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3 「女性の経験」と「フェミニスト現象学」

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
」
は
、「
女
性
の
経
験
」
を
考
察
の
中
心
に
据
え
る
と

い
う
。
で
は
「
女
性
の
経
験
」
と
は
何
な
の
か
。

「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現
象
学
」
を
提
唱
す
る
中
澤
に
よ
れ
ば
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現

象
学
」
は
、「
生
き
ら
れ
た
経
験
を
当
事
者
の
視
点
か
ら
記
述
す
る
こ
と
」
を
、

特
徴
と
す
る
と
い
う
。
当
事
者
を
女
性
と
置
き
換
え
れ
ば
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現

象
学
」
は
、「
生
き
ら
れ
た
経
験
を
女
性
の
視
点
か
ら
記
述
す
る
」
こ
と
を
特
徴

と
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
中
澤
は
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現
象
学
」
は
、
大
越
愛

子
に
よ
る
「
現
象
学
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
の
規
定
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
い
う
。
大
越

は
現
象
学
を
「
価
値
判
断
を
停
止
し
、
生
活
世
界
の
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
を
記
述

す
る
こ
と
を
、
目
指
す
」
学
と
規
定
し
た
う
え
で
、「
現
象
学
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」

を
、「
こ
の
方
法
を
用
い
な
が
ら
、
主
流
の
現
象
学
が
見
落
と
し
て
い
た
女
性
の

経
験
を
考
察
の
中
心
に
据
え
る
」
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
す
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
に
お

い
て
も
、「
生
き
ら
れ
た
経
験
を
女
性
の
視
点
か
ら
記
述
す
る
」
こ
と
や
「
女
性

の
経
験
」
の
記
述
こ
そ
が
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
現
象
学
」
の
主
要
な
企
図
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

で
は
、「
生
き
ら
れ
た
経
験
を
女
性
の
視
点
か
ら
記
述
す
る
こ
と
」
あ
る
い
は

「
女
性
の
経
験
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
見
こ
の
問
い
は
、
簡
単
に
回
答
で

き
る
よ
う
に
見
え
る
。
人
の
性
別
は
、
一
義
的
に
決
ま
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら

で
あ
る
。
性
別
と
い
う
属
性
は
、
ほ
と
ん
ど
の
成
人
が
自
分
の
性
別
を
「
知
っ
て

い
る
」
属
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
社
会
に
お
い
て
「
性
別
の
外
見
表
示
規

則
」（
服
装
・
調
髪
・
化
粧
な
ど
に
よ
っ
て
性
別
を
外
見
か
ら
分
か
る
よ
う
に
す

る
と
い
う
規
則
）
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
個
人
の
性
別
は
、
本
人
自
身
の
申

告
や
、
周
囲
の
人
々
の
判
定
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
、
一
義
的
に
決
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。

無
論
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
、
社
会
的
規

範
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
外
見
表
示
さ
れ

た
性
別
が
違
う
場
合
や
、
男
女
の
い
ず
れ
か
の
性
別
で
は
な
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
レ
ス

を
選
択
す
る
場
合
な
ど
、
多
様
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
り
方

が
あ
る
こ
と
が
、
認
識
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
場
合

に
は
性
別
は
、
一
義
的
に
は
決
ま
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
本
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
優

先
し
て
性
別
を
決
定
す
る
こ
と
を
原
則
と
決
め
れ
ば
、
本
人
が
「
女
性
」
で
あ

る
と
考
え
る
人
の
み
が
「
女
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、「
女
性
か
ど
う
か
」

は
一
義
的
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
人
が
「
女
性
」
で
あ
る
か
ど
う
か

が
一
義
的
に
決
ま
れ
ば
、「
女
性
の
経
験
」
と
は
、
そ
の
人
の
「
生
き
ら
れ
た
経

験
」
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、「
女
性
の
経
験
」
と
は
何
か
と
問
う
必
要
も
な
い
と
、

考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

﹁
女
性
の
経
験
﹂
と
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
﹂

江　

原　

由
美
子
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4

し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
女
性
」
で
あ
る
人
は
、
い

つ
も
常
に
「
女
性
」
と
し
て
「
生
き
て
い
る
」
の
だ
ろ
う
か
。
性
別
が
「
女
性
」

で
あ
る
人
の
経
験
は
全
て
「
女
性
の
経
験
」
と
い
っ
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し

そ
う
で
な
い
の
な
ら
ば
、
あ
る
人
が
「
女
性
」
で
あ
る
か
ど
う
か
一
義
的
に
決
め

ら
れ
る
と
し
て
も
、「
女
性
の
経
験
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
続
く
こ
と
に
な

る
。た

と
え
ば
人
は
、
様
々
な
「
役
割
」
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
「
役

割
」
と
は
、
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
に
期
待
・
要
求
さ
れ
る
行
為
連
鎖
の
こ
と

と
し
て
お
こ
う
。
私
た
ち
が
テ
レ
ビ
や
映
画
や
小
説
な
ど
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る

時
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
上
に
描
き
出
さ
れ
た
主
人
公
に
同
一
化
し
、

主
人
公
が
陥
っ
て
い
る
状
況
を
「
自
分
が
経
験
し
て
い
る
」
か
の
よ
う
に
「
生
き

る
」
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
そ
の
主
人
公
に
は
自
分
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
付
与
さ
れ
て
い
た
場
合
で
も
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
付
与
さ
れ
た
人
に
期
待
・

要
求
さ
れ
る
行
為
連
鎖
を
想
像
し
、
あ
た
か
も
そ
の
人
に
課
さ
れ
て
い
る
行
為
連

鎖
が
自
分
に
課
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
想
像
し
、
そ
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に

「
生
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
、
他
の
人
の
人
生
を
「
生
き
る
」
こ
と
が
で

き
る
想
像
力
こ
そ
が
、
人
間
の
文
化
創
造
の
一
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
え
な

い
。現

代
日
本
社
会
に
お
い
て
も
、
性
別
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
「
役
割
」
が
あ
る

こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、「
女
性
の
経
験
」
と
は
、

「
女
性
に
課
さ
れ
て
い
る
役
割
」
の
経
験
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

た
と
え
ば
、
通
常
女
性
の
性
役
割
で
あ
る
「
育
児
」
や
「
介
護
」
役
割
を
男
性
が

行
え
ば
、
そ
の
男
性
は
そ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
時
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
「
経

験
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
「
女
性
」
で
あ
る
人
で
も
「
女
性
」
以
外
の
「
役
割
」
を
「
生
き
る
」
こ

と
が
で
き
る
し
、
逆
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
女
性
」
で
は
な

い
人
も
、
メ
デ
ィ
ア
等
の
「
仮
想
空
間
」「
空
想
空
間
」
で
、
あ
る
い
は
「
役
割

交
代
」
な
ど
で
、「
女
性
」
と
し
て
「
生
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。
つ
ま
り
誰
で
も
「
女
性
の
経
験
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
一
体
、「
女
性
の
経
験
」

と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
い
が
、
再
び
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
女
性
」
で
あ
る
人
の
「
生
き
ら
れ

た
経
験
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
女
性
」
と
い
う
「
役
割
」
を
「
生
き
る
」
全
て

の
人
の
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
な
の
か
と
。

さ
ら
に
問
い
は
続
い
て
い
く
。
も
し
、
人
が
様
々
な
「
役
割
」
を
「
生
き
る
」

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
女
性
」

で
あ
る
人
の
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
に
は
、「
女
性
」
以
外
の
多
様
な
「
役
割
」

を
「
生
き
た
」
経
験
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
体
ど

の
部
分
が
、「
女
性
の
経
験
」
な
の
か
。

「
役
割
」
だ
け
で
は
な
い
。「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
に
は
、「
役
割
」
経
験
以
外

に
、
身
体
経
験
も
、
含
ま
れ
る
。
女
性
と
男
性
で
は
、
生
殖
に
関
す
る
身
体
の
作

り
が
違
う
し
、
筋
肉
量
や
空
間
把
握
能
力
等
に
も
差
が
あ
る
。
だ
か
ら
、「
女
性

の
経
験
」
と
名
付
け
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
経
験
も
あ
る
だ
ろ
う
（「
生
理
」・

「
妊
娠
」・「
胎
動
」・「
出
産
」
等
）。
し
か
し
、
人
間
と
し
て
同
じ
つ
く
り
の
身
体

も
持
っ
て
い
る
。
頭
痛
や
歯
痛
等
は
「
女
性
の
経
験
」
と
い
う
よ
り
も
、
男
女
共

に
経
験
す
る
も
の
と
い
っ
た
方
が
適
切
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
女
性
」

と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
人
の
身
体
経
験
の
中
で
、
一

体
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
「
女
性
の
経
験
」
な
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
う
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
女
性
の
人
の
「
経
験
」
の
中
に
、「
女

性
の
経
験
」
と
そ
れ
以
外
の
経
験
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
何
が
「
女
性
の
経
験
」
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5 「女性の経験」と「フェミニスト現象学」

な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
認
識
の
違
い
や
ず
れ
が
生
じ
て
も
当
然
で
あ
る
。
役
割
経

験
も
身
体
経
験
も
、
個
人
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
か
ら
だ
。
あ
る
「
女
性
」(

仮

に
Ａ
と
し
よ
う
）
は
、
自
分
の
あ
る
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
を
「
女
性
の
経
験
」

と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
表
現
し
た
と
す
る
。
し
か
し
他
の
「
女
性
」(

仮
に
Ｂ

と
呼
ん
で
お
こ
う
）
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
共
在
す
る
場
で
、
Ａ
に
よ
っ
て
Ａ
の
あ
る
経

験
が
「
女
性
の
経
験
」
と
し
て
語
ら
れ
た
時
、
そ
れ
に
強
い
違
和
感
を
持
っ
た
と

す
る
。
こ
の
場
合
Ｂ
は
困
っ
た
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
Ａ
は
自

分
の
経
験
を
、
Ｂ
も
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
「
女
性
の
経
験
」
と
語
っ
た

こ
と
で
、
Ｂ
も
ま
た
同
じ
「
女
性
の
経
験
」
を
持
つ
は
ず
と
い
う
主
張
を
、
Ｂ

に
、
暗
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
何
も
言
わ
な
い

で
い
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
、
反
論
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
Ａ
の
主
張

を
受
け
入
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
強
い
違
和
感
を

持
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
は
、「
Ａ
さ
ん
が
言
う
『
女
性
の
経
験
』
だ
け
ど
、
私

は
女
性
だ
け
ど
、
全
く
そ
う
い
う
経
験
を
し
て
い
な
い
」
な
ど
と
、
と
り
あ
え
ず

述
べ
て
お
く
こ
と
が
無
難
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
女
性
の
経
験
」
と
い
う
言
葉
は
、

自
分
を
「
女
性
」
だ
と
考
え
る
人
た
ち
に
、
そ
れ
は
「
自
分
の
経
験
な
の
か
」
と

い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
何
が
「
女
性
の
経
験
な
の
か
」
を

め
ぐ
る
議
論
を
必
然
化
す
る
の
だ
。
一
体
、「
女
性
の
経
験
」
と
は
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
女
性
」
で
あ
る
人
た
ち
の
、「
生
き
ら
れ
た
経

験
」
の
共
通
集
合
で
あ
る
べ
き
な
の
か
？

こ
の
コ
ラ
ム
で
は
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
」
が
「
女
性
の
経
験
」
を
考
察

の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
き
、
こ
こ
ま
で
、「
女
性
の
経
験
」
と
は

何
か
を
考
え
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、「
女
性
の
経
験
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
問
い
を
出
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
い
を
出
し
て
き
た

の
は
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
「
正
し
い
回
答
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

言
い
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
ら
の
問
い
に
回
答
で
き
な
い
の
な
ら
、

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
」
と
い
う
試
み
は
成
立
し
な
い
な
ど
と
、
主
張
し
た
い

た
め
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
出
し
て
き
た
の
は
、
第
一
に
、
お
そ
ら
く

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
」
を
、「
女
性
の
経
験
」
を
記
述
す
る
こ
と
と
定
義
し
た

場
合
、
何
が
「
女
性
の
経
験
」
な
の
か
と
い
う
問
い
が
、
様
々
に
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
問
い
に
対
応
す

る
た
め
に
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
」
を
、「
女
性
の
経
験
」
の
記
述
の
試
み
と

し
て
定
義
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
女
性
の
経
験
」
を
め
ぐ
る
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
含
む
試
み
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
義
し
て
置
い
た
方
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
、
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
回
答
す
る
必
要
は
な

い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
問
い
が
生
み
出
す
「
女
性
の
経
験
」
と

は
何
か
を
め
ぐ
る
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現

象
学
」
の
一
つ
の
営
み
だ
と
言
い
う
る
の
だ
か
ら
。

大
越
の
「
現
象
学
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
再
度
考
え
て
み
よ

う
。
大
越
は
、
そ
れ
を
「
主
流
の
現
象
学
が
見
落
と
し
て
い
た
女
性
の
経
験
を
考

察
の
中
心
に
据
え
る
」
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
す
る
。
つ
ま
り
大
越
の
言
う
「
女
性
の

経
験
」
と
は
、
単
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
女
性
」
の
人
の

「
あ
る
が
ま
ま
の
生
活
世
界
」
な
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
既
に
、
そ
れ
を
、「
主

流
の
現
象
学
か
ら
見
落
」
さ
れ
た
「
経
験
」
と
し
て
位
置
付
け
る
営
み
が
、
含
ま

れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
は
、「
女
性
」
が
「
主
流
の
現
象
学
」
に
よ
る
生
活
世

界
の
記
述
に
関
し
て
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

上
で
、「
女
性
」
が
、
そ
の
生
活
世
界
の
記
述
の
中
に
自
ら
の
経
験
が
「
見
落
と

さ
れ
て
」
き
た
こ
と
を
見
出
す
時
、
そ
れ
が
彼
女
に
自
ら
の
経
験
を
「
女
性
の
経

験
」
と
し
て
考
察
さ
せ
る
の
で
あ
る
。「
女
性
の
経
験
」
が
様
々
に
語
ら
れ
、
そ
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れ
を
聞
い
た
人
々
が
そ
の
中
に
自
分
の
経
験
を
見
出
し
た
り
違
和
感
を
感
じ
た
り

し
、
そ
れ
を
表
明
し
た
り
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
続
い
て
い
く
「
女
性
の
経

験
」
を
め
ぐ
る
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
︱
シ
ョ
ン
の
連
鎖
も
ま
た
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
現
象
学
」
の
重
要
な
営
み
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
な
ぜ
な

ら
お
そ
ら
く
、
そ
の
営
み
の
中
に
こ
そ
、「
価
値
判
断
を
停
止
す
る
」
現
象
学
と
、

「
女
性
の
解
放
」
と
い
う
価
値
観
を
基
礎
と
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
、
つ
な
ぐ
こ

と
が
で
き
る
何
か
が
あ
る
と
、
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
江
原
由
美
子
・
え
は
ら 

ゆ
み
こ
・
東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
）
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7 フェミニスト現象学の意義について

は
じ
め
に

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
性
と
い
う
観
点
か
ら
経
験
を
取
り
上
げ
直
し
、
そ
の

解
明
を
試
み
る
。
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の

ア
イ
デ
ア
を
受
け
つ
ぐ
ア
イ
リ
ス
・
マ
リ
オ
ン
・
ヤ
ン
グ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現

象
学
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
人
は
経
験
が
幼
少

期
か
ら
の
振
る
舞
い
を
通
じ
て
性
別
、
性
差
に
関
す
る
社
会
通
念
や
規
範
の
影
響

を
受
け
な
が
ら
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
例
え
ば
排
泄
の
経
験
、
生
理
の
経

験
、
身
体
を
見
ら
れ
る
経
験
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
経
験
な
ど
の
記
述
を
介

し
て
明
ら
か
に
し
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
は
経
験
の
主
体
に
標
準
と
し
て

男
性
が
想
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
た

め
扱
わ
れ
た
経
験
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
ま
ず
そ
の
標
準
化
を
あ
ぶ
り
だ
す
よ
う
な
も

の
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
考
察
の
領
域
は
現
在
拡
が
っ
て
い
る
。
一
般
に
女
性

に
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
経
験
の
問
題
を
考
察
す
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル

や
ヤ
ン
グ
の
仕
事
を
初
期
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の

考
察
か
ら
は
も
れ
て
い
た
様
々
な
経
験
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
も
展
開
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
は
じ
ま
り
か
ら
拡
が
り
を
追
い
つ
つ
、

身
振
り
、
妊
娠
、
月
経
、
外
見
、
セ
ク
ハ
ラ
、
家
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
男
性
性
、
人
種
、
障
害
、
老
い
と
い
っ
た
個
別
な
テ
ー
マ

研
究
を
ま
と
め
、
報
告
者
は
『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
を
共
同
で
刊
行
し

た
。こ

の
著
作
の
、
特
に
報
告
者
が
執
筆
を
担
当
し
た
章
に
対
す
る
反
応
の
一
つ
と

し
て
、
読
者
の
一
人
か
ら
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
お
い
て
、
経
験
を
記
述
す

る
こ
と
自
体
に
問
題
を
気
づ
か
せ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

ど
こ
ま
で
規
範
的
な
議
論(

例
え
ば
不
平
等
や
正
義
に
つ
い
て
の
議
論)

に
寄
与
し

う
る
の
か
（
ま
た
そ
の
つ
も
り
は
な
い
の
か
）
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
っ
た
」
と

い
う
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
を
受
け
て
、
経
験
を
記
述
す
る

こ
と
の
意
義
、
そ
し
て
経
験
の
記
述
と
規
範
的
な
も
の
と
の
関
係
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
現
象
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
か
（
示
し
た
ら
よ
い
か
）
と
い

う
課
題
が
改
め
て
手
元
に
残
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
答
え
を
こ
の
報
告
の
中
で

す
ぐ
に
提
示
で
き
る
用
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
現
象
学
の
意
義
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
た
い
。
こ
の
た
め
に
江
原
由
美
子
の

仕
事
を
手
懸
か
り
に
し
た
い
と
思
う
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
に
つ
い
て

江
原
由
美
子
の
経
験
へ
の
ま
な
ざ
し
を
手
が
か
り
に
考
え
る

中　

澤　
　
　

瞳
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江
原
の
仕
事
は
、
堀
田
義
太
郎
の
ま
と
め
を
借
り
れ
ば
「
八
〇
年
代
の
性
差
別

の
仕
組
み
に
関
す
る
検
討
を
踏
ま
え
て
、 

九
〇
年
代
以
降
、
主
に
マ
ル
ク
ス
主
義

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
の
論
争
を
経
て
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
に
お
け
る

『
性
支
配
論
』
の
再
評
価
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』

へ
、
と
い
う
流
れ
」1

に
な
る
。
こ
の
展
開
の
中
で
、
江
原
は
一
貫
し
て
個
人
の

経
験
を
重
視
し
、
相
互
行
為
の
場
面
か
ら
性
支
配
（
＝
性
差
別
と
い
う
言
葉
で
は

記
述
で
き
な
い
全
面
的
な
女
性
抑
圧
の
社
会
構
造
）
を
言
語
化
、
理
論
化
す
る
た

め
の
考
察
を
続
け
て
き
た
。
江
原
の
一
連
の
論
考
を
詳
細
に
追
う
こ
と
が
目
的
で

は
な
い
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
で
仕
事
を
し
て
き
た
江
原
の
経
験
に
つ
い
て

考
察
を
初
期
か
ら
追
っ
て
ま
と
め
、
そ
れ
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
を
考

え
る
こ
と
へ
と
つ
な
げ
た
い
。

改
め
て
本
報
告
の
目
的
を
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
江
原
の
一
連
の
仕
事
を
参

照
し
、
そ
の
知
見
を
借
り
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
で

あ
る
。
以
下
、
本
報
告
で
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
概
要︹
一
︺
と
そ
の
意
義

︹
二
︺
を
簡
単
に
示
し
、
次
に
江
原
の
一
連
の
仕
事
を
確
認
し︹
三
︺、
最
後
に
江

原
の
知
見
を
踏
ま
え
た
う
え
で
改
め
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
を
考
え
た

い︹
四
︺2

。
一　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
概
要

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
ヤ
ン

グ
、
そ
し
て
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
的
身
体
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
こ
そ
が
、
女
性
の
生
き
ら
れ
た
経
験
の
記
述
に
着
目

し
、
そ
こ
か
ら
女
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
察
し
た
端
緒
に
位
置
す
る

人
物
と
い
え
る
。
以
下
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
ヤ
ン
グ
の
行
っ
た
考
察
の
一
部
を

そ
れ
ぞ
れ
取
り
あ
げ
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
第
二
の
性
』（
一
九
四
九
）
は
、
女
性
と
は
何
か
と
い

う
問
い
を
め
ぐ
る
哲
学
的
論
考
で
あ
る
。
こ
の
著
作
で
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
女
性

と
い
う
存
在
を
生
物
学
的
、
解
剖
学
的
根
拠
か
ら
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
生

成
、
他
者
と
い
う
見
方
で
捉
え
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル

は
様
々
な
女
性
の
経
験
記
述
を
幼
少
期
か
ら
順
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
そ
れ

を
明
ら
か
に
し
た
。

具
体
的
に
そ
の
分
析
を
見
て
み
る
。『
第
二
の
性
』
の
子
ど
も
時
代
の
章
に
お

い
て
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
木
登
り
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
た

3

。
男
の
子
は

小
さ
い
頃
、
高
い
と
こ
ろ
に
よ
じ
登
っ
た
り
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
た
り
、
ま
た

友
達
と
競
っ
た
り
し
て
自
由
に
運
動
を
行
う
。
実
際
に
そ
の
よ
う
に
運
動
し
な
く

て
も
よ
い
が
、
そ
の
実
践
は
周
り
か
ら
抑
止
さ
れ
た
り
、
好
奇
の
ま
な
ざ
し
を
向

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
に
は
称
揚
さ
れ
る
場
合
が
多

い
。
こ
の
点
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
時
代
も
今
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う

4

。

他
方
、
女
の
子
の
溌
剌
と
し
た
行
動
に
対
し
て
は
抑
止
が
か
か
る
。
好
奇
心
を

発
揮
し
て
自
発
的
に
、
大
胆
に
世
界
を
探
索
し
て
い
く
こ
と
は
心
配
の
種
に
こ
そ

な
れ
推
奨
は
さ
れ
な
い
。
周
囲
の
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
は
、
な
ぜ
女
の
子
に
「
女

の
子
ら
し
さ
」
を
求
め
る
の
か
明
確
な
理
由
を
持
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
そ
れ
を

良
い
も
の
と
考
え
る
。
周
囲
か
ら
の
求
め
は
「
女
の
子
ら
し
さ
」
と
い
う
特
徴
を

身
に
つ
け
る
よ
う
に
人
を
方
向
づ
け
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
闊
達
に
振

る
舞
う
こ
と
を
女
の
子
に
奨
励
す
る
人
間
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
類
し
た

自
由
な
方
針
の
も
と
で
育
っ
た
子
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
普
通
と
は
異
な
る
振
る
舞

い
が
か
ら
か
い
の
対
象
と
な
っ
た
り
し
て
、
本
心
で
は
溌
剌
と
し
た
運
動
を
し
た

か
っ
た
と
し
て
も
運
動
を
自
ら
抑
制
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に

外
か
ら
の
、
ま
た
内
か
ら
の
力
が
女
の
子
に
お
と
な
し
く
受
動
的
で
あ
れ
と
い
う
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力
と
し
て
働
く
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。

男
の
子
の
場
合
、
抑
制
さ
れ
ず
自
由
に
運
動
す
る
こ
と
は
未
知
の
世
界
を
探
索

す
る
手
段
と
し
て
、
ま
た
競
い
、
奪
い
、
戦
う
た
め
の
道
具
と
し
て
自
分
を
捉
え

る
た
め
の
土
台
と
な
る
。
活
発
な
運
動
を
男
の
子
同
士
で
競
い
合
い
な
が
ら
繰
り

返
す
こ
と
で
、
身
体
は
危
険
な
場
所
に
も
対
応
で
き
る
力
を
も
っ
た
身
体
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
力
を
使
っ
て
他
者
の
運
動
に
介
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
身
体
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
身
体
が
周
囲
か
ら
称
賛
さ
れ
る
こ
と
（
あ
る
い
は
戒
め

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
）
が
自
覚
さ
れ
る

5

。
男
の
子
は
身
体
を
使
っ
て

「
で
き
る
」
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、「
で
き
る
」
と
い
う
能
力
の

総
体
と
し
て
自
分
を
捉
え
、
こ
れ
が
具
体
的
な
計
画
を
立
て
て
実
行
し
て
い
く
と

き
の
後
ろ
盾
や
自
信
に
つ
な
が
る
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
考
え
る
。

他
方
、
女
の
子
は
自
分
を
「
で
き
る
」
と
い
う
能
力
の
総
体
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
男
の
子
に
比
べ
困
難
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
の
身
体
の
能
力
に
対
す
る

信
頼
が
う
ま
く
構
築
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
分
で
選
択
し
、
企
画
し
、

実
行
す
る
と
い
う
よ
う
に
主
体
性
を
発
揮
す
る
土
台
を
形
づ
く
る
こ
と
も
阻
害
さ

れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
「
で
き
る
」
と
い
う
能
力
の
総
体
と
し
て
自
分
を
捉
え
て

生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
受
動
的
な
態
度
で
生
き
る
こ
と
に
甘
ん
じ
る
こ
と

に
な
る
。

ヤ
ン
グ
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
立
場
を
受
け
継
ぎ
、
生
物
学
的
、
解
剖
学
的
根

拠
を
も
と
に
性
を
考
え
る
立
場
は
と
ら
ず
、「
女
の
子
ら
し
い
」
と
評
さ
れ
る
投

げ
方
の
考
察
を
行
っ
た

6

。
女
の
子
の
投
球
フ
オ
ー
ム
に
見
ら
れ
る
（
あ
る
い

は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
）
動
き
方
は
、「
正
し
い
」
投
球
フ
ォ
ー
ム
に
比
べ
て
「
間

違
っ
た
」
な
い
し
は
「
拙
い
」
投
げ
方
と
み
な
さ
れ
、「
女
の
子
投
げ
」
と
形
容

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
動
き
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
、
体
の
作
り
（
例
え
ば
骨
格
、
筋

力
、
乳
房
の
発
達
な
ど
）
に
還
元
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
還
元
は
不
十
分
な
見
方
で
し
か
な
い
。
ヤ
ン

グ
が
指
摘
す
る
の
は
女
の
子
が
生
活
し
て
い
る
状
況
と
対
象
化
と
い
う
作
用
の
力

で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
女
の
子
は
人
か
ら
身
体
能
力
を
フ
ル
に
活
用
す
る

よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
働
き
か
け
ら
れ
ず
、
お
人
形
遊
び
や
お
ま
ま
ご
と
な
ど
が
推
奨

さ
れ
る
（
た
だ
し
ヤ
ン
グ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
別
の
地
域
社
会
の
中
で
は
こ
う
し

た
働
き
か
け
が
あ
る
場
合
は
あ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
限
定
的
な
地
域
の
話
で
は
あ

る
）。
学
校
な
ど
で
も
、
一
般
的
に
い
っ
て
少
女
た
ち
は
ス
ポ
ー
ツ
や
、
明
確
な

目
的
を
達
す
る
よ
う
に
自
分
の
身
体
を
調
整
す
る
こ
と
に
従
事
す
る
よ
う
に
促
さ

れ
な
い
。
さ
ら
に
少
女
た
ち
は
物
を
分
解
、
操
作
す
る
こ
と
や
、
空
間
的
技
能
を

発
達
さ
せ
る
こ
と
を
周
囲
か
ら
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
い
。
少
女
た
ち
は
少
年
た
ち

に
比
べ
、
身
体
的
な
努
力
や
体
力
が
要
求
さ
れ
る
課
題
を
こ
な
す
よ
う
に
社
会
の

中
で
そ
れ
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
と

そ
の
運
動
性
に
違
い
が
あ
ら
わ
れ
る
と
ヤ
ン
グ
は
指
摘
す
る
。

ま
た
対
象
化
と
は
他
人
か
ら
あ
た
か
も
物
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
扱
わ
れ
る
こ

と
、
ま
た
自
分
自
身
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
を
指
す
。
こ
の
対
象
化
に
は
多
く

の
場
合
評
価
が
つ
い
て
回
る
。
運
動
に
関
し
て
い
え
ば
、
弱
い
力
だ
と
か
ら
か
わ

れ
た
り
、
反
対
に
、
男
並
み
の
投
げ
方
な
ど
と
比
較
評
価
さ
れ
た
り
す
る
。
こ

の
こ
と
が
常
に
意
識
さ
れ
、
自
分
の
身
体
へ
の
信
頼
が
揺
ら
い
だ
り
、
過
剰
に
意

識
す
ぎ
た
り
し
て
ぎ
こ
ち
な
さ
が
生
じ
る
。
ヤ
ン
グ
が
対
象
化
と
い
う
点
を
挙
げ

る
と
き
に
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
指
摘
が
念
頭
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
も
『
第
二
の
性
』
で
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
子
供
の
身
体
か
ら
大
人
の
身
体

へ
と
変
化
す
る
思
春
期
に
（
具
体
的
に
は
、
体
毛
が
生
え
て
き
た
り
、
乳
房
が

膨
ら
み
身
体
全
体
が
丸
み
を
帯
び
て
き
た
り
、
生
理
が
始
ま
っ
た
り
と
い
っ
た
変

化
が
起
こ
る
時
期
に
）、
女
性
は
自
分
の
身
体
が
モ
ノ
の
よ
う
に
注
視
さ
れ
、
評

価
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
を
多
く
の
文
学
作
品
、
症
例
、
イ
ン
タ
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ビ
ュ
ー
の
回
答
な
ど
に
共
通
す
る
記
述
を
取
り
出
し
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
他
人
か
ら
の
評
価
や
、
そ
れ
を
内
面
化
し
て
生

じ
る
自
己
評
価
に
よ
っ
て
自
分
の
肉
体
へ
の
嫌
悪
が
生
ま
れ
る
と
、
思
春
期
の
少

女
に
恥
の
感
覚
が
現
れ
、
行
動
に
ぎ
こ
ち
な
さ
が
生
じ
る

7

。
自
分
と
一
体
化

し
、
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
は
ず
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
の
身
体
が
、
ど
こ
か
よ
そ

よ
そ
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

ヤ
ン
グ
に
話
を
戻
せ
ば
、
こ
の
対
象
化
や
少
女
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
を
通
し

て
形
成
さ
れ
る
ぎ
こ
ち
な
い
動
き
は
、
目
的
に
向
か
っ
て
い
く
部
分
と
、
そ
れ
を

差
し
控
え
て
し
ま
う
（
躊
躇
し
て
し
ま
う
）
部
分
と
に
行
動
全
体
を
分
断
す
る
と

ヤ
ン
グ
は
指
摘
す
る
。
女
の
子
は
自
分
の
身
体
を
ま
る
ご
と
信
頼
し
、
目
的
を
遂

行
す
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
と
思
っ
て
身
体
全
体
を
働
か
せ
よ
う
と
す
る
の
と
同

時
に
、「
で
き
な
い
」
あ
る
い
は
「
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
っ
た
自
信

の
無
さ
や
、
そ
の
よ
う
に
低
く
評
価
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意
識
に
よ
っ

て
、
自
分
の
能
力
を
低
く
見
積
も
り
、
目
的
に
向
か
っ
て
運
動
を
統
一
化
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
世
界
の
現
れ
方
が
男
女

で
異
な
っ
て
く
る
。
ヤ
ン
グ
の
例
に
よ
れ
ば
、「
で
き
る
」
身
体
に
と
っ
て
小
川

は
狭
く
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
同
じ
小
川
も
「
で
き
な
い
」
あ
る
い
は

「
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
身
体
に
と
っ
て
は
行
く
手
を
大
き
く
阻
む
も
の
と

し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

二　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
何
を
記
述
し
、
何
を
分
析
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
江
原
の
整
理
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
を
手
が
か
り
に
し

た
い
。
周
知
の
通
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
は
知
覚
可
能
な
身
振
り
の
違
い
、
能
力

の
違
い
な
ど
を
生
物
学
的
、
解
剖
学
的
相
違
に
還
元
し
て
し
ま
う
よ
う
な
性
差
、

性
別
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
対
し
て
、
そ
の
差
は
生
得
的
な
も
の
で
は
な
く
社
会

的
、
文
化
的
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
差
で
あ
る
と
の
考
え
方
を
含
ん
だ
概
念
で

あ
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
ヤ
ン
グ
は
大
き
く
言
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
記

述
と
分
析
を
し
た
の
で
あ
る
が
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
概
念
は
前
面
に
出
て
は

い
な
い
が
）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
は
多
義
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
だ
け
で
は

何
を
記
述
し
、
分
析
し
た
か
は
明
確
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
江
原
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
の
整
理
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
ヤ
ン
グ
の

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
考
察
を
振
り
返
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る

か
ま
ず
は
考
え
た
い
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
は
多
義
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
江
原
は
こ
の
概
念
を
三
つ
の

意
味
か
ら
整
理
し
て
い
る
。
江
原
に
よ
れ
ば

8

、（
1
）社
会
的
文
化
的
に
形
成
さ

れ
た
性
別
的
な
特
徴
や
性
別
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
、（
2
）諸
言
説
、
社
会
通
念
の

中
に
あ
る
性
別
、
性
差
に
関
す
る
観
念
や
知
識
、（
3
）男
女
間
の
関
係
を
権
力
関

係
と
い
う
点
か
ら
把
握
す
る
研
究
上
の
視
点
、
以
上
の
三
点
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念

に
は
含
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
を
把
握
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
時
の
私
た
ち
の
認
識
の
異
な
る
手
続
き

に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
三
点
に
つ
い
て
の
江
原
の
説
明
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
る

9

。
ま
ず
私
た
ち
は
何
気
な
い
日
常
の
中
で
性
別
、
性
差
を
見
出

す
。
こ
れ
は
社
会
的
な
相
互
行
為
を
通
じ
て
、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
性

別
、
性
差
を
知
覚
す
る
段
階
と
い
え
る
。
こ
れ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
（
₁
）
の
意
味

に
相
当
す
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
概
念
の
お
か
げ
で
、
こ
の
段
階
で
も
「
当
た

り
前
」
の
も
の
と
し
て
知
覚
し
て
い
る
性
差
や
性
別
が
、
社
会
的
、
文
化
的
、
歴

史
的
な
経
緯
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
認
識
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
ぜ
「
当
た
り
前
」
の
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
の
か
ま

で
は
考
察
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
性
別
、
性
差
を
ご
く
「
当
た
り

前
」
の
こ
と
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
自
体
が
認
識
の
対
象
と
な
る
場
合
が
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
（
2
）
の
意
味
に
相
当
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
性
別
、
性
差
に
関
す
る

知
覚
が
諸
言
説
や
社
会
通
念
を
介
し
た
知
識
の
効
果
に
よ
っ
て
態
勢
化
さ
れ
て
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
検
討
さ

れ
る
。
そ
し
て
次
の
段
階
と
し
て
、
諸
言
説
や
社
会
通
念
の
中
に
、
ま
た
そ
れ
が

維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
に
権
力
や
支
配
が
認
識
し
、
そ
れ
が
探
求
さ
れ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
（
3
）
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
で
あ
る
。
一
口
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
い
っ
て
も
、
観
察
さ
れ
る
知
覚
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
権
力

の
認
識
ま
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
概
念
と
そ
の
分
析
に
は
異
な
る
段
階
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
木
登
り
や
投
げ
方
に
見
ら
れ
る
男
女
の
違
い
に
つ
い
て

の
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
ヤ
ン
グ
の
分
析
は
性
別
、
性
差
を
知
覚
す
る
次
元
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
男
の
子
は
活
発
に
動
く
が
女
の
子
は
そ
う
で
は
な
く
、

投
げ
る
運
動
も
ぎ
こ
ち
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
観
察
で
あ
る
が
、
生
物
学
的
、

解
剖
学
的
根
拠
に
よ
っ
て
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
は
し
て
な
い
の
で
、（
₁
）
の

意
味
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
記
述
し
て
い
る
と
い
え
る
。
次
に
、
木
登
り
や
投
げ
方
に

見
ら
れ
る
身
振
り
が
周
囲
の
大
人
の
見
方
や
、
社
会
の
あ
り
方
な
ど
に
影
響
さ
れ

て
い
る
点
が
分
析
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
木
登
り
や
投
げ
方
に
は
違
い
が

見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
身
振
り
が
「
当
た
り

前
」
の
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
問
い
直
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
、（
₂
）
の
意
味
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
「
当
た
り

前
」
の
見
方
や
素
振
り
の
な
か
に
女
の
子
を
受
動
的
な
存
在
と
し
て
据
え
お
く
力

が
あ
る
こ
と
、
ま
た
主
体
と
い
う
よ
り
は
ひ
と
つ
の
対
象
と
み
な
し
続
け
る
力

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
（
₃
）
の
意
味
で

ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
面
が
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
み
る
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
江
原
の
整
理
す

る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
の
三
の
意
味
も
見
据
え
つ
つ
、
経
験
の
考
察
を
行
っ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
身
振
り
を
通
し
て
身
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

現
れ
て
い
る
か
、
ま
た
周
囲
世
界
が
運
動
す
る
主
体
と
リ
ン
ク
し
な
が
ら
ど
の
よ

う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
身
体
の
物
質
性
に
依
拠
す
る
で
は
な
い

形
で
、
し
か
し
性
と
い
う
観
点
を
考
慮
し
つ
つ
考
察
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
は

大
事
な
点
と
し
て
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
性
を
め
ぐ
る
社
会
通
念

や
規
範
、
そ
し
て
そ
の
中
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
権
力
は
経
験
の
外
に
あ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
た
経
験
の
中
に
具
体
的
な
形
で
現
れ
て
い
る
。

個
人
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
も
の
は
単
に
私
的
な
も
の
に
閉
じ
て
し
ま
う
も
の
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
個
人
の
経
験
を
出
発
点
と
し
て
記
述
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現

象
学
は
個
人
の
経
験
の
描
出
を
超
え
て
、
性
に
ま
つ
わ
る
社
会
通
念
や
規
範
に
つ

い
て
反
省
の
機
会
を
開
く
と
い
え
る
。
木
登
り
、
ボ
ー
ル
投
げ
な
ど
の
他
に
も
具

体
的
な
経
験
を
手
が
か
り
に
し
て
行
っ
た
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
ヤ
ン
グ
の
分
析
の

意
義
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

三　

江
原
由
美
子
の
経
験
へ
の
ま
な
ざ
し

冒
頭
で
触
れ
た
通
り
、
江
原
は
「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
評
価
し
、
経
験
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク

ス
の
中
で
性
支
配
を
言
語
化
す
る
試
み
を
続
け
て
き
た
。
最
初
の
著
作
『
生
活
世

界
の
社
会
学
』（
一
九
八
五
ａ
）
で
は
、
性
を
軸
に
し
た
問
題
が
中
心
で
は
な
い

も
の
の
、
社
会
成
員
の
生
き
ら
れ
る
経
験
か
ら
出
発
し
て
、
社
会
理
論
の
方
途
を
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探
る
と
い
う
方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
個
人
の
経
験
へ
の
着
目
は
こ
の
後

も
一
貫
し
て
い
る
。
実
際
、
例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
の
論
考
「
女
性
の
経
験
や
思
い

に
焦
点
を
あ
て
る
」
に
至
っ
て
も
、
女
性
学
に
お
い
て
家
族
研
究
（
例
え
ば
近
代

社
会
に
お
け
る
主
婦
の
役
割
な
ど
の
研
究
）
を
行
う
と
き
の
重
要
な
一
方
向
と
し

て
、
社
会
の
マ
ク
ロ
的
な
要
因
（
国
、
政
治
、
経
済
な
ど
）
か
ら
考
え
る
方
向
と

は
別
に
、
女
性
の
経
験
や
思
い
に
焦
点
を
当
て
る
方
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
り
、
個
人
の
経
験
を
重
視
す
る
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
う
し

た
江
原
の
一
連
の
仕
事
を
遡
っ
て
見
て
い
き
な
が
ら
、
そ
の
中
で
も
特
に
経
験
を

記
述
す
る
こ
と
の
意
義
を
参
考
に
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
を
考
え
て

み
た
い
。

江
原
は
個
人
の
経
験
を
重
視
す
る
と
い
う
方
向
性
と
る
が
、
個
人
の
経
験
は

社
会
運
動
の
文
脈
で
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
「
リ
ブ
運
動
の
軌
跡
」

（
一
九
八
五
ｂ
）
を
見
る
と
分
か
る
。
江
原
に
よ
れ
ば
、
リ
ブ
運
動
に
よ
っ
て
取

り
上
げ
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
個
人
的
な
経
験
の
吐
露
や
語
り
合
い
は
、
通
常
の

社
会
運
動
の
中
で
は
下
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り
、
個
別
の
女
の
痛
み
や
経
験
記
述
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
バ
カ
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
行

動
計
画
・
闘
争
目
標
と
結
び
つ
く
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、（
ウ
ー
マ
ン
・
）
リ
ブ
運
動
と
は
、
一
九
六
〇

年
代
ア
メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た
女
性
解
放
運
動
（W

om
en’s Liberation M

ovem
ent

）

の
略
語
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
日
本
に
登
場
し
た
こ
の
運
動
は
、
一
般
に

「
男
並
み
」
の
権
利
を
目
指
す
男
女
平
等
要
求
運
動
と
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
リ
ブ
運
動
に
関
す
る
資
料
は
そ
の
誤
解
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る

10

。
江

原
も
、
リ
ブ
運
動
は
「
女
性
解
放
を
『
人
間
＝
男
性
』
の
枠
に
お
い
て
位
置
づ
け

よ
う
と
し
て
き
た
近
代
女
性
解
放
思
想
を
、
逆
に
女
性
解
放
の
枠
に
お
い
て
『
人

間
解
放
』
の
論
理
を
批
判
し
位
置
づ
け
る
方
向
へ
の
問
題
転
換
を
図
っ
た
。『
男

並
み
』
に
な
る
こ
と
が
女
性
解
放
の
目
的
で
は
な
い
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
女

性
の
特
性
を
論
じ
、
母
性
や
女
ら
し
さ
を
賛
美
す
る
こ
と
に
対
し
て
も
鋭
い
批
判

を
行
っ
て
い
っ
た
」11 

運
動
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

社
会
通
念
に
現
れ
る
女
性
性
に
対
す
る
内
省
は
、
リ
ブ
運
動
に
お
い
て
コ
ン

シ
ャ
ス
ネ
ス
・
レ
イ
ジ
ン
グ
（C

onsciousness R
aising　

意
識
覚
醒
、
以
下
Ｃ

Ｒ
）
を
介
し
て
行
わ
れ
た
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
Ｃ
Ｒ
と
は
第
二
派

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
核
と
な
っ
た
運
動
の
一
つ
で
あ
り
、
定
期
的
に
小
さ
な
グ
ル
ー

プ
で
集
ま
り
、
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
メ
ン
バ
ー
と
日
々
の
不
満
、
不
安
、
人
間
関

係
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
を
話
し
合
い
、
強
く
内
面
化
し
て
い
る
（
内
面
化

し
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
も
多
々
あ
る
）
も
の
、
規
範
的
な

女
ら
し
さ
に
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
自
分
の
経
験
を
意
識
化
し
、
共
有
す
る
試
み
で

あ
る
。
個
人
の
経
験
を
記
述
し
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
通
し
て
社
会
的
・
政
治
的

文
脈
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
方
法
と
い
え
る
。
こ
れ
が
「
個
人
的
な
こ
と
は
政

治
的
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
つ
な
が
っ
て
い
く

12
。

Ｃ
Ｒ
は
一
個
人
が
規
範
的
な
女
ら
し
さ
を
見
直
す
機
会
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
Ｃ
Ｒ
に
お
い
て
参
加
者
に
求
め
ら
れ
た
の
は
「
自
分
の
生
を
見
つ

め
な
お
し
、
経
歴
も
年
齢
も
異
な
る
ほ
か
の
女
た
ち
と
ど
れ
ほ
ど
同
じ
経
験
を
共

有
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
問
題
は
特
殊
で
個
人
的
で
は
な

く
、
む
し
ろ
ほ
か
の
人
た
ち
の
問
題
と
極
め
て
似
通
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
問
題

は
よ
り
大
き
な
社
会
関
係
や
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
だ
っ

た
」13
。
井
上
輝
子
は
日
本
初
の
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
討
論
集
会
、
テ
ィ
ー
チ
イ

ン
の
様
子
を
回
想
し
、
個
人
的
な
経
験
と
よ
り
大
き
な
社
会
関
係
の
密
接
な
つ
な

が
り
に
つ
い
て
の
自
覚
と
感
動
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
大
勢
の
女
性
た

ち
の
発
言
を
聞
き
な
が
ら
、
私
は
、
自
分
の
体
験
が
決
し
て
自
分
だ
け
の
特
殊

な
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
同
様
の
体
験
を
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
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し
た
。
ま
た
同
時
に
、
自
分
が
い
ろ
い
ろ
な
時
期
に
、
い
ろ
い
ろ
な
場
で
経
験
し

た
、
女
で
あ
る
が
ゆ
え
の
不
条
理
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

１
本
の
共
通
し
た
糸
で
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
、
目
の
前
が
急
に
明
る

く
な
っ
た
思
い
が
し
た
の
で
あ
っ
た
」14
。
つ
ま
り
Ｃ
Ｒ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た

の
は
「
相
互
に
個
人
的
な
経
験
を
話
し
合
う
中
か
ら
共
通
の
問
題
の
存
在
を
認
識

し
、
そ
れ
を
政
治
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
」15 

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
個

人
の
経
験
記
述
が
下
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
社

会
構
造
、
権
力
を
批
判
的
に
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｒ
は
「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
」、
つ
ま
り
私
的

な
問
題
は
社
会
的
な
問
題
で
も
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

れ
に
加
え
て
、
よ
り
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
「
私
／
公
」
の
線
引
き
自
体
が
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
だ
ろ
う
。
江
原
は
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
再
興
」（
一
九
九
一
）
の
中
で
「『
個
人
的
な
こ
と
は
政

治
的
で
あ
る
』
と
い
う
主
張
は
、
単
に
女
性
た
ち
が
家
庭
や
夫
に
対
し
て
感
じ
て

い
る
不
満
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
論
点
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
個
人
的
な
こ
と

と
政
治
的
な
こ
と
を
切
り
離
す
認
識
装
置
が
、
女
性
が
自
己
主
張
す
る
こ
と
を
効

果
的
に
妨
げ
て
い
る
権
力
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
論
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」16 

と
指
摘
し
て
い
る
。
何
が
個
人
的
な
問

題
で
、
何
が
社
会
的
問
題
な
の
か
の
線
引
き
が
、
ど
の
よ
う
な
特
定
の
見
か
た
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
構
成
す
る
装
置
が
ど
の
よ
う
な

も
の
か
も
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
あ
る
経
験
を
私
的
な
も
の
と
み
な
す
そ
の
視
点
の
中
に
、
す
で
に

一
つ
の
権
力
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
で
き
る
点
が
重
要
な
の
で
あ

る
17
。経

験
の
記
述
、
お
よ
び
Ｃ
Ｒ
に
は
こ
う
し
た
意
義
が
あ
る
が
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
を
卒
業
し
た
女
た
ち
」（
一
九
八
八
）
や
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
再

興
」（
一
九
九
一
）
を
み
る
と
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
個
人
の
経
験
記
述
の
意

義
が
再
び
問
題
視
さ
れ
て
い
た
様
子
が
分
か
る
。
リ
ブ
運
動
の
時
期
に
は
、
行
動

計
画
・
闘
争
目
標
に
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
だ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の

論
考
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
労
働
や
家
族
に
お
け
る
平
等
の
確
立
が
問
題
の
本
質

と
み
な
さ
れ
、
社
会
の
不
条
理
を
実
質
的
に
廃
絶
、
改
革
し
て
、
社
会
経
済
的
な

平
等
を
実
現
す
る
よ
う
な
政
治
的
な
改
革
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
、

個
人
的
な
経
験
の
記
述
は
等
閑
視
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
抑
圧
の

問
題
な
ど
を
個
人
の
経
験
か
ら
問
題
に
す
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
、「
個
人
的
な
こ

と
は
政
治
的
な
こ
と
」
と
い
う
定
義
自
体
が
誤
っ
て
い
た
の
だ
と
判
断
さ
れ
た
と

い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
江
原
は
女
性
た
ち
の
経
験
記
述
を
手
放
す
こ
と
は
絶
望
的
な

行
き
止
ま
り
に
突
き
当
た
る
こ
と
を
二
つ
の
点
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
江
原

に
よ
れ
ば
、
女
性
を
判
断
主
体
・
認
識
主
体
と
し
て
認
め
な
い
仕
組
み
、
女
性
自

身
の
自
己
定
義
権
を
無
化
す
る
装
置
、
つ
ま
り
江
原
が
「
性
支
配
」
と
呼
ぶ
全
面

的
な
抑
圧
の
仕
組
み
は
、
法
律
な
ど
の
成
文
化
さ
れ
合
意
さ
れ
た
規
則
か
ら
自
動

的
に
生
み
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
個
人
の
資
質
（
本
人
に
主

体
性
が
な
い
と
か
、
性
差
別
的
な
人
物
で
あ
る
と
い
っ
た
形
で
語
ら
れ
る
よ
う
な

個
人
の
資
質
）
か
ら
自
動
的
に
生
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
基
本
的
に
相
互
行
為
の
水
準
に
お
い
て
、
日
常
的
に
他
者
と
か
か
わ
る
私
の

行
為
や
発
話
の
次
元
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
把
握
の
た
め
に
は
相

互
行
為
を
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
も
し
も
経
験
記
述
を
手
放
す
と
こ
の
把

握
は
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
の
記
述
を
等
閑
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
江
原
に
と
っ
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
、
女
性
を
主
体
と
し
て
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認
め
な
か
っ
た
り
、
無
化
し
た
り
す
る
力
に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
、
自
分
が
何
を

し
て
き
て
、
現
に
何
を
行
っ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
何
を
し
た
い
の
か
を
自
ら
語

り
、
定
義
す
る
こ
と
を
尊
重
す
る
活
動
で
あ
る

18
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女

性
の
経
験
の
記
述
を
尊
重
せ
ず
「
お
し
ゃ
べ
り
」
と
同
等
の
も
の
と
み
な
し
、
重

要
な
問
題
を
本
質
か
ら
逸
ら
す
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
女
性
の
自
己
定
義
権

を
無
化
す
る
性
支
配
の
装
置
を
明
る
み
に
出
す
場
所
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ

な
が
る

19
。

江
原
が
言
う
よ
う
に
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
語
ら
れ
な
い
ま
ま

に
放
置
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
世
界
︹
＝
女
性
た
ち
の
生
き
る
世
界
︺
に
根
を

下
ろ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
た
ち
に
言
葉
を
取
り
戻
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
運

動
に
な
っ
た
」20 

の
で
あ
り
、
語
ら
れ
に
く
い
言
葉
を
救
い
上
げ
る
の
が
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
仕
事
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
個
人
の
経
験
の
記
述
を
、
社
会
運
動
の
文
脈

と
は
異
な
る
形
で
あ
れ
、
実
質
的
な
社
会
批
判
に
は
至
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り
と

同
義
と
み
な
す
こ
と
は
、
女
性
た
ち
の
主
観
性
を
信
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ

な
が
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
仕
事
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ

る
。

四　

ま
と
め
に
か
え
て

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
性
と
い
う
観
点
か
ら
経
験
を
取
り
上
げ
直
し
、
そ
の

経
験
に
関
わ
る
社
会
通
念
や
規
範
が
ど
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
に

ど
の
よ
う
な
力
が
働
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
身
体
の
物
質
性
に
抗
し
て
考
察
す

る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
江
原
は
こ
れ
ま
で
の
仕
事
を
通
じ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
文
脈
の
中
で
有
効
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
性
の
経

験
を
一
貫
し
て
重
視
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
女
性
個
人
の
経
験
は
、
そ
こ
に
着
目

す
る
こ
と
で
社
会
的
な
抑
圧
の
仕
組
み
や
権
力
の
働
き
を
批
判
的
に
明
る
み
に
出

す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
何
が
個
人
の
問
題
で
、
何
が
社
会
的
問
題
な
の

か
と
い
う
線
引
き
自
体
が
特
定
の
見
か
た
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
を
構
成
す
る
装
置
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
江
原
の
指
摘
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学

の
意
義
を
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
性
を
め
ぐ
る
権
力
は
経
験
の

外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
何
気
な
い
日
常
を
生
き
る
個
人
の
経
験
の
中
に
具
体
的

な
形
で
現
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
そ
う
し
た
個
人
の
経
験
を
出
発
点
と
し
て
記
述
す

る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
諸
言
説
、
社
会
通
念
の
中
に
あ
る
性
別
、
性
差
に

関
す
る
観
念
や
知
識
や
、
そ
こ
に
働
く
権
力
に
つ
い
て
の
考
察
を
可
能
に
す
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
ヤ
ン
グ
が
行
っ
た
分
析
の
意
義
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
非
常
に
短
い
文
章
で

は
あ
る
が
、
大
越
愛
子
が
書
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
（
大
越
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
現
象
学
と
表
記
）
の
紹
介
文
も
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
大
越
は
、
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
現
象
学
と
は
現
象
学
の
方
法
論
を
女
性
の
経
験
の
記
述
分
析
に
応
用
し
て
、

女
性
の
リ
ア
ル
な
現
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
と
説
明
す

る
。
そ
し
て
サ
ン
ド
ラ
・
Ｌ
・
バ
ル
ツ
キ
ー
の
『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
意
識
の
現
象
学

に
向
け
て
』21 

を
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。「
バ

ル
ツ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
意
識
は
、
性
差
別
的
社
会
の
中
で
何
ら
か

の
問
題
に
直
面
す
る
と
、
自
分
は
そ
の
社
会
の
犠
牲
者
で
あ
る
と
い
う
否
定
的
意

識
を
ま
ず
も
つ
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
犠
牲
化
を
強
い
る
社
会
へ
の
抵
抗
意
識
が

生
じ
、
長
い
間
抑
圧
さ
れ
て
い
た
力
の
噴
出
を
体
験
す
る
。
こ
の
分
裂
し
た
意
識

の
経
験
の
中
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
隠
れ
て
い
た
自
分
を
発
見
し
、
社
会
と
の
関

係
を
変
容
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
」22
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
意
識
と
は
性
差
別
的
社

会
の
抑
圧
か
ら
の
回
復
を
目
指
し
て
覚
醒
す
る
意
識
の
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
し
て
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15 フェミニスト現象学の意義について

お
り
、
先
に
も
触
れ
た
Ｃ
Ｒ
が
こ
の
意
識
覚
醒
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
性
差
別
的
社
会
の
抑
圧
に
気
づ
く
意
識
が
様
々
な
葛
藤
や

体
験
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
い
く
と
こ
ろ
を
記
述
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
自
分
を
発
見

し
た
り
、
社
会
と
の
関
係
を
変
容
さ
せ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
大
越
は

バ
ル
ツ
キ
ー
を
介
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
己
変
革
の
可
能
性
（
あ
る

い
は
自
己
変
革
の
た
め
の
足
場
作
り
）
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
と
し
て

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
最
後
に
、
江
原
に
と
っ
て
経
験
の
重
視
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
存
在
理
由
と
も
つ
な
が
っ
て
い
た
点
に
触
れ
た
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
私
的
な

場
面
、
公
的
な
場
面
を
問
わ
ず
、
女
性
を
主
体
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
り
、
女
性

の
意
見
を
無
効
化
し
た
り
す
る
力
に
対
し
て
抗
議
す
る
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
女
性
個
人
の
経
験
記
述
を
実
質
的
な
社
会
批
判
に
は
至
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り

と
同
義
と
み
な
す
こ
と
は
、
女
性
た
ち
を
主
体
と
し
て
信
用
し
な
い
と
い
う
こ
と

に
つ
な
が
る
。
女
性
の
経
験
の
軽
視
は
、
女
性
の
主
体
性
を
再
び
蔑
ろ
に
す
る
ば

か
り
で
は
な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
力
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

こ
の
江
原
の
観
点
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
を
重
視
す
る
こ
と
は
そ
の
経
験
の
主
体
を
主
体
と
し

て
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
と
江
原
の
観
点
は
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
現

在
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
展
開
と
結
び
つ
け
て
お
き
た
い
。
現
在
の
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
現
象
学
は
女
性
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
様
々
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と

括
ら
れ
る
人
々
の
経
験
の
分
析
に
も
展
開
し
て
い
る
と
冒
頭
に
述
べ
た
。
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
と
括
ら
れ
る
人
々
の
経
験
は
、
女
性
の
経
験
同
様
、
こ
れ
ま
で
声
を
奪
わ

れ
て
、
自
ら
語
る
主
体
で
あ
る
こ
と
を
無
効
化
さ
れ
て
き
た
経
験
と
い
え
る
。
主

体
性
を
奪
い
、
経
験
を
無
効
化
す
る
よ
う
な
力
へ
の
対
抗
、
ま
た
そ
う
し
た
人
々

が
自
ら
を
定
義
す
る
活
動
を
支
え
る
の
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
も
経
験
を
限
定
せ
ず
、
声
を
奪
わ
れ
て
き
た
経
験
に

つ
い
て
認
識
し
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
抑
圧
の
仕
組
み
や
権
力
の
働
き
が
あ
る
の

か
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
と
同
時
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
考

察
自
体
が
声
を
奪
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
認
識
し
、
思
案
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ

う
。
課
題
は
多
く
抱
え
て
い
る
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
は
拡
く
展
開
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
も
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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ミ
ニ
ズ
ム
再
興
』
勁
草
書
房
。

︱
︱
、
一
九
九
二
「『
新
し
い
社
会
理
論
』
と
し
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
試
論
₁
」

『
情
況
』
6
月
号
、
六
―一
四
頁
。

︱
︱
、
一
九
九
五
『
装
置
と
し
て
の
性
支
配
』
勁
草
書
房
。

︱
︱
、
二
〇
〇
〇
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
︱
定
着
に
よ
る
拡
散
』
勁

草
書
房
。

︱
︱
、
二
〇
〇
一
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』
勁
草
書
房
。

江
原
由
美
子
編
、
一
九
九
〇
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
争
₇0
年
代
か
ら
₉0
年
代
へ
』
勁

草
書
房
。

大
越
愛
子
、
一
九
九
六
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
入
門
』
筑
摩
書
房
。

太
田
啓
子
、
二
〇
二
〇
『
こ
れ
か
ら
の
男
の
子
た
ち
へ
』
大
月
書
店
。

女
た
ち
の
現
在
を
問
う
会
編
集
、
一
九
九
六
『
全
共
闘
か
ら
リ
ブ
へ　

銃
後
史

ノ
ー
ト
戦
後
篇
8
（
六
八
・
一
～
七
五
・
一
二
）』
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
。

片
田
孫
朝
日
、
二
〇
一
四
『
男
子
の
権
力
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

堀
田
義
太
郎
、
二
〇
一
六
「
差
別
の
構
造
に
つ
い
て
︱
江
原
由
美
子
の
性
支
配
論

現象学年報37号.indb   16 2021/11/04   14:42:49



17 フェミニスト現象学の意義について

を
め
ぐ
っ
て
」
堀
江
有
里
・
山
口
真
紀
・
大
谷
通
高
編
『
生
存
学
研
究
セ
ン

タ
ー
報
告
24
︿
抵
抗
﹀
と
し
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
立
命
館
大
学
生
存
学
研

究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
七
―二
二
四
頁
。

堀
江
有
里
、
二
〇
一
六
「『
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
な
こ
と
』
を
め
ぐ
る
断
章
」、

堀
江
有
里
・
山
口
真
紀
・
大
谷
通
高
編
『
生
存
学
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
24

︿
抵
抗
﹀
と
し
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
立
命
館
大
学
生
存
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、

一
二
四
―一
五
二
頁
。

ジ
ェ
イ
ン
・
ピ
ル
チ
ャ
ー
、
イ
メ
ル
ダ
・
ウ
ィ
ラ
ハ
ン
（
片
山
亜
紀
訳
者
代
表
、

金
井
淑
子
解
説
）、
二
〇
〇
九
『
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
』
新
曜
社
。

シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
、
二
〇
〇
一
『
第
二
の
性
』
を
原
文
で
読
み

直
す
会
訳
『
第
二
の
性
』
新
潮
社
。

Young, Iris M
arion. [1983] 2005, O

n Fem
ale B

ody Experience: Throw
ing 

Like a G
irl and O

ther Essays. O
xford U

niversity Press.

（
中
澤
瞳
・
な
か
ざ
わ 

ひ
と
み
・
日
本
大
学
）
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19 経験の記述は、なぜ批判的なのか

は
じ
め
に

本
論
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
投
げ
か
ら
れ
て
き
た
批
判
に
応
え
る
な

か
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
時
に
課
せ
ら
れ
た
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
ど
う

い
う
点
で
重
要
か
」（
と
り
わ
け
倫
理
学
的
な
意
義
を
中
心
に
）
と
い
う
問
い
に

取
り
組
む
。
具
体
的
に
は
、「
女
性
」
の
経
験
を
記
述
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象

学
が
、
経
験
を
疑
い
よ
う
の
な
い
明
証
と
み
な
し
た
り
、
本
質
主
義
に
陥
っ
た
り

す
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
し
て
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
対
し
て
批
判
的
た
り

う
る
の
か
を
考
察
す
る
。
こ
う
し
た
考
察
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
、
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
現
象
学
が
現
象
学
の
「
応
用
」
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
言
え
ば
、
現

象
学
が
現
象
学
的
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

い
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
特
徴

国
内
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
を
牽
引
し
て
き
た
中
澤
瞳
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
現
象
学
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
中
澤 

二
〇
二
〇
）。

（
1
）
各
人
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
経
験
を
、
一
人
称
的
観
点
に
と
ど
ま
っ
て

記
述
し
、
分
析
す
る
現
象
学
の
方
法
論
に
基
づ
く
。

（
2
）
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
た
り
、
特
殊
な
も
の
と
み
な
さ
れ
た
り
し
て
き
た

女
性
た
ち
の
経
験
に
着
目
し
、
従
来
の
現
象
学
に
お
け
る
男
性
中
心
的
な
記
述
や

分
析
を
問
い
直
す
。

（
3
）
女
性
た
ち
の
経
験
が
い
か
な
る
対
象
や
規
範
を
め
ぐ
る
も
の
か
を
正
確

に
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題
や
差
別
を
見
え
る
よ

う
に
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
を
可
能
に
す
る
。

例
え
ば
宮
原
優
は
、
女
性
た
ち
が
「
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
感

じ
る
と
き
、
月
経
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
か
、
月
経
を
隠
す

こ
と
が
女
性
た
ち
の
い
か
な
る
生
き
づ
ら
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
し

て
い
る
（
宮
原 

二
〇
二
〇
）。
月
経
は
「
妊
娠
・
出
産
の
た
め
の
準
備
の
機
能
」

に
縮
減
さ
れ
て
説
明
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
す
る
と
、
月
経
は
体
内
の
問
題
と
み
な

さ
れ
、
月
経
に
ま
つ
わ
る
女
性
の
様
々
な
生
き
づ
ら
さ
も
ま
た
「
個
人
の
問
題
」

に
帰
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
月
経
が
妊
娠
・
出
産
と
ば
か
り
関
連
づ
け
ら
れ
る

た
め
に
、
月
経
に
性
的
な
意
味
が
過
剰
に
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
「
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
的
な
場
で
語
る
の
は
不
適
切
な
も
の
と
さ

経
験
の
記
述
は
、
な
ぜ
批
判
的
な
の
か

︱
︱
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
へ
の
諸
批
判
に
対
す
る
応
答

小
手
川　

正
二
郎
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20

れ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
月
経
は
隠
蔽
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
隠
蔽
や
閉
塞
感
は
女

性
の
生
き
づ
ら
さ
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
何
よ
り
問
題
で
あ
る
の

は
、
こ
う
し
た
生
き
づ
ら
さ
に
つ
い
て
女
性
自
身
が
無
自
覚
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
、「
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
」「
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
」
と
感
じ
さ
せ

て
し
ま
う
こ
と
だ
。
性
差
別
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
「
女
に
研
究
は
向
い
て

い
な
い
」
と
か
「
女
は
見
た
目
が
第
一
」
な
ど
、
女
性
の
多
様
な
生
き
方
を

否
定
し
て
決
め
つ
け
る
よ
う
な
発
言
で
あ
る
と
か
あ
る
い
は
尊
厳
を
否
定
す

る
よ
う
な
発
言
で
あ
る
と
か
、
そ
う
し
た
も
の
が
す
ぐ
に
思
い
つ
か
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
「
隠
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
」「
月
経
は
子

ど
も
を
産
む
た
め
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
、
あ
ま
り
に
も

私
た
ち
の
生
活
に
溶
け
込
み
、
長
い
時
間
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
習
慣
や

社
会
の
形
態
が
そ
も
そ
も
構
造
的
に
差
別
を
形
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
社
会
構
造
や
風
習
と
し
て
馴
染
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
も
の
こ
そ
、
見
え
づ
ら
く
、
自
覚
も
さ
れ
づ
ら
い
、
や
っ
か
い
な
「
差

別
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
が
み
な
、
何
の
自
覚
も

「
差
別
意
識
」
も
な
い
ま
ま
差
別
に
加
担
し
、
差
別
を
強
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。（
宮
原 

二
〇
二
〇
、
四
二
頁
）

こ
の
よ
う
に
し
て
宮
原
は
、「
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
感
じ
る

と
き
に
、
私
た
ち
が
依
拠
し
て
い
る
月
経
の
見
方
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
見

方
が
生
活
に
溶
け
込
ん
で
人
々
に
ほ
と
ん
ど
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

た
め
に
、
女
性
た
ち
を
抑
圧
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
対
す
る
諸
批
判

以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
側
面
に
対
し
て
は
、（
1
）
経
験
が
社
会
的
な
構
築
物

で
あ
る
点
を
看
過
し
て
い
る
、（
2
）「
女
性
」
の
本
質
主
義
に
陥
る
、（
3
）
経
験

の
記
述
だ
け
か
ら
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
へ
の
批
判
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
っ
た
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。

　
（
１
）
経
験
の
被
構
築
性

ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
で
名
高
い
歴
史
学
者
の
ジ
ョ
ー
ン
・
ス
コ
ッ
ト
は
、「
議

論
の
余
地
の
な
い
明
証
や
説
明
の
出
発
点
︱
︱
分
析
の
基
盤
を
な
す
土
台
︱
︱
と

し
て
経
験
に
訴
え
る
」
手
法
を
社
会
構
築
主
義
的
な
立
場
か
ら
批
判
す
る
（Scott 

1991, 777

）。
ス
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
は
各
人
に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
歴
史
的
・
社
会
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
。
各
人
の
経
験

の
仕
方
を
形
づ
く
る
社
会
構
造
や
、
経
験
の
語
り
方
を
左
右
す
る
覇
権
的
な
言
説

に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
経
験
を
出
発
点
と
す
る
な
ら
、
既
存
の
社
会
構
造
や

覇
権
的
な
言
説
を
た
だ
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

1
。
例
え
ば
、「
妊

娠
・
出
産
の
た
め
の
準
備
の
機
能
」
と
い
う
月
経
の
語
ら
れ
方
に
抵
抗
し
て
、
個

人
に
よ
る
月
経
の
経
験
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
経
験
も
ま
た
、
社

会
に
お
け
る
月
経
の
位
置
づ
け
や
語
ら
れ
方
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
形
で
規
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
う
し
た
社
会
的
条
件
の
外
部
に
個
人
的
な
月
経
の
経
験
な
る
も
の
を

想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
諸
個
人
の
経
験
の
仕
方
を
構
成
す
る
社
会
構
造
が
、
個
人
の
経
験
の

外
部
に
存
在
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
現
象
学
が
定
位
す
る
一
人
称
的
観
点
か
ら
、

そ
う
し
た
社
会
構
造
を
記
述
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
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21 経験の記述は、なぜ批判的なのか

う
こ
と
に
な
ろ
う
（
魚
住 

二
〇
二
一
）。

　
（
２
）「
女
性
」
と
は
誰
か
？

二
つ
目
の
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
記
述
す
る
「
女
性
の
経
験
」
の

「
女
性
」
と
は
誰
か
と
い
う
も
の
だ
。
例
え
ば
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ス
ペ
ル
マ
ン
は
、

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
「
女
性
」
と
い
う
こ
と
で
、
暗
に
白
人
中
産
階
級
の
女
性
や

異
性
愛
の
女
性
を
想
定
し
、
そ
う
し
た
女
性
に
の
み
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
女
性
一

般
に
あ
て
は
ま
る
と
す
る
「
過
度
な
一
般
化
」
を
お
か
し
て
い
る
と
批
判
す
る

（Spelm
an 1988

）。
異
な
る
人
種
や
異
な
る
階
級
に
属
す
る
女
性
た
ち
は
、
し
ば

し
ば
全
く
異
な
る
経
験
を
す
る
た
め
、
人
種
や
階
級
の
違
い
を
無
視
し
た
「
女
性

の
経
験
」
な
る
も
の
は
、
女
性
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
属
す
る
存
在
者
が
単
一
か

つ
不
変
の
本
質
を
も
つ
と
す
る
本
質
主
義
に
与
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
者
は
本
質
主
義
に
批
判
的
な
態
度

を
示
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
を
反
本
質
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
（
中
澤 

二
〇
二
〇
）。
し
か
し
、
例
え
ば
月
経
や
妊
娠
を
「
女
性
の
経
験
」

と
し
て
記
述
す
る
こ
と
自
体
が
、
結
果
的
に
そ
う
し
た
経
験
を
も
つ
女
性
を
「
標

準
化
」（noram

alize

）
し
、
そ
れ
以
外
の
女
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
抱
く
論
者
も
い
る
。「
も
し
す
べ
て
の
女
性
が
「
女
性
中

心
的
な
」
観
点
へ
の
通
路
を
も
た
な
い
な
ら
、
こ
う
し
た
観
点
を
記
述
す
る
努
力

は
、
女
性
が
い
か
に
あ
る
べ
き

4

4

か
に
関
す
る
問
題
含
み
の
規
範
的
な
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」（H

aslanger 2012, 144

）。

　
（
３
）
記
述
だ
け
で
は
規
範
の
批
判
に
は
な
ら
な
い

三
つ
目
の
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
経
験
の
記
述
に
終
始
し
が
ち
で

あ
り
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
変
容
す
る
過
程
を
説
明
し
て
く
れ
な
い

2
、

と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
（
羽
生 

二
〇
一
九
）。
例
え
ば
、「
女
の
子
投
げ
」

（Young 1980

）
の
よ
う
な
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
従
っ
た
経
験
を
「
事
実
」

と
し
て
記
述
す
る
だ
け
な
ら
、
女
性
た
ち
は
そ
う
し
た
規
範
に
従
う
よ
う
運
命
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
規
範
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。

さ
ら
に
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す
る
た
め
に
は
そ
れ
に
代
わ
る
新

た
な
規
範
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
経
験
を

記
述
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
性
差
別
的
・
異
性
愛
主
義
的
・
家
父
長
主
義
的
な

ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
難
す
る
論
者
も
い
る
（
魚

住 

二
〇
二
一
、
九
七–

九
九
頁
）。
こ
う
し
た
批
判
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学

に
は
、
記
述
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
み
な

す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
こ
れ
ま
で
記
述
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
女
性
た
ち

の
経
験
を
「
記
述
」
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
は
い
か
な
る
倫
理
的

「
規
範
」
も
導
き
出
せ
ず
、
既
存
の
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
他
方
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

の
一
翼
を
担
お
う
と
す
る
な
ら
、
記
述
に
従
事
す
る
現
象
学
の
外
部
か
ら
倫
理
的

な
規
範
を
持
ち
出
し
て
、
既
存
の
規
範
を
批
判
す
る
際
に
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
規

範
的
根
拠
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
現

象
学
的
で
あ
り
続
け
な
が
ら
、
な
お
既
存
の
規
範
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
第
三
の
批
判
は
問
う
て
い
る
わ
け
だ
。
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フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
か
ら
の
応
答

　
（
１
）
経
験
の
被
構
築
性
―
―
経
験
は
経
験
の
言
説
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い

当
然
な
が
ら
、
現
象
学
は
個
々
の
経
験
そ
れ
自
体
を
疑
い
え
な
い
直
接
的
な
所

与
と
み
な
す
こ
と
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
経
験
を
記
述
し
分
析
す
る
際
に
、
自

然
的
態
度
を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
日
常
的
に
は
直
接
的
に
与

4

4

4

4

4

え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

経
験
さ
れ
る
事
柄
が
、
様
々
な
歴
史
的
・
社
会
的
な

背
景
の
も
と
、
習
慣
化
さ
れ
た
身
体
性
や
知
覚
を
通
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に

目
を
向
け
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（A

l-Saji 2017

）。
こ
う
し
た
視
点
の

転
換
に
よ
っ
て
、
経
験
の
な
か
で
生
じ
る
「
自
然
化
」
の
傾
向
︱
︱
性
差
や
人
種

を
あ
た
か
も
自
然
な
特
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
し
て
し
ま
う
傾
向
︱
︱
を
問

い
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
（cf. 
池
田
・
小
手
川 

二
〇
二
一
）。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
ま
さ
に
こ
の
経
験
の
自
然
化
を
問
題
化
し
、
日

常
的
に
は
往
々
に
し
て
「
自
然
に
」
経
験
さ
れ
て
し
ま
う
、
自
分
や
他
人
の
性

差
、「
男
な
ら
／
女
な
ら
⋮
し
な
け
れ
ば
」
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
、
歴

史
的
・
社
会
的
な
背
景
や
、
社
会
の
な
か
で
育
ま
れ
る
身
体
性
や
知
覚
の
習
慣
と

の
関
連
に
遡
っ
て
記
述
し
、
分
析
し
て
き
た
。
実
際
、
宮
原
に
よ
る
月
経
の
分
析

は
、「
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
」
と
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
が
、
社
会
に
お

い
て
月
経
に
付
与
さ
れ
て
き
た
意
味
に
よ
っ
て
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
経
験
の
被
構
築

性
と
い
う
論
点
を
社
会
構
築
主
義
と
共
有
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
宮
原
が
「
こ
う
し
た
月
経
の
意
味
は
、
月
経
の
経
験
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
は
、
社
会
の
側
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
宮
原 

二
〇
二
〇
、
四
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
経
験
が
経
験
の
言
説
に
汲
み
つ
く
さ
れ
る
と
は
考

え
な
い
。
こ
う
述
べ
る
こ
と
で
、
宮
原
は
社
会
的
な
意
味
づ
け
を
一
切
欠
い
た
月

経
の
経
験
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
コ
ッ
ト
の
よ
う
に
経

験
と
そ
の
言
説
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
既
存
の
言
説
に
よ
っ
て

は
言
語
化
し
え
な
い
経
験
を
否
定
し
て
し
ま
う
な
ら
、
多
く
の
男
性
た
ち
が
し
ば

し
ば
想
定
し
て
き
た
「
支
配
的
な
言
説
体
制
の
も
と
で
は
表
現
さ
れ
え
な
い
抑

圧
の
形
態
を
無
視
し
て
も
よ
い
」
と
す
る
見
方
に
与
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う

（A
lcoff 2000, 47

）。
経
験
に
は
既
存
の
言
説
に
は
汲
み
つ
く
し
え
な
い
側
面
が

含
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
側
面
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
者
た
ち
が
注
目
し
て

き
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
こ
の
点
に
は
、（
3
）
へ
の
応
答
の
際
に
立
ち
戻
る
）。

さ
ら
に
、
宮
原
の
分
析
は
特
定
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
か
ら
経
験
を
説
明
す
る
の

で
は
な
く
、
月
経
に
付
与
さ
れ
た
社
会
的
な
意
味
が
い
か
に
経
験
さ
れ
る
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
生
活
に
溶
け
込
み
、
長
い
時
間
か
け

て
形
成
さ
れ
て
き
た
習
慣
や
社
会
の
形
態
」
に
、
あ
く
ま
で
一
人
称
的
観
点
か
ら

い
か
に
接
近
し
う
る
か
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
一
人
称
的
観
点
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
個
人
の
経
験
や

意
識
を
特
権
視
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
中
澤
が
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
（
中
澤 

二
〇
二
〇
）、
個
々
人
が
大
抵
の
場
合
は
無
自
覚
な
ま
ま
、
社
会
構

造
に
従
っ
た
り
違
和
感
を
抱
い
た
り
す
る
と
い
う
形
で
「
応
答
」
し
て
い
る
場
面

を
記
述
し
分
析
す
る
こ
と
で
、
社
会
構
造
に
対
す
る
一
人
称
的
観
点
か
ら
の
別
様

の
応
答
の
可
能
性
を
見
て
取
ろ
う
と
す
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
問
題
化
さ
れ
る
「
社

会
構
造
」
と
は
、
魚
住
が
想
定
す
る
よ
う
な
「「
経
験
の
外
」
に
歴
然
と
存
在
す

る
よ
う
な
社
会
構
造
」（
魚
住　

二
〇
二
一
、
九
五
頁
）
で
は
な
く
、
ヤ
ン
グ
が

法
や
制
度
と
い
っ
た
言
語
化
さ
れ
た
次
元
と
は
区
別
し
て
、
身
体
的
か
つ
感
情
的

な
反
応
に
係
わ
る
慣
習
的
実
践
と
呼
ぶ
次
元
を
指
す
（Young 1990, chap. 5

）。

ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
の
平
等
の
下
で
看
過
さ
れ
や
す
い
社
会
構
造
の
こ
う
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23 経験の記述は、なぜ批判的なのか

し
た
次
元
こ
そ
、
女
性
や
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
抑
圧
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る

3
。

　
（
２
）「
女
性
」
と
は
誰
か
？
―
―
「
連
な
り
」
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
女
性
た
ち
の
様
々
な
経
験
を
、
女
性
の
本
質
と
し

て
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
経
験
を
個
々
人
の
個
別
的

な
経
験
と
し
て
の
み
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
個
人
に
の
み
焦
点
を
あ
て
る

な
ら
、
多
様
な
女
性
た
ち
が
「
女
性
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
差
別

や
抑
圧
の
経
験
の
特
徴
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ヤ
ン
グ
も
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、「
女
性
を
何
ら
か
の
意
味
で
集
団
と
し
て
概
念
化
す
る
こ
と
な

く
、︹
女
性
へ
の
︺
抑
圧
を
体
系
的
で
構
造
化
さ
れ
た
制
度
上
の
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
概
念
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（Young 1994, 17
）
か
ら
だ
。

で
は
、「
女
性
」
と
い
う
集
団
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
直
せ
ば
よ
い
の
か
。
ヤ
ン
グ
は
「
連
な
り
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
論

考
（Young 1994

）
で
、
こ
の
問
い
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
ヤ
ン
グ
は
、

本
質
主
義
に
陥
ら
な
い
仕
方
で
、
女
性
を
集
団
と
し
て
思
考
す
る
に
は
二
つ
の
戦

略
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
方
で
、
一
つ
で
は
な
く
、
複
数
の

4

4

4

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考

え
る
立
場
が
あ
る
（Spelm

an 1988

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
女
性
の
経
験
の
特
徴

を
考
え
る
こ
と
は
、
同
一
の
人
種
や
階
級
に
お
け
る
男
女
差
、
例
え
ば
、
白
人
の

男
女
間
や
、
労
働
者
階
級
の
男
女
間
の
不
平
等
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
女
性
」
で
は
な
く
、「
白
人
女
性
」、「
黒
人
女
性
」、

「
労
働
者
階
級
の
女
性
」
と
い
っ
た
形
で
、
複
数
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
女
性
と
い
う
集
団
が
均
一
で
な
い
の
と
同
様
に
、
人
種
や
階
級
も
均

一
な
集
団
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
口
に
「
黒
人
女
性
」
と
言
っ
て
も
、
ど
こ
の

出
身
か
、
い
か
な
る
階
級
に
属
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も

つ
か
で
、
置
か
れ
る
立
場
は
様
々
だ
。
こ
う
し
た
違
い
を
考
慮
に
入
れ
る
た
め

に
、
集
団
の
細
分
化
を
推
し
進
め
れ
ば
、
最
終
的
に
は
、
個
人
に
ま
で
分
割
さ
れ

ざ
る
を
え
な
い
。

他
方
、
女
性
と
い
う
集
団
は
、
共
通
の
属
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
集
ま
っ
た
多
様
な
女
性
た
ち
が
、
政
治
運
動

（
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
）
の
所
産
と
し
て
形
づ
く
る
も
の
だ
と
す
る
立
場
も
あ
る

（Fuss 1989

）。
こ
う
し
た
立
場
に
従
え
ば
、「
女
性
」
を
本
質
主
義
的
に
捉
え
る

こ
と
な
く
、
共
通
の
政
治
的
目
的
の
も
と
で
人
種
や
階
級
の
垣
根
を
越
え
て
連
帯

し
た
人
々
の
集
団
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
も
困
難

を
抱
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
、
運
動
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
り
、
共

通
の
目
的
を
も
た
な
か
っ
た
り
す
る
女
性
た
ち
、
さ
ら
に
は
自
分
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
と
み
な
さ
な
い
女
性
た
ち
が
「
女
性
」
と
い
う
集
団
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま

う
か
ら
だ
。

こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
集
団
」
に
つ
い
て
の
二
つ
の
支
配
的
な

見
方
（cf. Young 1990, chap. 2

）
に
依
拠
し
て
い
る
。
前
者
が
依
拠
す
る
の
は
、

集
団
と
は
生
物
学
的
特
徴
や
社
会
的
属
性
と
い
っ
た
共
通
の
属
性
を
も
つ
メ
ン

バ
ー
か
ら
な
る
と
す
る
見
方
だ
。
後
者
が
依
拠
す
る
の
は
、
集
団
を
、
学
会
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
の
よ
う
に
、
共
通
の
目
的
を
も
っ
て
自
発
的
に
集
ま
る
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る

も
の
と
す
る
見
方
だ
。

ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
意
味
で
の
「
集
団
」

と
も
異
な
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
サ
ル
ト
ル
が
「
連
な
り
」（série

）
と
呼
ぶ
よ

う
な
集
団
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（Sartre 1960

）。
サ
ル
ト
ル
は
バ
ス
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を
待
つ
人
た
ち
が
つ
く
り
だ
す
列
を
例
に
出
す
が
、
こ
う
し
た
人
々
は
共
通
の
属

性
を
も
つ
わ
け
で
も
、
共
通
の
目
的
の
た
め
に
自
発
的
に
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
、
バ
ス
と
い
う
対
象
に
関
連
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

互
い
に
孤
立
し
て
い
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
ま
た
、
共
通
の
属
性
や
自
発
的
な
参
与
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ

る
「
集
団
」
で
は
な
く
、
特
定
の
対
象
に
関
連
し
て
受
動
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た

「
連
な
り
」
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
停
留
所
で
バ
ス
に
関
し
て
の
み
結
び
つ

い
た
バ
ス
の
列
と
は
異
な
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
場
合
、
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
、
人
々
の
実
践
の
蓄
積
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
多
岐
に
わ
た
る
対
象
、

例
え
ば
身
体
的
特
徴
、
服
装
、
化
粧
品
、
言
葉
遣
い
、
公
共
空
間
の
設
計
等
々
に

関
連
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

し
か
も
個
々
人
は
、
こ
う
し
た
対
象
に
、
性
を
め
ぐ
っ
て
歴
史
的
・
文
化
的
に

形
づ
く
ら
れ
て
き
た
社
会
構
造
、
す
な
わ
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
即
し
て
関
連
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
ヤ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
は
（
ａ
）
労
働
の
性

的
二
元
化
（
性
別
分
業
）、（
ｂ
）
異
性
愛
規
範
、（
ｃ
）
権
力
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ

れ
た
階
層
が
含
ま
れ
る
（Young 2002, 22

）。

ヤ
ン
グ
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
と
呼
ぶ
も
の
を
、
江
原
由
美
子
は
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
秩
序
」
と
呼
び
、
家
族
や
職
場
や
学
校
と
い
っ
た
様
々
な
体
制
を
横

断
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
的
諸
実
践
の
規
則
性
と
し
て
特
徴
づ
け

て
い
る
（
江
原 

二
〇
〇
一
）。
江
原
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
は
「
社

会
成
員
が
そ
の
規
則
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
も
充
分
で
き
る
「
規
則
」」（
江

原 

二
〇
〇
一
、
三
九
二
頁
）
を
な
し
て
お
り
、
個
々
人
の
言
動
を
助
長
し
た

り
、
そ
れ
に
制
約
を
課
し
た
り
は
す
る
が
、「
決
定
」
す
る
わ
け
で
は
な
い
。 

　

こ
の
よ
う
に
捉
え
直
す
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
個
人
の
属
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
み
な
す
必
要
は
な
く
な
る
。
実
際
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
自
身
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
は
み
な
さ
な
い
女
性
は
少
な
く
な
い
し
、
自
分
が
「
女
性
」
で
あ
る

こ
と
を
重
要
視
す
る
人
も
、
い
か
な
る
点
に
そ
の
価
値
を
見
出
す
か
は
各
人
で
異

な
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
多
様
な
女
性
た
ち
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
に
即
し

て
社
会
内
の
様
々
な
対
象
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る

4
。

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
関
連
づ
け
に
対
し
て
、
い
か
に
応
答
す
る
か
は
個
々
人

で
異
な
り
う
る
。
ヤ
ン
グ
は
、
こ
う
し
た
連
な
り
と
し
て
の
女
性
が
被
る
経
験

が
、
女
性
た
ち
の
連
帯
の
土
台
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
例
え
ば
特
定
の
差
別
経
験
に

抗
議
す
る
よ
う
な
︿
集
団
と
し
て
の
女
性
﹀
が
生
ま
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
特

定
の
目
的
を
目
指
す
活
動
に
従
事
す
る
女
性
た
ち
は
、
女
性
の
一
部
に
限
ら
れ
、

そ
の
活
動
も
ま
た
女
性
の
一
部
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
活
動
の
原
動
力
と
な
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
す
べ
て
の
女
性
（
連
な
り
と
し

て
の
女
性
）
に
向
け
て
語
ろ
う
と
す
る
（
清
水 

二
〇
二
〇
）。
こ
れ
と
同
様
に
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
も
「
連
な
り
と
し
て
の
女
性
」
が
被
る
経
験
の
多
様
な
層

や
側
面
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
標
準
化
さ
れ
た
「
女
性
」
概
念
を
刷
新
す

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
（
３
）
記
述
だ
け
で
は
規
範
の
批
判
に
は
な
ら
な
い

―
―
経
験
の
記
述
は
、
な
ぜ
批
判
的
な
の
か

経
験
の
記
述
だ
け
で
は
規
範
の
批
判
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
方
の
前
提
に

は
、
記
述
と
規
範
は
分
離
可
能
で
あ
り
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
批
判
す

る
た
め
に
は
、
経
験
の
記
述
（
だ
け
）
で
は
な
く
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
よ

り
も
優
先
さ
れ
る
規
範
に
訴
え
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
が
あ
る
。
私
が
思
う
に
、

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
前
提
を
問
い
直
し
、
記
述
そ
れ
自
体

が
も
つ
倫
理
性
に
訴
え
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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25 経験の記述は、なぜ批判的なのか

そ
も
そ
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
、
既
存
の
現
象
学
の
成
果
を
た
ん
に
新
し

い
対
象
へ
と
適
用
・
応
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
従
来
の

現
象
学
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
、
身
体
的
志
向
性
や
そ
れ
に
基
づ
く
知
覚
や
他

者
関
係
の
記
述
や
分
析
の
根
本
的
な
見
直
し
を
迫
る
も
の
だ
。

例
え
ば
、
ヤ
ン
グ
の
論
考
「
女
の
子
み
た
い
な
投
げ
方
」
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
身
体
論
を
基
礎
的
身
体
論
と
し
て
、「
女
性
的
」
な
身
体
性
を
よ
り
特
殊

な
次
元
に
位
置
づ
け
て
い
る
（Young 1980, 31

）。
そ
れ
ゆ
え
、
女
性
的
な
身
体

性
に
見
ら
れ
る
周
囲
環
境
と
の
「
不
連
続
な
統
一
」
と
い
う
特
徴
は
、
周
囲
環
境

と
の
一
体
感
を
も
つ
「
正
常
な
」
身
体
性
の
欠
損
状
態
と
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
。

し
か
し
、
中
澤
が
指
摘
す
る
通
り
（
中
澤 
二
〇
一
五
）、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
ヤ

ン
グ
の
記
述
が
も
つ
狙
い
を
見
誤
っ
て
い
る

5
。

一
方
で
ヤ
ン
グ
は
、
筋
力
や
骨
格
の
男
女
差
に
「
自
然
化
」
さ
れ
が
ち
な
身
体

性
の
差
異
を
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
と
の
関
連
に

お
い
て
記
述
し
直
す
。
こ
の
記
述
は
、
同
時
に
、
周
囲
環
境
と
の
一
体
感
を
も
つ

「
正
常
」
と
さ
れ
る
身
体
性
も
ま
た
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
背
景
と
の
関
連
に
お

い
て
捉
え
直
す
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
思
い
通
り
に
動
き
回
れ
る
と

い
う
身
体
的
な
空
間
把
握
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
安
全
が
保
障
さ
れ
て
き
た
人

種
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
特
徴
的
な
も
の
で
、
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
移
民
の
空

間
把
握
と
は
異
質
な
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（Sullivan 2006

）。
こ
う
し

た
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
女
性
的
身
体
性
の
記
述
は
、「
基
礎
的
」
と
み
な

さ
れ
て
き
た
身
体
論
の
偏
り
を
露
わ
に
し
て
そ
の
普
遍
性
を
問
い
た
だ
す
も
の
で

も
あ
る
の
だ
。

稲
原
美
苗
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
稲
原 

二
〇
二
〇
）、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現

象
学
が
女
性
た
ち
の
経
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
の
記

述
へ
と
進
ん
で
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
人
々
の
経
験
を
「
特
殊
な
」
経
験
と
し
て

締
め
出
す
こ
と
で
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
、
身
体
性
や
知
覚
に
つ
い
て
の
「
標
準
的

な
」
見
方
の
歪
み
を
問
い
直
す
た
め
だ
。

重
要
な
の
は
、
た
ん
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
で
は
な

く
、「
い
か
に
記
述
す
る
か
」
だ
。
例
え
ば
、
宮
原
は
月
経
を
体
内
に
閉
じ
た
形

で
は
な
く
、
社
会
構
造
や
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
記
述
す
る
こ
と
を
（
宮
原 

二
〇
一
五
）、
藤
高
和
輝
は
「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
経
験
を
「
病
理
」
と
し

て
で
は
な
い
形
で
記
述
す
る
」
こ
と
を
試
み
て
い
る
（
藤
高 

二
〇
二
〇
、
一
一
六

頁
）。
そ
こ
で
は
、
社
会
に
お
け
る
覇
権
的
な
言
説
に
汲
み
つ
く
さ
れ
え
な
い
仕

方
で
、
経
験
に
よ
り
即
し
た
記
述
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

経
験
の
被
構
築
性
へ
の
応
答
で
触
れ
た
よ
う
に
、
経
験
に
は
既
存
の
言
説
に
は

汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
側
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
経
験
と
言
説
の
間
の
緊
張

（「
ぴ
っ
た
り
と
し
た
表
現
が
見
つ
か
ら
な
い
」）
や
経
験
同
士
の
矛
盾
と
い
う
形

で
生
じ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
者
が
し
ば
し
ば
経
験
の
こ
う
し
た
側
面
に
着

目
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
や
矛
盾
が
覇
権
的
な
言
説
に
対
抗
す
る
言
説
を

生
み
出
し
た
り
、
自
然
化
さ
れ
た
区
別
（
私
的
／
公
的
、
正
常
／
異
常
）
を
揺
る

が
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
（Stone-M

ediatore 1998

）。
実
際
、
佐
藤
愛
は

社
会
に
蔓
延
す
る
ル
ッ
キ
ズ
ム
の
不
合
理
性
に
気
づ
き
な
が
ら
も
自
己
の
外
見
に

つ
い
て
悩
ん
で
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
か
ら
、
世
間
受
け
す
る
外
見
を
目
指
す
か
、

そ
れ
と
も
周
囲
か
ら
の
評
価
を
気
に
せ
ず
に
「
自
分
ら
し
さ
」
を
目
指
す
か
と
い

う
二
者
択
一
に
は
と
り
こ
ま
れ
ず
に
、
外
見
に
対
す
る
「
自
分
の
ご
く
ご
く
小
さ

な
声
を
聞
き
続
け
る
」
こ
と
を
模
索
し
て
い
る
（
佐
藤 

二
〇
二
〇
、
五
八
頁
）。

こ
う
し
た
記
述
は
、
い
か
な
る
点
で
倫
理
的
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
方

で
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
記
述
は
、
自
分
が
抱
い
て
き
た
違
和
感
や

反
発
が
「
何
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
」
を
理
解
し
直
し
、
経
験
に
よ
り
即
し
た
記

述
を
い
か
な
る
見
方
や
語
り
方
が
妨
げ
て
い
る
の
か
を
可
視
化
し
て
そ
れ
に
抵
抗
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す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。

他
方
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
経
験
の
記
述
は
、

た
ん
に
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
経
験
を
教
え
て
く
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
経
験
を
不
可
視
化
し
た
り
過
小
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
「
標
準
的
な
見
方
」
や
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
自
ら
の
知
覚
や
評
価
を
問
い

直
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
点
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
記
述
そ
の
も
の
が
倫

理
的
だ
と
言
え
る
。

一
般
に
、
倫
理
学
的
な
理
論
は
「
○
○
す
べ
き
／
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ

た
規
範
の
根
拠
や
妥
当
性
を
問
う
と
さ
れ
る
が
、「
倫
理
学
的
意
義
を
も
つ
た
め

に
は
誰
も
が
従
う
べ
き
規
範
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
想
定
に
は
、
議
論

の
余
地
が
あ
る
（
池
田 

二
〇
一
七
、
小
手
川 
二
〇
二
〇
）。
対
照
的
に
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
現
象
学
は
、「
○
○
は
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
か
」

を
経
験
に
よ
り
即
し
た
形
で
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
こ
で
は
、
な
ぜ
○
○

が
知
覚
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
際
に
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
△
△
と
い
う
要
素
や
そ
れ

に
関
連
す
る
□
□
と
い
う
経
験
は
見
過
ご
さ
れ
た
り
、
重
要
視
さ
れ
な
い
の
か
、

何
が
そ
う
し
た
偏
っ
た
知
覚
や
理
解
を
助
長
し
た
り
、
正
当
化
し
た
り
し
て
い
る

の
か
が
問
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
問
い
直
し
の
な
か
で
、
特
定
の
知
覚
や
記
述
が
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
と
の
相
互
依
存
関
係
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
。
例

え
ば
、「
月
経
は
体
内
で
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
は
、「
月
経
は
隠
す
べ
き
」

と
い
う
規
範
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
規
範
を
支
え
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
問
う
こ
と
は
、
そ
れ

を
支
え
る
知
覚
や
記
述
を
見
直
す
こ
と
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。

結
び

最
後
に
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
異
性
愛
者
と
し
て
生
き
て
き
た
（
筆
者
の

よ
う
な
）
男
性
た
ち
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
い
か
に
係
わ
っ
て
い
け

る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
第
一
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
は
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
経
験
か
ら
、
世
界
を
別
様
に
見
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
、
既
存
の
現
象

学
が
い
か
な
る
種
類
の
経
験
を
自
明
視
な
い
し
特
権
化
し
て
き
た
か
を
批
判
的

に
検
討
し
直
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
ヤ
ン
グ
が
女
性
の
身
体
性

や
、
歴
史
的
に
女
性
に
割
り
当
て
ら
れ
て
き
た
諸
活
動
を
記
述
し
直
す
こ
と
で

試
み
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
異
性
愛
規
範
や
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
結
び

つ
い
た
経
験
を
見
直
す
こ
と
が
今
後
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。 

　

第
二
に
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
経
験
か
ら
、
自
ら
の
性

的
身
体
や
感
情
に
向
き
合
う
こ
と
も
可
能
だ
（
川
崎
・
小
手
川 

二
〇
二
〇
）。
そ

こ
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
や
男
ら
し
さ
を
め
ぐ
る
悩
み
や
違
和
感
を
可
視
化
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
悩
み
や
違
和
感
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
を
再
強
化

す
る
（
例
え
ば
「
男
性
も
抑
圧
さ
れ
て
い
る
」「
長
時
間
労
働
の
せ
い
で
家
事
・

育
児
が
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
）
覇
権
的
な
言
説
と
は
異
な
る
形
で
記
述
で
き
る

か
が
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
（
平
山 

二
〇
一
九
）。
こ
う
し
た
記
述
が
可
能
と
な
れ
ば
、

男
性
た
ち
の
経
験
を
手
が
か
り
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
ま
つ
わ
る
不
平
等
だ
け
で
な

く
、
階
級
間
の
格
差
や
男
性
内
の
格
差
を
問
い
直
す
可
能
性
も
拓
か
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
江
原
が
言
う
よ
う
に
、「
そ
の
時
、「
男
性
の
悩
み
」

は
、
決
し
て
男
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
労
働
条
件
に
あ
る
女
性
や
外
国

人
労
働
者
の
悩
み
で
も
あ
る
こ
と
、
逆
に
「
男
性
の
悩
み
」
の
多
く
は
す
べ
て

の
男
性
に
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
見
え
て
く
る
に
違
い
な
い
」

（
江
原 

二
〇
一
九
、 
二
一
頁
）
か
ら
だ
。
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27 経験の記述は、なぜ批判的なのか

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
に
と
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学

は
、
こ
れ
ま
で
の
現
象
学
の
成
果
を
否
定
し
た
り
、
傷
つ
け
た
り
す
る
も
の
に
映

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
ほ
ど
、
経
験
の
記
述
か
ら

理
論
や
規
範
を
変
革
す
る
と
い
う
現
象
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
開
花
さ
せ
て
く

れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
原
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
自
分
の
知

識
の
妥
当
性
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
知
識
を
相
対
化
す
る
能
力
」

を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、「
自
ら
の
知
識
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
を
免
れ

て
い
る
」
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
︹
⋮
︺」（
江
原 

二
〇
一
二
、
二
六
二–

二
六
三
頁
）。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
客
観
的
な
記
述
を
目
指
す
現
象
学
者
で
あ
る

な
ら
、
自
身
の
知
覚
や
認
識
に
い
か
な
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
も
な
い
な
ど

と
は
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
バ
イ
ア
ス
に
向
き
合
っ
て
、
自
明

視
さ
れ
て
き
た
知
覚
や
認
識
を
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
現
象
学
の
精
神
に

か
な
っ
た
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
註
】

1　

ス
コ
ッ
ト
自
身
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
を
無
批
判
に
取
り
上
げ
よ
う
と

す
る
実
証
主
義
的
な
歴
史
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
批
判
は

社
会
構
築
主
義
的
な
立
場
に
た
つ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、

現
象
学
に
対
し
て
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2　

こ
う
し
た
点
は
、
江
原
由
美
子
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
め
ぐ
る
議
論
（
江

原 

二
〇
〇
一
）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
き
た
批
判
（
山
根 

二
〇
一
〇
、
六
三–

六
五
頁
）
と
同
型
を
な
す
。

3　

魚
住
（
二
〇
二
一
）
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
が
向
き
合
う
べ
き
重
要
な

論
点
を
提
示
し
て
い
る
も
の
の
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
の
読
解
に
つ

い
て
は
誤
読
や
矮
小
化
が
目
立
つ
。
例
え
ば
、
魚
住
は
中
澤
に
よ
る
ヤ
ン
グ
の

解
釈
は
「
曖
昧
模
糊
と
し
た
感
性
的
な
か
た
ち
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
経
験
さ

れ
る
」（
九
五
頁
）
と
誤
解
し
て
い
る
と
論
難
し
て
い
る
が
、
社
会
構
造
の
多
次

元
性
や
そ
こ
で
感
情
が
果
た
す
役
割
を
顧
み
よ
う
と
も
し
な
い
。
ま
た
、
魚
住

が
解
説
す
る
ヤ
ン
グ
の
議
論
の
背
景
（
九
二
頁
）
は
、
中
澤
（
二
〇
一
八
）
で

す
で
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
中
澤
が
そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
て
ヤ
ン

グ
の
議
論
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
う
し
た
矮
小
化
に
お
い
て

際
立
つ
の
は
、
魚
住
が
ヤ
ン
グ
の
議
論
に
向
け
る
注
意
深
さ
や
配
慮
の
数
分
の

一
程
度
も
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
の
議
論
に
は
向
け
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
男
性
研
究
者
が
女
性
研
究
者
の
議
論
を
矮
小
化
し
て
批
判
す
る
傾

向
自
体
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
研
究
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
が
、「
い
や
し
く

も
哲
学
者
を
名
乗
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
」、
ま
ず
は
自
ら
の
読
解
に
こ
う
し
た
傾

向
が
孕
ま
れ
て
い
な
い
か
思
い
を
は
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
こ
う
し
た
理
解
か
ら
出
発
し
て
、
性
自
認
や
性
的
指
向
と
い

う
概
念
を
捉
え
直
す
こ
と
で
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

社
会
の
な
か
で
置
か
れ
て
い
る
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
哲
学
的
観
点
か
ら
の
性
自
認
の
再
定
義
に
依
拠
し
て
、
シ
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
特
権
を
問
い
直
す
論
考
と
し
て
は
西
條
（
二
〇
二
〇
）
を
参
照
。

5　

ヤ
ン
グ
も
ま
た
、
後
年
の
述
懐
で
、
こ
う
し
た
解
釈
を
退
け
て
い
る
（Young 

1998

）。

【
外
国
語
文
献
】

A
lcoff, Linda M

artín (2000), Phenom
enology, Post-structuralism

 and Fem
inist 

Theory on the C
oncept of Experience, in: Linda Fisher &

 Lester Em
bree 
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(edd.), Fem
inist Phenom

enology, K
luw

er.

A
l-Saji, A

lia (2017) Fem
inist Phenom

enology, in: A
nn G

arry &
 Serene J. 

K
hader &

 A
lison Stone (edd.), The Routledge C

om
panion to Fem

inist 

Philosophy, R
outledge.

Fuss, D
iana (1989) Essentially Speaking: Fem

inism
, N

ature and D
ifference, 

R
outledge. 

H
aslanger, Sally (2012) Resisting Reality: Social C

onstruction and Social 

C
ritique, O

xford U
niversity Press.

Sartre, Jean-Paul (1960). C
ritique de la raison dialectique, tom

e I, G
allim

ard.

Scott, Joan W
. (1991) The Evidence of Experience, in: C

ritical Inquiry, vol. 

17, no. 4.

Spelm
an, Elizabeth (1988) Inessential W

om
an: Problem

s of Exclusion in 

Fem
inist Thought, B

eacon Press.

Stone-M
ediatore, Shari (1998) C

handra M
ohanty and the R

evaluing of 

“Experience”, in: H
ypatia vol. 13, Spring.

Sullivan, Shannon (2006) Revealing W
hiteness: The U

nconscious H
abits of 

Racial Privilege, Indiana U
niversity Press. 

Young, Iris M
arion (1980) Throw

ing Like a G
irl: A

 Phenom
enology of 

Fem
inine B

ody C
om

portm
ent, M

otility, and Spatiality, in: H
um

an Studies 

3, reprinted in: Young 2005. 

—
—

 (1990) Justice and the Politics of D
ifference, Princeton U

niversity Press.

（『
正
義
と
差
異
の
政
治
』、
飯
田
文
雄
・
茢
田
真
司
・
田
村
哲
樹
監
訳
、
法
政

大
学
出
版
局
、
二
〇
二
〇
年
）

—
—

 (1994) G
ender as Seriality: Thinking about W

om
en as Social C

ollective, 

in: Sings: A Journal of W
om

en in C
ulture and Society, vol. 19. no. 

3, reprinted in: Intersecting Voices: D
ilem

m
as of G

ender, Political 

Philosophy, and Policy, Princeton U
niversity Press, 1997.

—
—

 (1998) “Throw
ing Like a G

irl”: Tw
enty Years Later, in: D

onn W
elton 

(ed.), Body and Flesh: A Philosophical Reader, B
lackw

ell.

—
—

 (2002) Lived B
ody vs. G

ender: R
eflections on Social Structure and 

Subjectivity, in: Ratio: An International Journal of Analytic Philosophy 

15.4, reprinted in: Young 2005.

—
—

 (2005) O
n Fem

ale Body Experience. “Throw
ing Like a G

irl” and O
ther 

Essays, O
xford U

niversity Press. 

【
邦
語
文
献
】

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
所
収
。

池
田
喬
・
小
手
川
正
二
郎
（
二
〇
二
一
）「「
人
種
化
す
る
知
覚
」
の
何
が
問
題
な
の

か
︱
︱
知
覚
予
期
モ
デ
ル
に
基
づ
く
現
象
学
的
考
察
」、『
思
想
』
一
一
六
九

号
所
収
。

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
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。（
以
下
『
入
門
』
と
略
記
）

稲
原
美
苗
（
二
〇
二
〇
）「
な
ぜ
今
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
な
の
か
？
」
稲
原
ほ

か [

編]

『
入
門
』
所
収
。

魚
住
洋
一
（
二
〇
二
一
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
「
限
界
」 

︱
︱
稲
原
美
苗
・

川
崎
唯
史
・
中
澤
瞳
・
宮
原
優 

編 

『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
を
読

む
」、『
倫
理
学
論
究
』
第
七
巻
第
一
号
所
収
。
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29 経験の記述は、なぜ批判的なのか

江
原
由
美
子
（
二
〇
〇
一
）『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
』、
勁
草
書
房
。

︱
︱
（
二
〇
一
二
）「
岩
波
人
文
書
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
寄
せ
て
」、『
自
己
決
定
権
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
』、
岩
波
書
店
、
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
一
九
）「「
男
は
つ
ら
い
よ
型
男
性
学
」
の
限
界
と
可
能
性
︱
︱
ポ
ジ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
論
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
わ
り
で
」、『
女
性
学
』

第
二
九
号
所
収
。

川
崎
唯
史
・
小
手
川
正
二
郎
（
二
〇
二
〇
）「
男
だ
っ
て
つ
ら
い
？
」、
稲
原
ほ
か  

［
編
］『
入
門
』
所
収
。

小
手
川
正
二
郎
（
二
〇
二
〇
）『
現
実
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
の
哲
学
』、
ト
ラ
ン
ス

ビ
ュ
ー
。

佐
藤
愛
（
二
〇
二
〇
）「
外
見
を
気
に
し
て
は
い
け
な
い
の
か
？
」、
稲
原
ほ
か 

［
編
］『
入
門
』
所
収
。

西
條
玲
奈
（
二
〇
二
〇
）「
シ
ス
特
権
と
ト
ラ
ン
ス
嫌
悪
言
説
の
分
析
︱
︱
ジ
ェ
ン

ダ
ー
帰
属
の
通
時
的
固
定
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
批
判
」、『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』

第
五
一
号
所
収
。

清
水
晶
子
（
二
〇
二
〇
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
「
女
」
を
め
ぐ
る
政
治
」、

伊
藤
邦
武
ほ
か
編
『
世
界
哲
学
史
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
所
収
。

中
澤
瞳
（
二
〇
一
五
）「「
女
性
」
の
身
体
経
験
に
つ
い
て
の
現
象
学
」、『
精
神
科

学
』
第
五
三
号
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
一
八
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
メ
ル
ロ
=ポ
ン
テ
ィ
︱
︱
規
範
を
生
き
る

身
体
の
経
験
」、
松
葉
祥
一
・
本
郷
均
・
廣
瀬
浩
司
編
『
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

読
本
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
二
〇
）「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
は
何
か
？
」、
稲
原
ほ
か 

［
編
］

『
入
門
』
所
収
。

羽
生
有
希
（
二
〇
一
九
）「
来
た
り
し
、
来
た
る
べ
き
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
︱
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
」、『
現
代

思
想
』（
総
特
集
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
）
所
収
。

平
山
亮
（
二
〇
一
九
）「「
男
性
性
に
よ
る
抑
圧
」
と
「
男
性
性
か
ら
の
解
放
」
で

終
わ
ら
な
い
男
性
性
研
究
へ
」、『
女
性
学
』
第
二
七
号
所
収
。

藤
高
和
輝
（
二
〇
二
〇
）「「
性
別
違
和
」
と
は
何
か
？
」、
稲
原
ほ
か 

［
編
］『
入

門
』
所
収
。

宮
原
優
（
二
〇
一
五
）「
月
経
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
困
難
︱
︱
身
体
に
つ
い
て

の
通
念
が
女
性
の
社
会
参
画
に
も
た
ら
す
問
題
点
」、『
理
想
』
第
六
九
五
号

（
特
集
「
男
女
共
同
参
画
」）
所
収
。

︱
︱
（
二
〇
二
〇
）「
な
ぜ
月
経
を
隠
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
」、
稲

原
ほ
か ［
編
］『
入
門
』
所
収
。

山
根
純
佳
（
二
〇
一
〇
）『
な
ぜ
女
性
は
ケ
ア
労
働
を
す
る
の
か
︱
︱
性
別
分
業
の

再
生
産
を
超
え
て
』、
勁
草
書
房
。

（
小
手
川
正
二
郎
・
こ
て
が
わ 

し
ょ
う
じ
ろ
う
・
國
學
院
大
学
）
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31 ワークショップ「『身体を引き受ける』を引き受ける トランスジェンダー現象学の展開」

男
女
共
同
参
画
・
若
手
研
究
者
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
一
四
年

よ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
研
究
・
家
庭
環
境
な
ど
、
学
会
活
動
と
関

連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
の
問
題
に
現
象
学
な
ら
で
は
の
仕
方
で
取
り
組
む
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、
男
女
二
元
論
お
よ
び
異
性
愛
規

範
を
「
標
準
」
と
す
る
社
会
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
性
役
割
が
も
た
ら
し
た
不

均
衡
が
批
判
的
に
言
及
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
あ
る
い

は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
が
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
今
回
、
ゲ
イ
ル
・
サ
ラ
モ
ン
に
よ
る
『
身
体
を
引
き
受
け
る
』

（
藤
高
和
輝
訳
、
以
文
社
、
二
〇
一
九
年
）
の
翻
訳
刊
行
を
う
け
、
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
を
主
題
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
企
画
し
た
。
同
書
は
、

現
象
学
的
身
体
論
と
社
会
構
築
主
義
の
理
論
を
援
用
し
つ
つ
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
身
体
と
主
体
の
あ
り
方
を
提
示
し
た
著
作
で
あ
る
。
同
書
は
既
存
の
現
象

学
的
身
体
論
の
根
底
に
あ
る
性
の
二
元
論
を
見
直
し
、
心
身
の
関
係
に
か
ん
す
る

前
提
を
再
考
さ
せ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
つ
。

提
題
は
、
男
女
ど
ち
ら
で
も
あ
り
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
性
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ク
ィ
ア
」
当
事
者
と
し
て
活
動
さ
れ
つ
つ
、
現
象
学
を
介
し
て
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
古
怒
田
望
人
氏
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
は
じ

め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
、
現
象
学
、
人
間
科
学
、
文
学
と
の
関
わ
り
か
ら
研

究
さ
れ
て
い
る
佐
野
泰
之
氏
に
依
頼
し
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
や
ク
ィ
ア
批
評
の
観
点
か
ら
現
代
日
本
文
学
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
の
語
り
に

つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
岩
川
あ
り
さ
氏
を
招
い
た
。
以
下
で
、
各
登
壇
者
の
発

表
お
よ
び
質
疑
応
答
の
一
部
の
概
要
を
記
す

1

。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

﹁﹃
身
体
を
引
き
受
け
る
﹄を
引
き
受
け
る 

ト
ラ
ン
ス
ジェン
ダ
ー
現
象
学
の
展
開
﹂

提
題
者　

古
怒
田　

望　

人
・
佐　

野　

泰　

之

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー　

岩　

川　

あ
り
さ

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー　

赤　

阪　

辰
太
郎
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提
題
者
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
発
表
お
よ
び
質
疑
応
答
の
概
要

①
古
怒
田
望
人
氏
「『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
が
解
き
ほ
ぐ
す
性
的
身
体
―

『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
を
通
し
て
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
を
縁
取

る
―
」

古
怒
田
氏
は
、『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
の
と
り
わ
け
性
的
身
体
を
め
ぐ
る
論

述
を
追
い
な
が
ら
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
の
輪
郭
を
描
く
こ
と
を
目
的

と
し
て
発
表
を
構
成
さ
れ
た
。

提
題
は
ま
ず
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
に
つ
い
て
の
暫
定
的
な
説
明
を
共

有
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
お
い
て
、
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
し
ば
し
ば
「
心
の
性
と
体
の
性
の
不
一
致
」
と
表
現
さ
れ
た
り
、

「
性
同
一
性
障
害
」
と
同
一
視
さ
れ
た
り
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
古
怒

田
氏
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
「
出
生
時
に
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
ま
た
は

そ
の
性
別
か
ら
社
会
的
・
文
化
的
に
期
待
、
要
求
さ
れ
る
性
役
割
に
何
ら
か
の
水

準
で
違
和
を
覚
え
、
そ
の
性
別
と
は
異
な
っ
た
性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
生
き

る
あ
り
方
」
と
、
当
事
者
の
生
の
実
態
に
即
し
て
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
に
は
そ
の
性
的
身
体
の
身
体
化
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
へ
と
も

た
ら
す
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。

続
い
て
、『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
が
主
題
的
に
取
り
組
む
課
題
に
「
性
的
身

体
の
記
述
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
性
的
身
体
に
か
ん
す
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
︱
︱
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
構
築
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
︱
︱
を
順
に
辿
ら
れ

た
。『

身
体
を
引
き
受
け
る
』
で
サ
ラ
モ
ン
が
一
貫
し
て
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、

と
り
わ
け
性
器
の
形
態
に
基
づ
い
て
身
体
を
男
女
の
ど
ち
ら
か
に
振
り
分
け
る
よ

う
な
規
定
、
す
な
わ
ち
、
要
素
主
義
的
で
形
態
学
的
な
性
的
身
体
観
で
あ
る
。
こ

う
し
た
前
提
に
立
つ
場
合
、
性
的
身
体
の
形
態
学
的
規
定
に
違
和
を
感
じ
る
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
語
り
は
「
病
理
」
や
「
正
常
か
ら
の
逸
脱
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、
表
明
さ
れ
た
違
和
は
場
所
を
も
た
な
い
「
妄
想
」
と
み
な
さ
れ
て
し
ま

う
。サ

ラ
モ
ン
は
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
て
、
右
の
見
方
と
は
別
の
仕
方
で
性

的
身
体
を
記
述
す
る
。
第
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

サ
ラ
モ
ン
は
外
的
な
観
察
に
よ
っ
て
身
体
を
男
女
の
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
る

形
態
学
で
は
な
く
、
知
覚
経
験
に
お
け
る
個
別
具
体
的
な
「
関
係
性
」
の
な
か
か

ら
性
的
身
体
が
形
成
さ
れ
る
身
体
化
の
過
程
に
注
目
し
記
述
す
る
現
象
学
に
よ
っ

て
、
性
的
身
体
を
捉
え
る
。
た
と
え
ば
、
ト
ラ
ン
ス
男
性
が
抱
く
自
身
の
胸
へ
の

違
和
は
、
し
ば
し
ば
「
正
常
な
」
形
態
の
認
知
に
失
敗
し
て
い
る
状
態
と
し
て
理

解
さ
れ
る
が
（
病
理
化
）、
こ
れ
に
対
し
て
サ
ラ
モ
ン
は
、
当
事
者
の
感
じ
る
不

快
感
を
性
別
違
和
の
内
的
感
覚
（
身
体
の
）
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
感
覚
が
自
ら

の
身
体
へ
と
か
か
わ
る
際
の
ま
な
ざ
し
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
現
象
と
記
述
す
る
こ

と
で
、
違
和
の
感
覚
を
通
じ
た
性
的
身
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
す
る
（
脱
病
理

化
）。さ

ら
に
、
サ
ラ
モ
ン
は
こ
の
「
関
係
性
」
の
射
程
を
広
げ
、
主
体
を
不
可
避
的

に
条
件
づ
け
、
形
づ
く
っ
て
い
る
文
化
・
社
会
的
世
界
に
ま
で
目
を
向
け
る
。
そ

の
こ
と
に
よ
り
、
身
体
の
感
じ
ら
れ
方
が
文
化
的
・
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て

生
じ
る
か
を
探
求
す
る
構
築
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
こ
の

文
脈
で
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
性
別
違
和
は
、
そ
の
性
的
身
体
の
あ
ら
わ
れ
に

対
し
て
排
他
的
な
社
会
の
ま
な
ざ
し
が
身
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
重
な
り
合
う
な
か

で
生
じ
る
固
有
の
「
感
じ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
性
的
な
身
体
化

は
、
わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
社
会
的
世
界
と
、
そ
こ
で
生
き
る
状
況
内
存
在
と
の

双
方
に
根
ざ
し
て
生
じ
る
全
体
的
な
現
象
な
の
で
あ
る
。
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33 ワークショップ「『身体を引き受ける』を引き受ける トランスジェンダー現象学の展開」

現
象
学
の
視
点
と
構
築
主
義
的
観
点
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
素
朴
な
実

在
論
に
基
づ
く
形
態
学
的
な
性
的
身
体
観
を
退
け
る
と
同
時
に
、
通
俗
的
な
社
会

構
築
主
義
に
よ
る
主
意
主
義
的
な
身
体
理
解
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
自
由
に
選
択
で
き

る
と
す
る
理
解
）
と
は
異
な
っ
た
性
的
身
体
の
身
体
化
を
問
題
化
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
の
交
差
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て
ト
ラ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
当
事
者
が
置
か
れ
た
状
況
を
記
述
す
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
。
古
怒

田
氏
は
二
〇
〇
三
年
に
成
立
し
、
翌
年
施
行
さ
れ
た
「
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別

の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
が
戸
籍
上
の
性
別
変
更
の
た
め
の
要
件
と
し

て
定
め
る
五
項
の
う
ち
「
生
殖
腺
が
な
い
こ
と
又
は
生
殖
腺
の
機
能
を
永
続
的
に

欠
く
状
態
に
あ
る
こ
と
」（
第
四
項
）
お
よ
び
「
そ
の
身
体
に
つ
い
て
他
の
性
別

に
係
る
身
体
の
性
器
に
係
る
部
分
に
近
似
す
る
外
観
を
備
え
て
い
る
こ
と
」（
第

五
項
）
に
注
目
し
、
そ
の
要
件
が
も
た
ら
す
法
と
ト
ラ
ン
ス
の
生
と
の
葛
藤
を
指

摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
出
生
時
に
割
り
当
て
ら
れ
た
「
女
」
に
違
和
を
感
じ
た
ト

ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
男
性
ホ
ル
モ
ン
治
療
と
乳
房
の
除
去
手
術
に
よ
り
性
別

違
和
を
軽
減
し
、
生
殖
機
能
を
保
持
し
た
ま
ま
男
あ
る
い
は
男
女
の
ど
ち
ら
に
も

峻
別
さ
れ
な
い
性
的
身
体
を
生
き
う
る
場
合
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
項

は
生
殖
の
権
利
を
剥
奪
し
、
第
五
項
は
男
女
二
元
論
に
沿
わ
な
い
性
的
身
体
の
形

態
を
否
定
す
る
こ
と
で
そ
の
身
体
の
生
存
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
と
批
判
的
に

記
述
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
は
社
会
の
な
か

で
不
可
視
化
さ
れ
、
生
存
可
能
性
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
身
体
の
存
在
を
可
視
化

し
、
さ
ら
に
、
生
存
可
能
性
の
不
条
理
な
否
定
の
正
当
化
に
抗
す
る
倫
理
的
な
記

述
を
も
行
う
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
備
え
て
い
る
。

最
後
に
、
古
怒
田
氏
は
既
存
の
性
規
範
の
な
か
で
生
存
可
能
な
場
所
を
見
つ
け

に
く
い
「
語
り
」
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
を
模
索
す
る
な
か
で
、『
身
体
を
引

き
受
け
る
』
を
引
き
受
け
る
、
と
い
う
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
課
題
に
応
え
ら

れ
た
。
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
が
行
う
記
述
は
当
事
者
を
含
め
さ
ま
ざ
ま

な
「
語
り
」
を
元
に
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
「
語
り
」
は
状
況
の
布
置
の
差
異

や
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
の
あ
り
方
に
よ
り
、
質
的
個
別
性
を
備
え
る
と
同
時
に
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
代
理
・
表
象
す
る
、
い
わ
ば
両
義
的
な
「
語
り
」
と
な
る
。
そ
の

よ
う
な
「
語
り
」
の
記
述
は
、
法
と
は
異
な
っ
た
水
準
で
生
存
可
能
性
を
限
界
づ

け
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
は
社
会
の
規

範
性
の
み
な
ら
ず
自
身
の
規
範
性
を
も
不
断
に
問
い
直
す
倫
理
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
既
存
の
性
規
範
の
な
か
で
言
葉
を
見
い
だ
せ
て

い
な
い
「
語
り
」
の
手
前
に
あ
る
声
を
い
か
に
し
て
現
象
学
的
に
記
述
し
て
ゆ
く

か
、
と
い
う
課
題
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
書
か
ら
発
し
て
実
践
の
な
か
で
引
き
受
け

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

②
佐
野
泰
之
氏
「
現
象
学
を
揺
り
動
か
す
―
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
を

引
き
受
け
る
た
め
に
―
」

佐
野
氏
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
に
対
し
て
「
当
事
者
」
の
立
場
に
属

さ
な
い
現
象
学
者
が
突
き
当
た
る
二
つ
の
陥
穽
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
発
表
を
始

め
ら
れ
た
。
一
つ
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

興
味
深
い
が
現
象
学
の
中
心
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
試
み

と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
を
、
現

象
学
の
理
論
の
発
展
や
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
宣
伝
の
た
め
に
利
用
し
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
陥
穽
を
避
け
つ
つ
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
を

ど
の
よ
う
に
し
て
「
引
き
受
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
関
心
か
ら

出
発
し
て
発
表
は
構
成
さ
れ
た
。

発
表
の
前
半
で
佐
野
氏
は
、
現
象
学
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
一
般
と
ど
の
よ
う
な
仕
方
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で
対
峙
し
う
る
か
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
な
が
ら

考
察
さ
れ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
（『
危
機
書
』）
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（『
知
覚
の

現
象
学
』）
は
「
性
の
問
題
」
を
現
象
学
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
挙
げ
た

も
の
の
、
意
識
、
時
間
、
身
体
、
言
語
、
存
在
な
ど
現
象
学
に
と
っ
て
中
心
的
と

み
な
さ
れ
る
問
題
と
同
様
の
仕
方
で
こ
の
問
題
が
探
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。そ

れ
を
踏
ま
え
佐
野
氏
は
ま
ず
、
現
象
学
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
そ
の
も
の

が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
を
妨
げ
る
要
因
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
十
分
に
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
問

う
。
そ
こ
で
検
討
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
イ
ネ
マ
ー
と
ロ
ー
デ
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
論
考

で
あ
る

2

。
彼
女
ら
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
現
象
学
の
主
題
と
し
て
取
り
扱
お
う
と

す
る
試
み
と
、
超
越
論
的
現
象
学
の
企
て
の
あ
い
だ
に
存
在
す
る
「
方
法
論
的
緊

張
関
係
」
を
指
摘
す
る
。
超
越
論
的
現
象
学
の
方
法
に
従
う
な
ら
、
内
世
界
的
存

在
者
と
し
て
の
主
観
の
存
在
は
、
現
象
学
的
還
元
を
通
し
て
括
弧
入
れ
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
開
示
さ
れ
る
の
が
、
身
体
や
人
格
と
し
て
の
存
在
を
含
む

一
切
の
存
在
者
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
ら
か
ら
決
定
的
に
区
別
さ
れ
る
超
越

論
的
主
観
性
で
あ
る
。
還
元
の
徹
底
性
ゆ
え
に
、
超
越
論
的
主
観
性
は
い
か
な
る

性
も
も
ち
え
ず
、
現
象
学
者
の
性
は
超
越
論
的
次
元
の
探
究
に
対
し
て
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
右
の
論
考
の
著
者
ら
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

草
稿
中
に
超
越
論
的
主
観
性
と
人
間
的
主
観
性
の
同
一
性
を
強
調
す
る
記
述
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
を
完
全
に
分
離
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
解
釈
が
問

題
含
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
超
越
論
的
主
観
性
と
人
間
的
主
観
性
の
連
続
性
を

認
め
る
な
ら
、
現
象
学
者
は
超
越
論
的
な
探
究
の
次
元
に
、
現
象
学
者
自
身
の
内

世
界
的
諸
規
定
に
由
来
す
る
先
入
見
、
と
り
わ
け
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
由
来
す
る
先
入

見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ヘ
イ
ネ
マ
ー
ら
の
見
解
が
現
象
学
の
内
部
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
取
り
込
む

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
佐
野
氏
が
次
に
紹
介
す
る
ス
タ
ヴ
ァ
ル
ス
カ

の
論
考
は
、
現
象
学
が
自
ら
の
自
立
性
を
危
険
に
晒
す
ほ
ど
に
学
際
化
し
て
ゆ
く

こ
と
を
重
視
す
る
も
の
だ

3

。
現
象
学
の
改
定
は
、
関
連
す
る
他
の
（
研
究
）
領

域
と
の
対
話
（「
学
際
化
」）
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
学
際
化
は
、
現
象
学

的
反
省
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
の
限
界
ゆ
え
に
要
請
さ
れ
る
。
ス
タ
ヴ
ァ
ル
ス
カ

に
よ
れ
ば
、
一
人
称
的
経
験
の
直
接
的
記
述
は
「
経
験
の
背
後
に
あ
る
前
提
や
、

社
会
的
布
置
の
な
か
に
お
け
る
そ
の
経
験
の
位
置
づ
け
」
に
対
し
て
と
き
に
盲
目

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
学
者
に
よ
る
記
述
は
、
経
験
を
可
能
に
し
て
い
る
社

会
的
諸
条
件
に
つ
い
て
の
研
究
や
、
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
補
完
・
相
対
化

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
象
学
者
は
経
験
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
も
含
め
て
経
験
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

発
表
の
後
半
で
佐
野
氏
は
、
サ
ラ
モ
ン
の
議
論
を
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
両
義
性
」
と
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
サ

ラ
モ
ン
は
『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
に
お
い
て
「
違
和
連
続
体
」
と
い
う
概
念
を

導
入
す
る
が
、
同
書
の
訳
者
で
あ
る
藤
高
和
輝
は
こ
の
概
念
に
基
づ
き
、
性
別
違

和
を
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
み
が
有
す
る
病
理
学
的
兆
候
で
は
な
く
、
人
間
の

普
遍
的
条
件
と
み
な
す
見
解
を
提
示
す
る

4

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
性
別
違
和
は
多

少
の
差
は
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
人
が
抱
え
る
も
の
で
あ
り
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
そ
れ

を
抑
圧
し
忘
却
す
る
一
方
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
そ
れ
と
向
き
合
い
、
引

き
受
け
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
藤
高
は
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
よ
る
人
間

の
普
遍
的
な
条
件
と
し
て
の
「
両
義
性
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ

ワ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
精
神
と
肉
体
、
能
動
と
受
動
と
い
っ
た
相
反
す
る
契

機
を
同
時
に
具
え
た
両
義
的
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
契
機
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
特
定
の
性
と
結
び
つ
か
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
し
ば
し
ば
前
者
に
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「
男
性
的
な
も
の
」、
後
者
に
「
女
性
的
な
も
の
」
と
い
う
意
味
を
付
与
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
な
か
、
多
く
の
人
は
自
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
感
じ
る
契
機
を

他
方
の
性
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
両
義
性
の
葛
藤
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
。
藤

高
は
人
間
の
普
遍
的
条
件
と
し
て
の
両
義
性
と
性
別
化
の
論
理
を
性
別
違
和
に
つ

い
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
み
な
し
、
両
義
性
を
違
和
連
続
体
と
重
ね
合
わ
せ
る
。

佐
野
氏
は
こ
の
議
論
を
踏
ま
え
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
両
義
性
理
解
の

観
点
か
ら
、
サ
ラ
モ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
の
試
み
を
身
体
の
両
義

性
の
擁
護
と
し
て
捉
え
な
お
す
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
身
体
の
両
義
性
を
、
身

体
の
現
象
学
的
記
述
と
身
体
に
つ
い
て
の
生
理
学
的
・
心
理
学
的
研
究
の
批
判
的

検
討
を
通
し
て
必
然
的
に
逢
着
す
る
事
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
サ
ラ

モ
ン
が
『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
で
展
開
す
る
議
論
も
ま
た
、
生
き
ら
れ
た
経
験

の
両
義
性
を
否
認
し
忘
却
し
よ
う
と
す
る
言
説
か
ら
身
体
の
両
義
性
を
擁
護
す
る

試
み
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

サ
ラ
モ
ン
は
同
書
に
お
い
て
大
き
く
二
つ
の
言
説
に
挑
戦
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
物
質
と
し
て
の
身
体
の
形
態
を
通
じ
て
性
別
が
決
定
さ
れ
る
と
す
る
言
説

と
、
い
か
な
る
仕
方
で
も
構
築
さ
れ
て
い
な
い
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
堅
固
な

「
感
じ
ら
れ
方
」
が
現
に
存
在
す
る
と
主
張
す
る
言
説
で
あ
る
。
サ
ラ
モ
ン
に
よ

れ
ば
、
後
者
の
言
説
の
よ
う
に
当
事
者
が
身
体
の
感
じ
ら
れ
方
を
ゆ
る
ぎ
な
い
現

実
と
し
て
語
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
は
、
外
か
ら
特
定
の
性
別
を
課
せ
ら
れ
る
客

観
的
身
体
と
、
身
体
の
感
じ
ら
れ
方
の
あ
い
だ
に
齟
齬
を
覚
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
こ
の
齟
齬
は
、
身
体
の
形
態
に
即
し
て
人
間
を
二
つ
の
性
別
に
振
り

分
け
る
知
と
権
力
の
布
置
、
す
な
わ
ち
社
会
的
状
況
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
こ

か
ら
、
身
体
の
感
じ
ら
れ
方
は
、
身
体
が
そ
の
な
か
で
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
る
社

会
的
状
況
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
私
に
と
っ
て
感

じ
ら
れ
る
対
自
的
身
体
で
あ
る
と
同
時
に
他
者
に
晒
さ
れ
て
い
る
対
他
的
身
体
で

あ
る
と
い
う
身
体
の
両
義
性
が
開
示
さ
れ
る
。

身
体
経
験
が
身
体
と
権
力
の
相
互
的
・
複
合
的
な
絡
み
合
い
の
場
と
し
て
理
解

さ
れ
る
と
き
、
現
象
学
は
系
譜
学
の
方
法
へ
と
開
か
れ
、
自
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
へ
向
か
い
な
が
ら
、
自
身
の
変
革
を
促
す
よ
う
な
問
題
に
行

き
当
た
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
学
の
脱
中
心
化
的
運
動
の
う
ち
に
こ
そ
、
現
象
学

者
が
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
当
事
者
た
ち
の
生
と
向
き
合
い
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
現
象
学
を
「
引
き
受
け
る
」
た
め
の
機
会
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
示
唆

さ
れ
て
発
表
は
締
め
く
く
ら
れ
た
。

③
岩
川
あ
り
さ
氏
に
よ
る
コ
メ
ン
ト

岩
川
氏
は
主
に
「
語
り
」
の
問
題
と
、
現
象
学
の
「
聴
く
枠
組
み
」
と
い
う
観

点
か
ら
コ
メ
ン
ト
と
質
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
以
下
で
は
そ
の
内
容
を
再
構
成

し
、
問
い
と
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
佐
野
氏
、
古
怒
田
氏
か

ら
の
回
答
の
概
要
を
併
せ
て
記
す
。

岩
川
氏
は
ま
ず
、
古
怒
田
氏
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
説
明

に
言
及
さ
れ
た
。
古
怒
田
氏
の
説
明
は
、
病
理
モ
デ
ル
で
も
、
自
由
に
性
を
選
べ

る
と
い
う
誤
解
に
よ
る
の
で
も
な
い
仕
方
で
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
ノ
ン
バ

イ
ナ
リ
ー
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ク
ィ
ア
の
人
び
と
が
生
き
る
多
様
な
あ
り
方
を
捉
え

て
い
る
。
こ
の
説
明
を
通
じ
て
、
理
解
し
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
「
語

り
」
に
収
斂
で
き
な
い
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
身
体
を
生
き
る
人
び
と
存
在

を
、「
そ
の
声
を
い
か
に
聴
く
か
」
と
い
う
社
会
や
文
化
に
お
け
る
聴
く
側
の
問

題
（「
聴
く
枠
組
み
」
の
問
題
）
に
接
続
で
き
る
、
と
指
摘
し
た
。

こ
こ
か
ら
岩
川
氏
は
、「
語
り
」
に
注
目
し
て
論
を
展
開
さ
れ
た
。
あ
る
「
語

り
」
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
理
・
表
象
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
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が
、
そ
れ
は
語
る
者
が
そ
の
地
位
を
得
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
語
り
」
に

注
目
す
る
社
会
が
「
語
り
」
を
意
味
づ
け
、
専
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ

る
。
と
り
わ
け
ト
ラ
ン
ス
当
事
者
は
、
自
由
な
性
の
形
象
、
あ
た
ら
し
い
性
の
あ

り
方
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
ト
ラ
ン
ス
差
別
の
文
脈
に
お
け
る
「
侵
入
者
」
と
い

う
烙
印
に
至
る
ま
で
、
一
方
的
な
表
象
と
専
有
さ
れ
た
語
り
の
空
間
を
生
き
て
き

た
経
緯
が
あ
る
。
代
理
・
表
象
で
は
な
い
仕
方
で
の
「
語
り
」
の
空
間
を
考
え
る

た
め
に
、
岩
川
氏
は
古
怒
田
氏
が
二
〇
一
九
年
に
公
表
し
た
「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
が
経
験
す
る
社
会
的
な
死
」

5

に
言
及
さ
れ
た
。
古
怒
田
氏
が
そ
の
な
か
で

試
み
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
人
が
生
き
延
び
る
た
め
に
必
要
と
し
た
存
在
を
、
読

者
の
記
憶
に
語
り
か
け
る
こ
と
で
呼
び
さ
ま
し
、
新
た
な
「
語
り
」
を
生
み
出
す

場
と
な
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
編
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

続
い
て
岩
川
氏
は
、
現
象
学
が
行
う
「
あ
り
あ
り
と
記
述
す
る
こ
と
」
を
「
語

り
」
の
問
題
へ
と
接
続
し
、
現
象
学
と
文
学
研
究
を
つ
な
げ
る
た
め
の
接
点
へ
と

議
論
を
進
め
ら
れ
た
。
現
象
学
的
な
記
述
で
あ
っ
て
も
、
言
葉
に
よ
る
表
現
で
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
語
る
か
は
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
現
象
学
は
言
語
表
現
の
分
析
を
改
め
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
問
題
提
起
さ
れ
た
。
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
「
語
り
」
に
即
し
て
い
え
ば
、
あ
る
時
代
に
ト
ラ
ン
ス
の
人
び
と
が
沈

黙
さ
せ
ら
れ
た
り
、
軽
視
さ
れ
た
り
、
恥
の
感
情
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
り
す
る

な
か
で
な
さ
れ
た
血
の
滲
む
よ
う
な
言
葉
の
選
び
方
、
語
り
方
に
目
を
向
け
、
そ

れ
を
適
切
に
紐
解
い
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
一
人
称
的
な
「
語
り
」
に
内

在
す
る
多
声
性
や
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
と
さ
れ
る
「
語
り
」、
聞
か
れ
ず
、

黙
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
「
語
り
」
を
聞
き
届
け
、
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
の
な
か

に
取
り
入
れ
る
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
た
。

打
ち
合
わ
せ
時
よ
り
岩
川
氏
は
「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
び
と
に
と
っ
て

こ
のW

S

や
現
象
学
は
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
し
、
生
き
延
び
る
た

め
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
」
と
問
い
か
け
て
い
た
が
、
佐
野
氏
が
現
象
学
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
の
か
か
わ
り
を
整
理
し
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
の
観
点
か
ら

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
紐
解
く
こ
と
で
応
え
た

と
評
価
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
他
の
現
象
学
の
古
典
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
形
で
紐

解
か
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
が
、
転
轍
機
と
な
る
よ
う
な
契
機
が
な
け
れ
ば
こ
の

作
業
は
な
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
促
す
も
の
と
し
て
文
学
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ク
ィ

ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
の
協
働
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
呼
び
か
け
た
。

ま
た
、
文
学
研
究
は
一
人
称
的
な
「
語
り
」
に
つ
い
て
研
究
を
積
み
重
ね
て
き

た
が
、
そ
こ
で
は
書
く
「
私
」
と
書
か
れ
る
「
私
」
の
分
裂
、
想
起
や
忘
却
と
と

も
に
自
己
を
対
象
化
す
る
「
私
」
の
あ
り
よ
う
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
立
場

か
ら
、
現
象
学
が
提
唱
す
る
よ
う
な
一
人
称
的
経
験
の
記
述
は
可
能
な
の
か
、
と

問
う
こ
と
が
で
き
る
。
佐
野
氏
は
現
象
学
を
学
際
化
し
、
社
会
構
造
や
歴
史
へ
と

開
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
し
た
が
、
一
人
称
的
に
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
こ
と
の

な
か
に
他
者
の
声
や
自
ら
の
過
去
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
が
社
会
・

歴
史
の
た
だ
な
か
で
編
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
解
き
ほ
ぐ

し
、
現
象
学
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
。

「
語
り
」
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
い
て
、
古
怒
田
氏
と
佐
野
氏
は
、
現
象
学
が

「
あ
り
あ
り
と
し
た
記
述
」
を
素
朴
に
想
定
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
古

怒
田
氏
は
当
事
者
の
語
り
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
し
、
現
象
学
的
な
「
語
り
」
が
当
事
者
の
生
き
延

び
に
寄
与
す
る
方
法
を
模
索
し
た
い
、
と
述
べ
た
。
佐
野
氏
は
、
記
述
が
社
会
の

な
か
で
、
言
語
を
媒
介
し
て
な
さ
れ
る
社
会
的
行
為
で
あ
る
点
を
よ
り
意
識
し
、

理
論
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
応
え
た
。

違
和
連
続
体
の
普
遍
化
を
め
ぐ
っ
て
岩
川
氏
は
、
強
固
な
二
元
論
の
な
か
で
ト
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37 ワークショップ「『身体を引き受ける』を引き受ける トランスジェンダー現象学の展開」

ラ
ン
ス
の
性
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
的
に
捉
え
直
す
契
機
に
は
な
る

が
、
傷
や
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
ト
ラ
ン
ス
の
人
び
と
に
つ
い
て
、

信
頼
や
責
任
を
こ
の
社
会
が
と
も
に
担
っ
て
く
れ
る
の
か
と
問
い
返
し
、
傷
の
不

均
衡
な
配
分
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
責
任
と
い
う
観
点
を
も
つ
必
要
が
あ
る
と
指

摘
し
た
。

岩
川
氏
はW

S

の
最
後
に
、
理
解
可
能
な
範
囲
で
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
あ

ら
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
人
び
と
に
つ
い
て
は
理
解
す
る
、
と
い
う
態
度
は
問
題
含

み
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
宮
地
尚
子
に
よ
る
「
度
し
が
た
い
ま
で
の
有

知
」
と
い
う
表
現
を
と
り
あ
げ

6

、
知
識
が
あ
り
、
語
る
こ
と
が
で
き
る
人
び

と
や
、
学
会
と
い
う
場
で
発
言
力
が
あ
り
、
立
場
性
が
あ
る
人
び
と
が
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
声
を
聴
く
た
め
に
は
、
黙
り
、
待
ち
、
そ
れ
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
指

摘
し
た
。
そ
し
て
、
組
織
と
し
て
「
聴
く
」
体
制
を
作
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
足

場
を
崩
し
、
発
言
し
て
い
な
い
・
で
き
て
い
な
い
人
び
と
に
つ
い
て
、
ど
う
す
れ

ば
発
言
で
き
る
か
、
聞
か
れ
る
の
か
、
継
続
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
態

度
に
移
行
し
な
い
限
り
は
研
究
に
あ
た
ら
し
い
側
面
は
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
呼
び
か
け
た
。

④
質
疑
応
答
（
一
部
）　

問
：
言
語
以
外
の
「
語
り
」（
振
る
舞
い
や
感
じ
方
、

傷
）
を
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
は
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
佐
野
氏
：
他

者
の
身
振
り
や
姿
形
も
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
記
述
し
て
い
た
。
そ
の
試
み
を
展

開
し
て
い
く
と
い
わ
ゆ
る
「
現
象
学
」
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
古
怒
田
氏
：
言
語
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
語

る
傷
を
記
述
し
、
そ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
の
意
味
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
岩

川
氏
：
「
語
り
」
を
言
語
と
し
て
捉
え
る
理
解
の
枠
組
み
が
狭
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
言
語
以
外
の
語
り
を
受
け
止
め
る
と
き
、
一
方
的
に
意
味
を
充
填
し
な
い
形

で
応
じ
る
必
要
が
あ
る
。
問
：
現
象
学
を
実
践
す
る
場
が
シ
ス
／
ト
ラ
ン
ス
だ
け

で
な
く
、
都
市
／
地
方
、
階
層
と
い
っ
た
軸
か
ら
も
参
加
し
や
す
く
な
る
た
め
に

現
象
学
会
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
の
が
よ
い
か
。
古
怒
田
氏
：
オ
ン
ラ
イ
ン

で
行
わ
れ
る
こ
と
は
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
現
象
学
そ
の
も

の
へ
の
近
づ
き
や
す
さ
は
課
題
で
あ
り
、
触
れ
や
す
い
形
に
な
る
こ
と
は
重
要
。

岩
川
氏
：
格
差
の
問
題
は
性
、
地
域
性
、
経
済
等
の
交
差
性
か
ら
理
解
す
る
こ
と

が
重
要
だ
。
研
究
を
支
え
る
経
済
力
、
時
間
、
イ
ン
フ
ラ
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な

い
人
び
と
の
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

1　

本
Ｗ
Ｓ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
実
施
に
あ
た
り
下
記
の
注
意
事

項
を
共
有
し
た
（
古
怒
田
氏
の
協
力
を
得
て
作
成
）。
①
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
差
別
を
許
さ
ず
、
そ
の
上
で
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
に
つ

い
て
議
論
を
深
め
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
。
②
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
を
目
的
と
し
、
具
体
例
を
出
す
際
は
個
人
が
特
定
さ
れ
な

い
仕
方
で
話
す
こ
と
。
③
発
言
者
の
許
可
な
く
Ｗ
Ｓ
内
で
の
発
言
内
容
を
第

三
者
に
話
さ
な
い
こ
と
。
④
録
画
・
録
音
・
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
は
行
わ

な
い
こ
と
。
⑤
質
問
の
収
集
は
全
体
向
け
の
チ
ャ
ッ
ト
機
能
で
は
な
く
、
パ

ネ
リ
ス
ト
向
け
の
Ｑ
＆
Ａ
機
能
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
。
日
本
の
ト
ラ
ン
ス

排
除
の
現
状
は
、
下
記
の
Ｈ
Ｐ
に
ま
と
め
ら
れ
た
記
事
に
よ
り
知
る
こ
と

が
で
き
る
。「
日
本
の
ト
ラ
ン
ス
排
除
関
連
記
事
へ
の
リ
ン
ク
集
」 https://

transinclusivefem
inism

.w
ordpress.com

/japan/  （2021/08/16 

閲
覧
）

2　
S. H

einäm
aa &

 L. R
odem

eyer, “Introduction,”  C
ontinental Philosophy 

Review, 2010(43).

3　

B
. Staw

arska, “Subject and Structure in Fem
inist Phenom

enology,” in 

S. C
. Shabot &

 C
. Landry (eds.), Rethinking Fem

inist Phenom
enology: 
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Theoretical and Applied Perspectives, R
ow

m
an &

 Littlefield, 2018.

4　

藤
高
和
輝
、「
と
り
乱
し
を
引
き
受
け
る
こ
と
︱
︱
男
性
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
い
だ
で
」、『
現

代
思
想
』、
二
〇
一
九
年
二
月
号
。

5　

https://w
ezz-y.com

/archives/68021 （2021/08/19

閲
覧
）

6　

宮
地
尚
子
、『
環
状
島
＝
ト
ラ
ウ
マ
の
地
政
学
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
七

年
。

（
古
怒
田
望
人
・
こ
ぬ
た 

あ
さ
ひ
・
大
阪
大
学
）

（
佐
野
泰
之
・
さ
の 

や
す
ゆ
き
・
立
命
館
大
学
）

（
岩
川
あ
り
さ
・
い
わ
か
わ 

あ
り
さ
・
法
政
大
学
）

（
赤
阪
辰
太
郎
・
あ
か
さ
か 

し
ん
た
ろ
う
・
大
阪
大
学
）
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39 ワークショップ　フッサール時間論の「現在」

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
趣
旨

フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
身
の
研
究
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
一
貫
し
て
（
一
八
九
〇
年

代
︱
一
九
三
〇
年
代
）、
時
間
意
識
、
時
間
的
経
験
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
こ

と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
瞬
間
的
な
現
在
が
把
持
と
予
持
と
い
う
い
わ
ば

志
向
的
な
構
造
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
た
初
期
時
間
論
（『
内
的
時
間
意
識
の
現
象

学
』）、
時
間
図
表
の
捉
え
な
お
し
と
と
も
に
個
体
化
の
問
題
を
扱
っ
た
中
期
時
間

論
（『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』）、
さ
ら
に
C
草
稿
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
後
期
時
間
論

で
は
、
時
間
構
成
の
問
題
が
超
越
論
的
主
観
性
の
自
己
構
成
と
結
び
つ
け
ら
れ
、

現
象
学
的
思
考
の
最
奥
部
へ
と
迫
る
思
索
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
時
間
論
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
か
つ
困
難
な
テ
ー
マ
の
一
つ

で
あ
り
、
多
く
の
現
象
学
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
ト
ピ
ッ
ク
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
に
あ
っ
て
、
近
年
非
常
に
活
発
な
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
初
期
時
間
論
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
時
間

的
経
験
理
論
に
分
類
で
き
る
の
か
、
特
に
把
持
主
義
と
延
長
主
義
の
ど
ち
ら
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
B
・
デ
イ
ン
ト
ン
（B

. D
ainton, 

Stream
 of C

onsciousness, 2000

）
に
よ
っ
て
口
火
を
切
ら
れ
た
こ
の
議
論
に
は
、

D
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
、
S
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
、
C
・
ホ
ー
ル
と
い
っ
た
論
者
も
加
わ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
こ
の
論
争
を
取
り
あ
げ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
初
期
時

間
論
の
位
置
づ
け
を
問
う
と
と
も
に
、
現
象
学
陣
営
と
は
異
な
る
「
心
の
哲
学
」

「
知
覚
の
哲
学
」
の
方
向
性
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
現
在
的

な
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
時
間
を
考
察
す
る
こ
と
は
、「
連
続
的
に

経
過
、
継
起
し
て
い
く
」
事
象
に
注
目
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
必
然
的
に
意
識
体

験
の
一
般
的
な
構
造
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
当
日
の
議
論
で
も
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
志
向
性
概
念
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
考
察
、
あ
る

い
は
意
識
の
動
的
な
性
格
を
論
じ
る
発
生
的
現
象
学
や
、
幻
滅
す
る
こ
と
の
な
い

志
向
︱
充
実
と
し
て
の
予
持
を
分
析
し
た
『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
と
の
つ
な
が
り
な

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
の
﹁
現
在
﹂

提
題
者　

村　

田　

憲　

郎
・
西　

村　

正　

秀

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー　

指
定
討
論
者　

三　

村　

尚　

彦
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40

ど
が
、
論
点
と
な
っ
た
（
詳
し
く
は
以
下
の
提
題
内
容
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

Zoom
 W

ebinar 

形
式
で
の
開
催
で
多
数
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
。
ま
た

二
時
間
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
後
、
対
面
で
言
う
と
こ
ろ
の
懇
親
会
に
て
さ
ら
に

議
論
す
る
機
会
と
し
て
、
別
途 Zoom

 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
形
式
に
て
一
時
間
ほ
ど
追

加
で
議
論
を
行
っ
た
。
そ
ち
ら
に
も
接
続
し
て
参
加
い
た
だ
い
た
方
に
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。
以
下
で
は
、
村
田
、
西
村
両
氏
に
よ
る
提
題
内
容
の
報
告
を
記
載

す
る
。

提
題
（
一
）
村
田
憲
郎
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
の
延
長
主
義
的
側
面
に
つ
い

て
」

ま
ず
最
初
に
、
近
年
の
時
間
意
識
の
議
論
に
お
け
る
把
持
主
義
と
延
長
主
義

と
の
対
比
（D

ainton (2017)

）
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
源
泉
の
一
つ
が
フ
ッ

サ
ー
ル
の
一
九
〇
五
年
の
時
間
意
識
の
講
義
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
彼
は

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
「
根
源
的
連
合
」
説
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は

「
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
由
来
し
ロ
ッ
ツ
ェ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
」（H

uaX
, 19

）
考
え
が

前
提
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
時
間
的
に
継
起
す
る
も
の

が
経
験
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
要
素
を
な
す
、
時
間
位
置
の
異
な
る
内
容
が
瞬
間
的

現
在
の
う
ち
に
同
時
的
に
内
在
し
て
い
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
が
把
持

主
義
の
特
徴
と
な
る
。
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
考
え
を
シ
ュ
テ
ル
ン
の
言
う

「
意
識
全
体
の
瞬
間
性
の
ド
グ
マ
」
だ
と
指
摘
し
た
（H

uaX
, 20

）。
シ
ュ
テ
ル
ン

は
こ
の
ド
グ
マ
を
批
判
し
、
む
し
ろ
時
間
的
な
経
過
に
つ
い
て
の
経
験
そ
の
も
の

が
内
容
と
と
も
に
時
間
的
延
長
を
も
っ
て
経
過
し
て
い
る
と
主
張
し
て
お
り
、
近

年
で
は
延
長
主
義
者
を
代
表
す
る
論
者
の
一
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
立
場
と
シ
ュ
テ
ル
ン
の
立
場
と
を
対
置

す
る
こ
と
で
、
近
年
の
把
持
主
義
と
延
長
主
義
と
の
理
論
的
対
立
の
原
型
を
作
っ

た
と
言
え
る
。

近
年
の
議
論
で
は
、
時
間
が
流
れ
る
と
い
う
経
験
を
説
明
す
る
た
め
（D

ainton 
(2000), 173ff

）、
あ
る
い
は
素
朴
実
在
論
の
立
場
で
時
間
的
特
性
に
着
目
し
て
心

的
な
も
の
の
存
在
論
を
展
開
す
る
た
め
に
（Soteriou

）、
延
長
主
義
が
採
ら
れ
る

場
合
や
、
ま
た
短
期
記
憶
の
事
後
的
な
改
竄
（
ポ
ス
ト
・
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
説

明
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
説
を
と
る
か
が
議
論
さ
れ
る
場
合
（
西
村
、
太
田
を
参
照
）

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
関
心
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
が
、
本

論
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
把
持
主
義
と
す
る
デ
イ
ン
ト
ン
ら
の
整
理
が
一
面
的
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
の
も
と
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
時
間
論
が
ど
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
を
論
じ
た
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
典
型
的
な
把
持
主
義
の
か
た
ち
を
と
る
「
根
源
的
連
合
」
説

を
採
用
し
た
動
機
と
し
て
は
、
⑴
表
象
媒
体
に
お
け
る
通
時
性
と
因
果
性
を
遮
断

す
る
こ
と
で
、
発
生
的
心
理
学
に
対
す
る
境
界
線
を
引
き
、
自
ら
の
記
述
的
心
理

学
の
領
域
を
確
保
す
る
た
め
、
⑵
可
謬
的
な
内
的
記
憶
を
排
除
し
て
、
内
的
知
覚

の
明
証
性
を
確
保
す
る
た
め
、
⑶
連
続
体
論
（
後
述
）
と
の
整
合
性
の
た
め
、
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
根
源
的
連
合
」
説
に
対
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
シ
ュ
テ

ル
ン
に
倣
っ
て
、
経
過
す
る
内
容
の
瞬
間
に
お
け
る
同
時
的
成
立
を
取
り
出
す
だ

け
で
は
時
間
的
経
過
を
人
為
的
・
抽
象
的
に
切
り
取
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
時
間
を
表

象
し
て
い
る
と
は
言
え
て
も
時
間
そ
の
も
の
を
「
知
覚
」
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
、
と
批
判
し
、
把
持
を
含
め
た
幅
を
も
っ
た
現
在
全
体
を
と
ら
え
る
の
が
知
覚

だ
と
し
て
、
知
覚
の
範
囲
を
拡
張
し
た
。
さ
ら
に
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
も
あ
る
生

理
学
的
前
提
の
残
滓
、
つ
ま
り
現
在
の
瞬
間
的
感
覚
を
物
理
的
刺
激
の
因
果
的
所

産
と
す
る
見
方
を
払
拭
し
、
瞬
間
的
現
在
と
し
て
の
原
印
象
の
意
識
は
現
象
に

内
在
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
幅
を
も
つ
現
在
の
非
独
立
的
境
界
に
す
ぎ
な
い
と
し

た
。
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デ
イ
ン
ト
ン
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
把
持
が
近
接
的
な
過
去
の
継
起
を
現
在
の

う
ち
に
集
約
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
結
局
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
と
同

じ
く
時
間
を
「
表
象
」
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
知
覚
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と

批
判
し
て
い
る
（D

ainton (2000), 155f

）（
結
局
フ
ッ
サ
ー
ル
も
把
持
主
義
と
い

う
こ
と
に
な
る
）
が
、
こ
こ
で
の
知
覚
の
拡
張
は
知
覚
客
観
だ
け
で
は
な
く
知
覚

経
験
そ
の
も
の
の
時
間
的
延
長
も
含
ん
で
い
る
の
で
、
デ
イ
ン
ト
ン
の
把
握
は
誤

り
で
あ
る
（cf. G

allagher (1998), 60f

）。
つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
は

い
わ
ば
把
持
主
義
と
延
長
主
義
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
説
な
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
時
間
様
態
の
変
化
と
は
内
容
の
変
化
で
は
な
く
、

統
握
（A

uffassung, apprehension

）
の
し
か
た
の
変
化
だ
と
す
る
「
統
握
︱
内

容
」
図
式
を
採
用
す
る
。
従
来
の
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
史
で
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
指
摘
（M

erleau-Ponty, 178note

）
に
応
答
す
る
よ
う
に
、
こ
の
図
式
を

問
題
と
み
な
し
、
初
期
時
間
論
の
変
遷
が
こ
の
図
式
か
ら
の
脱
却
の
過
程
と
し
て

描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
当
に
問
題
だ
っ
た
の
は
、
ま
ず
現
在
の
瞬
間
の
う
ち

に
自
己
同
一
的
な
表
象
内
容
が
同
時
的
に
併
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が
統
握
の
働
き

に
よ
っ
て
異
な
る
時
間
様
態
を
付
与
さ
れ
る
と
す
る
、
シ
ュ
テ
ル
ン
の
言
う
「
ド

グ
マ
」
と
し
て
の
把
持
主
義
的
把
握
だ
っ
た
と
本
論
は
考
え
る
。
他
方
で
、
こ
こ

で
の
統
握
と
は
時
間
的
変
様
を
絶
え
ず
生
起
さ
せ
る
志
向
的
意
識
の
働
き
で
あ

り
、
時
間
的
対
象
は
現
在
か
ら
絶
え
ず
遠
ざ
か
り
つ
つ
目
指
さ
れ
て
お
り
、
同
一

的
な
内
容
と
時
間
様
態
の
多
様
と
が
析
出
さ
れ
る
の
は
事
後
的
な
分
析
に
よ
る
と

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
図
式
は
無
害
な
も
の
と
な
る
（
じ
じ
つ
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
自
分
が
一
九
〇
五
年
に
す
で
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
は
な
い
「
志
向
的
変

様
」
を
見
出
し
て
い
た
と
回
顧
し
て
い
た
）。

次
に
、
時
間
的
経
験
に
お
け
る
意
識
の
流
れ
そ
れ
自
体
は
経
過
（
過
程

Vorgang

）
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
と
、
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
帰
す
る
ギ
ャ

ラ
ガ
ー
と
ザ
ハ
ヴ
ィ
（G

allagher&
Zahavi, 123

）
が
依
拠
す
る
、
初
期
時
間
草

稿
五
〇
番
が
検
討
さ
れ
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
時
間
を
構
成
す
る
意
識
が
そ
れ
自

体
時
間
的
に
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
意
識
が
さ
ら
に
そ
れ
を
時
間
的

に
構
成
す
る
意
識
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
も
時
間
を

構
成
す
る
意
識
が
要
請
さ
れ
、
無
限
遡
行
に
陥
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
究

極
的
な
時
間
を
構
成
す
る
意
識
は
そ
れ
自
身
経
過
し
て
い
な
い
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は

考
え
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
発
表
者
の
見
解
で
は
、
こ
の
草
稿
で
フ
ッ
サ
ー
ル

が
懸
念
し
て
い
る
の
は
こ
の
無
限
遡
行
で
は
な
く
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
連
続
体
論

に
か
か
わ
る
無
限
進
行
で
あ
る
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
、
n
次
元
の
連
続
体
は
n-

1
次
元
の
連
続
体
を
自

ら
に
依
存
す
る
境
界
と
し
て
も
ち
（
線
に
対
す
る
点
、
面
に
対
す
る
線
、
立
体
に

対
す
る
面
）、
n
次
元
の
連
続
体
と
n-

1
次
元
の
そ
れ
と
は
混
同
さ
れ
な
い
（
こ

の
文
脈
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
連
続
体
を
独
立
し
た
点
の
非
加
算
無
限
の
集
合

と
み
な
し
、
次
元
の
異
な
る
連
続
体
を
同
列
に
あ
つ
か
う
数
学
者
カ
ン
ト
ー
ル

を
批
判
し
て
い
る
（D

B
, 106

）。
こ
の
議
論
は
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
出
席
し

た 

一
八
八
四
／
五 

年
の
講
義
に
あ
り
、
発
表
者
は
グ
ラ
ー
ツ
大
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

文
庫
に
て
こ
の
点
を
確
認
し
た
）。
と
こ
ろ
が
経
過
し
て
い
く
時
間
的
な
幅
が
点

に
縮
約
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
点
の
う
ち
に
線
が
、
線
の
う
ち
に
二
次
元
が
、

n
次
元
の
う
ち
に
n+

1
次
元
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
次
元
数
が
無
限
に
増

大
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
以
下
で
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
自
ら
が
も
つ
も
ろ
も
ろ
の
点
が
そ
れ
自
体
連
続
体
で
あ
る
よ
う
な
、
一
つ

の
連
続
体
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
二
次
元
の
連
続
体
を
も
ち
、
な
い
し
は
三
次
元

の
連
続
体
を
も
つ
。︿
⋮
﹀
わ
れ
わ
れ
は
現
実
に
、
無
限
に
多
く
の
次
元
を
も
つ

よ
う
な
一
つ
の
連
続
体
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
？
」（H

uaX
, 328

）

そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
い
っ
た
ん
現
象
学
的
に
「
見
る
」
こ
と
に
沈
潜
す
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る
。
た
だ
し
経
験
そ
の
も
の
を
内
的
に
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
経
過
す
る
客

観
の
ほ
う
が
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
事
実
と
し
て
は
」
そ
こ
に
「
記
憶
の

記
憶
」「
記
憶
の
記
憶
の
記
憶
」
⋮
と
い
う
記
憶
の
様
態
の
多
様
は
見
い
だ
さ
れ

な
い
と
さ
れ
る
（H

uaX
, 331f

）。
こ
の
こ
と
で
さ
し
あ
た
り
上
の
無
限
進
行
は

避
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
事
実
上
客
観
の
側
で
多
様
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
し
て

も
、（
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
一
つ
の
内
容
に

絶
え
ず
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
意
識
の
側
も
何
ら
か
の
仕
方

で
推
移
し
て
い
る
こ
と
を
理
論
的
に
排
除
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
そ
の
推
移
は

時
間
意
識
の
所
産
と
し
て
の
客
観
化
さ
れ
た
時
間
持
続
と
は
異
な
る
の
で
、「
意

識
様
態
の
流
れ
は
そ
れ
自
体
経
過
（
過
程Vorgang

）
で
は
な
い
」（H
uaX

, 333

）

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
逆
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
延
長
主
義
的
な
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
と
ザ
ハ
ヴ
ィ
が
懸
念
し
て
い
る
、
構
成
さ
れ
た
も
の

か
ら
構
成
す
る
も
の
へ
の
無
限
遡
行
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
成
す
る
意
識

も
（
客
観
的
な
時
間
の
幅
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
）
幅
に
類
比
し
う
る
よ
う

な
何
ら
か
の
広
が
り
を
も
つ
こ
と
で
、
構
成
さ
れ
た
時
間
経
過
と
合
致
し
一
体
化

し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
草
稿
五
四
番
の
「
構
成
す

る
も
の
と
構
成
さ
れ
る
も
の
と
の
合
致
」
の
テ
ー
ゼ
は
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
把
持
の
「
横
の
志
向
性
」
が
形
成
す
る
把
持
の
諸
内
容
の

連
続
性
は
、
把
持
の
「
縦
の
志
向
性
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
意
識
の
連
続
性
と

合
致
し
て
い
る
た
め
、「
流
れ
の
自
己
現
出
が
第
二
の
流
れ
を
要
求
す
る
わ
け
で

は
な
い
」（H

uaX
, 381-2

）。

こ
こ
で
は
構
成
さ
れ
た
時
間
に
属
す
る
、（
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
物
体
の
運
動
の
よ

う
な
）
実
質
的
な
内
容
の
経
過
と
、
そ
れ
を
構
成
す
る
意
識
の
側
で
の
広
が
り

と
が
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
両
側
面
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
は
な
い
。
た
だ
し
こ

こ
に
両
面
の
「
同
時
性 G

leichzeitigkeit

」
を
想
定
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
誤
り
に

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
連
続
体
は
把
持
を
含
む
以
上
、
時
間
的
な
ず
れ
を
必
ず
は
ら

ん
で
い
る
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
構
成
さ
れ
た
時
間
性
と
構
成
す
る
意
識
の
広
が
り

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る
時
間
性
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が

「
構
成
す
る
も
の
と
構
成
さ
れ
る
も
の
と
が
合
致
し
て
い
る
。
と
は
い
え
や
は
り

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
合
致
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」（H

uaX
, 381-2

）
と
述
べ

る
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

こ
の
具
体
的
な
合
致
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
弁
別
的
部

分
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
彼
は
心
的
な
も
の
を
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
へ
と
分
析
す

る
記
述
心
理
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
、
現
実
に
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
、
全

体
か
ら
独
立
し
た
実
在
と
し
て
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
抽
象
的
契

機
と
し
て
部
分
を
な
し
、
概
念
の
上
で
は
別
個
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

部
分
を
「
弁
別
的 distinktionell 

部
分
」
と
呼
ん
で
い
た
（D

B
, 12ff

）。
例
え
ば

白
い
紙
の
上
の
青
色
の
斑
点
が
も
つ
青
と
い
う
質
と
そ
の
場
所
に
つ
い
て
、
場
所

を
も
た
な
い
青
の
質
も
、
質
か
ら
独
立
な
場
所
も
、
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
斑
点
の
場
所
と
質
と
は
別
物
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

そ
し
て
心
的
な
作
用
と
そ
の
内
容
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
も
、
ブ
レ
ン
タ
ー

ノ
は
そ
こ
に
相
互
に
分
離
さ
れ
え
な
い
弁
別
的
部
分
を
見
て
い
た
（D

B
, 21f

）。

つ
ま
り
作
用
か
ら
独
立
に
内
容
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
内
容
か
ら
独
立
に
作
用
が

存
在
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
両
側
面
は
区
別
さ
れ
、
概
念
の
上
で

は
別
々
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
把
持
の
「
横
の
志
向

性
」
が
形
成
す
る
内
容
の
連
続
体
と
「
縦
の
志
向
性
」
が
形
成
す
る
意
識
の
連
続

体
と
の
関
係
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
。
具
体
的
に
は
両
者

は
合
致
し
て
お
り
、
同
じ
一
つ
の
連
続
体
を
な
し
て
い
る
。
内
容
と
意
識
の
側
面
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は
区
別
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
統
一
の
う
ち
で
の
非
独
立
的
部
分
と
し

て
で
あ
る
。
し
か
し
意
識
の
側
面
は
、
内
容
に
属
す
る
時
間
を
構
成
す
る
以
上
、

構
成
さ
れ
た
時
間
以
前
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
先
に
言
わ
れ
た
「
経
過
で
は
な

い
」
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
静
的
な
ま
っ
た
く
無
時
間
的
な

場
だ
と
み
な
す
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
な
に
ゆ
え
時
間
が
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
が
謎
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
流
れ
」
と
呼
ぶ
の
で

あ
り
、
時
間
に
先
立
つ
と
言
っ
て
も
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
存
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
流
れ
を
考
え
る
際
に
は
、
そ
れ
が
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
内
容
と
作
用
の
具

体
的
統
一
か
ら
非
独
立
的
に
析
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
べ

き
で
あ
る
。
時
間
が
つ
ね
に
流
れ
て
い
る
以
上
、
世
界
の
経
過
と
相
関
し
て
い
つ

で
も
流
れ
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
世
界
の
中
の
具
体
的
対

象
の
持
続
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
自
立
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
無
批
判
に
超
越
論

的
構
成
の
出
発
点
と
し
て
前
提
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
例
え
ば
「
流
れ
と
は
本

来
言
葉
の
あ
や
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
不
当
に
形
而
上
学
的
地
位
を
与
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
疑
問
に
答
え
ら
れ
な
く
な
る
。

そ
の
点
で
は
ブ
ロ
ウ
が
、
あ
た
か
も
時
間
を
構
成
す
る
独
立
し
た
次
元
が
あ
る

か
の
よ
う
に
、
内
容
を
欠
い
て
い
る
ゆ
え
に
ま
っ
た
く
純
粋
で
透
明
な
「
絶
対
的

意
識
流
」
を
想
定
し
て
い
る
（B

rough, L

）
の
は
や
や
危
険
で
あ
る
。
し
か
し

他
方
で
、
例
え
ば
デ
イ
ン
ト
ン
の
唱
え
る
経
験
の
「
シ
ン
プ
ル
・
コ
ン
セ
プ
シ
ョ

ン
」（D

ainton (2000), 57

）
も
、
意
識
と
内
容
の
二
元
論
を
批
判
し
て
具
体
的

な
統
一
と
し
て
捉
え
る
点
で
は
本
論
に
近
い
が
、
分
節
化
を
完
全
に
廃
棄
し
て
端

的
な
一
元
性
と
す
る
限
り
で
は
本
論
と
異
な
る
。
意
識
と
内
容
と
は
、
切
り
離
せ

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
弁
別
的
・
非
独
立
的
な
部
分
と
し
て
、
分
節
構

造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
意
識
の
持
続
と
対
象
的
持
続
と
の
合
致
に
注
目
し
て
い
く

と
、
内
容
的
な
持
続
と
の
合
致
に
即
し
て
意
識
の
分
析
を
す
す
め
る
こ
と
に
な

り
、
時
間
意
識
の
一
般
的
な
形
式
的
考
察
だ
け
で
は
な
く
、
対
象
の
実
質
的
な
特

性
を
も
考
慮
し
た
分
析
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
時
間
意
識
の
現
象
学

が
、
内
容
の
質
や
形
態
に
も
と
づ
く
類
似
性
・
近
接
性
に
よ
る
触
発
・
連
合
な
ど

の
現
象
を
も
考
慮
に
入
れ
た
、
発
生
的
現
象
学
に
移
行
す
る
。
発
表
で
は
こ
こ
か

ら
「
志
向
的
変
様
」
に
即
し
た
遡
行
的
な
分
析
（
田
口
、186ff

）
と
、
そ
の
展
開

と
し
て
の
ベ
イ
ズ
統
計
学
の
応
用
（
田
口
＆
大
塚
＆
西
郷
）
に
接
続
す
る
道
を
示

唆
し
つ
つ
、
た
だ
し
現
象
学
者
と
し
て
は
現
象
に
即
し
た
記
述
を
踏
み
越
え
る
よ

う
な
仮
説
形
成
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
、
こ
の
点
で
は
経
験
科
学
の
研
究
成
果

か
ら
学
ぶ
姿
勢
が
大
事
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
提
言
を
し
て
論
を
結
ん
だ
。

質
疑
で
は
い
く
つ
か
議
論
が
な
さ
れ
、
発
表
者
の
側
で
は
、
こ
こ
で
の
ザ
ハ

ヴ
ィ
批
判
は
先
反
省
的
自
己
意
識
の
議
論
に
は
及
ば
な
い
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

な
お
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
図
式
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
質
問
に
十
分
に
返

答
で
き
な
か
っ
た
の
で
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
と
、
身
体
図
式
や
ボ
デ
ィ
・
イ

メ
ー
ジ
も
、
世
界
か
ら
の
認
知
や
世
界
へ
の
行
動
を
媒
介
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ

で
は
経
験
の
蓄
積
に
よ
っ
て
記
憶
が
更
新
さ
れ
た
り
、
予
測
が
習
慣
性
や
近
接
的

な
把
持
の
統
制
を
受
け
て
調
整
さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ミ
ニ
マ

ル
に
見
れ
ば
時
間
意
識
の
構
造
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
る
。
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提
題
（
二
）
西
村
正
秀
「
絶
対
的
で
時
間
構
成
す
る
意
識
の
流
れ
と
ベ
イ
ズ
的

把
持
主
義
」　

本
発
表
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
理
論
が
現
在
の
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
と

ど
こ
ま
で
整
合
的
に
理
解
で
き
る
の
か
を
、
リ
ッ
ク
・
グ
ラ
ッ
シ
ュ
が
展
開
し
て

い
る
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
模
索
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
理
論
が
標
準
的
に
は
把
持
主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
彼
が
時
間
意
識
に
設
け
た
「
把
持
・
原
印

象
・
予
持
」
と
い
う
三
項
構
造
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、

近
年
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
理
論
は
把
持
主
義
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
延
長

主
義
的
側
面
も
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（e.g., H

oerl (2013)

）。

後
者
の
側
面
を
支
え
る
の
は
、
彼
が
一
九
〇
九
︱
一
一
年
に
導
入
し
た
「
絶
対
的

で
時
間
構
成
す
る
意
識
の
流
れ
」
と
い
う
概
念
（
以
下
、「
絶
対
的
な
意
識
の
流

れ
」
と
略
記
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
理

論
の
継
承
を
明
言
し
な
が
ら
も
、
自
身
の
理
論
に
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
を
組
み

込
む
こ
と
を
意
図
的
に
拒
否
し
て
い
る
（G

rush (2006), 448

）。
ま
た
、
彼
に
続

く
他
の
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
者
も
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
を
無
視
し
て
い
る
。
こ

の
傾
向
に
反
し
て
、
本
発
表
で
は
、
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
は
グ
ラ
ッ
シ
ュ
流
の

理
論
に
整
合
的
な
仕
方
で
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
具
体

的
に
は
、
⑴
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
の
動
的
性
格
と
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
の
動
的

性
格
は
重
な
り
合
う
こ
と
、
⑵
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
に
は
延
長
主
義
的
側
面
を
読

み
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
う
二
点
を
示
し
た
。
以
下
、
こ
の
二
点
に
至
る

議
論
を
概
略
す
る
。

最
初
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
意
識
理
論
が
持
つ
把
持
主
義
的
側
面
と
延
長
主

義
的
側
面
を
確
認
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
身
の
理
論
に
何
回
か
の
変
更
を
加
え
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て
い
る
が
、
本
発
表
で
は
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
け
る
一
九
〇
九
︱

一
一
年
の
修
正
理
論
と
一
九
一
七
︱
一
八
年
の
『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
に
的
を
絞

る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
彼
の
時
間
意
識
理
論
の
把
持
主
義
的
側
面
を
支
え
る

の
は
「
把
持
・
原
印
象
・
予
持
」
で
あ
る
。
原
印
象
と
は
現
時
点
の
所
与
に
向
け

ら
れ
る
意
識
作
用
の
位
相
、
把
持
と
は
少
し
前
に
与
え
ら
れ
て
ま
だ
意
識
に
残
っ

て
い
る
も
の
に
向
け
ら
れ
る
意
識
作
用
の
位
相
、
予
持
と
は
次
に
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
予
測
さ
れ
る
も
の
に
向
け
ら
れ
た
意
識
作
用
の
位
相
で
あ
る
。
こ
の
時
間

意
識
の
三
項
構
造
は
、
現
時
点
に
お
け
る
瞬
間
的
経
験
が
過
去
と
未
来
に
延
長
し

た
表
象
内
容
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
把
持
主
義
的
側
面
を
構
成
す
る
。
一

方
、
延
長
主
義
的
側
面
を
支
え
る
の
は
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
で
あ
る
。
絶
対

的
意
識
と
は
、
時
間
的
経
験
を
構
成
す
る
最
も
基
礎
的
な
作
用
が
伴
う
意
識
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
時
間
的
経
験
で
は
意
識
自
体
も
時
間
的
に
流
れ
て

い
る
。
こ
の
流
れ
を
構
成
す
る
の
は
時
間
意
識
の
三
項
構
造
が
持
つ
再
帰
的
性

質
で
あ
る
が
、
三
項
構
造
の
ど
の
要
素
を
重
視
す
る
の
か
に
関
し
て
一
九
〇
九
︱

一
一
年
の
修
正
理
論
と
『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
に
は
違
い
が
あ
る
。
前
者
で
重
視
さ

れ
た
の
は
把
持
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
点
で
把
持
さ
れ
る
の
は
過
去
の
時
間
意
識
全

体
で
あ
る
。
こ
の
過
去
の
時
間
意
識
自
体
も
三
項
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
さ
ら
に

過
去
の
時
間
意
識
を
把
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
把
持
は
入
れ
子
状
態
に
な
っ

て
お
り
、
原
印
象
は
次
第
に
把
持
の
把
持
⋮
と
変
容
し
て
い
く
。
こ
の
把
持
的
変

容
が
構
成
す
る
「
一
次
的
な
疑
似
時
間
的
秩
序
」
が
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
で
あ

る
。
こ
の
流
れ
は
主
観
的
時
間
を
構
成
す
る
基
礎
的
要
素
な
の
で
そ
れ
自
体
は
時

間
の
中
に
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
の
時
間
を
表
す
語
彙
で
描
写
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（「
疑
似
時
間
的
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に

よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
が
形
而
上
学
的
に
基
礎
的
な
単
位
で
あ
り
、
瞬

間
的
経
験
は
流
れ
と
い
う
延
長
性
を
も
っ
た
経
験
の
位
相
と
し
て
の
み
存
在
す

る
（H

usserl (1966), 74; H
oerl (2013), 403-4

）。
こ
れ
は
彼
の
理
論
が
延
長
主

義
的
側
面
を
持
つ
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
延
長
主
義
的
側
面
は
『
ベ
ル
ナ

ウ
草
稿
』
で
強
化
さ
れ
る
。『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
最
終
的
に
受

け
入
れ
た
理
論
（K

ortoon (2002), C
h. 4

）
で
は
、
三
項
構
造
に
お
け
る
予
持
が

重
視
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
予
持
は
原
印
象
に
先
立
つ
意
識
と
さ
れ
、
時
間
意

識
は
予
持
が
充
実
さ
れ
て
原
印
象
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
動
的
に
記
述
さ
れ

る
。
一
九
〇
九
︱
一
一
年
の
修
正
理
論
で
は
、
原
印
象
に
は
時
間
意
識
の
出
発
点

と
し
て
、
特
権
的
身
分
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
ベ
ル
ナ
ウ
草

稿
』
で
は
、
原
印
象
は
も
は
や
充
実
が
増
大
し
て
い
く
予
持
と
充
実
が
減
少
し
て

い
く
把
持
が
交
差
す
る
「
限
界
点
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

（H
usserl (2001), 39

）。
現
在
と
い
う
瞬
間
は
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
と
い
う
全

体
の
中
で
の
み
有
意
味
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
時
間
的
に
延
長
し
た

経
験
を
形
而
上
学
的
に
基
礎
的
な
単
位
に
す
る
と
い
う
延
長
主
義
の
特
徴
を
よ
り

鮮
明
な
形
で
表
し
て
い
る
。

次
に
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
の
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
を
概
説
す
る
。
彼
の
理
論
は
「
軌

道
見
積
も
り
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
（e.g., G

rush (2007)

）。
こ
の
モ
デ
ル
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
( i )
「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
・
予
測
・
平
滑
化
」
と
い
う
ベ
イ
ズ

的
道
具
立
て
と
、
(ii)
時
間
的
経
験
の
ス
ケ
ー
ル
変
動
性
の
二
点
を
押
さ
え
る
必
要

が
あ
る
。
ま
ず
、
( i )
か
ら
見
て
み
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
論
で
は
、
知
覚
さ
れ

た
内
容
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
一
定
の
期
間
把
持
さ
れ
る
と
い
う
受
動
的
な
仕
方
で

描
写
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
の
理
論
で
は
、
把
持
さ
れ
た
内
容
は
新

し
く
与
え
ら
れ
た
情
報
に
応
じ
て
常
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
ュ
が

こ
の
よ
う
な
能
動
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
採
用
し
た
理
由
は
、
ポ
ス
ト
デ
ィ
ク
テ
ィ
ヴ

効
果
（
時
間
錯
覚
の
一
種
）
の
よ
う
に
、
時
間
的
経
験
に
は
把
持
さ
れ
た
内
容

が
後
の
時
点
で
変
更
さ
れ
る
事
例
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
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グ
・
予
測
・
平
滑
化
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
変
更
を
説
明
す
る
道
具
立
て
で
あ

る
。
こ
の
道
具
立
て
は
カ
ル
マ
ン
・
フ
ィ
ル
タ
で
使
用
さ
れ
る
ア
イ
テ
ム
で
あ

る
。
カ
ル
マ
ン
・
フ
ィ
ル
タ
と
は
信
号
か
ら
ノ
イ
ズ
を
除
去
す
る
方
法
の
一
種
で

あ
り
、
通
時
的
に
変
化
す
る
状
態
を
推
定
す
る
。
そ
の
推
定
は
事
前
知
識
か
ら
得

ら
れ
た
見
積
も
り
を
実
際
に
与
え
ら
れ
た
情
報
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
す
る
と
い
う
ベ
イ
ズ
的
方
法
で
な
さ
れ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
ュ
は
カ
ル
マ
ン
・
フ
ィ

ル
タ
を
時
間
的
経
験
の
説
明
に
適
用
し
た
。
時
間
的
経
験
は
知
覚
状
態
の
一
種
で

あ
る
が
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
は
知
覚
状
態
を
感
覚
状
態
か
ら
区
別
す
る
。
感
覚
状
態
と

は
感
官
に
よ
っ
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
、
ま
だ
解
釈
が
加
え
ら
れ
る
前
の
情
報

で
あ
り
、
ノ
イ
ズ
を
含
む
。
こ
の
感
覚
状
態
か
ら
ノ
イ
ズ
を
取
り
去
り
、
主
体
が

事
前
知
識
に
基
づ
い
て
、
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
に
関
す
る
整
合
的
か
つ
正
確
な

表
象
と
し
て
解
釈
し
た
も
の
が
知
覚
状
態
で
あ
る
。
カ
ル
マ
ン
・
フ
ィ
ル
タ
は
、

こ
の
よ
う
な
知
覚
状
態
が
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
。
ま
ず
、
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
は
環
境
に
関
す
る
正
確
な
表
象
を
形
成
す
る
た
め
に
、
感
覚
状
態
が
含

む
ノ
イ
ズ
を
取
り
除
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
次
に
、
予
測
は
ノ
イ
ズ
を
取
り
除
い

た
情
報
と
こ
れ
ま
で
形
成
さ
れ
て
き
た
環
境
の
表
象
を
基
に
、
新
し
い
未
来
の
環

境
の
表
象
を
予
測
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
最
後
に
、
平
滑
化
は
そ
の
予
測
を
基

に
、
過
去
の
環
境
の
表
象
を
修
正
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ

ス
を
経
て
形
成
さ
れ
る
知
覚
状
態
は
、
環
境
が
一
定
の
時
間
幅
で
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
く
の
か
と
い
う
「
軌
道
」
を
そ
の
中
間
時
点
で
見
積
も
る
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
中
間
時
点
で
の
知
覚
状
態
が
通
時
的
軌
道
を
表
象
内
容
と
し
て
持

つ
の
で
、
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
は
把
持
主
義
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル

で
は
、
把
持
さ
れ
た
内
容
は
常
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
る
の
で
、
ポ
ス
ト
デ
ィ
ク

テ
ィ
ヴ
効
果
は
無
理
な
く
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
理
由
と
し
て
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ

は
延
長
主
義
に
対
す
る
把
持
主
義
の
理
論
的
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
。

次
に
、
(ii)
を
見
て
み
よ
う
。
時
間
的
経
験
の
ス
ケ
ー
ル
変
動
性
と
は
、
グ
ラ
ッ

シ
ュ
が
近
年
の G

rush (2016

）
で
導
入
し
た
要
素
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、

軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
二
〇
〇
㎳
以
内
と

い
う
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル
の
時
間
的
経
験
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
（
そ

れ
ゆ
え
、
二
〇
〇
㎳
を
超
え
た
時
間
的
経
験
に
つ
い
て
は
、
把
持
主
義
で
は
な

く
延
長
主
義
が
成
立
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。
従
来
の
時
間

意
識
理
論
は
、
時
間
的
経
験
は
A
理
論
的
性
質
を
持
つ
と
い
う
見
解
と
、
時
間
的

経
験
の
性
質
は
ス
ケ
ー
ル
に
よ
っ
て
変
動
し
な
い
と
い
う
見
解
を
前
提
し
て
き

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
時
間
的
経
験
は
マ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル
で

は
A
理
論
的
性
質
を
持
つ
が
、
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル
で
は
B
理
論
的
性
質
を
持
つ

こ
と
を
主
張
す
る
。
A
理
論
的
性
質
と
は
、「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
と
い
う
時

制
的
表
現
で
描
写
さ
れ
る
実
在
的
性
質
で
あ
る
。
一
方
、
B
理
論
的
性
質
と
は
、

「
よ
り
前
・
同
時
・
よ
り
後
」
と
い
う
非
時
制
的
表
現
で
描
写
さ
れ
る
関
係
的
性

質
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
㎳
以
内
の
時
間
的
経
験
で
は
、
過

去
と
未
来
に
挟
ま
れ
た
「
現
在
」
と
い
う
性
質
は
表
象
さ
れ
ず
、「
よ
り
前
・
同

時
・
よ
り
後
」
と
い
う
出
来
事
間
の
関
係
が
表
象
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
グ

ラ
ッ
シ
ュ
は
、「
脳
の
情
報
処
理
機
構
が
持
つ
制
約
の
た
め
、
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー

ル
で
は
知
覚
プ
ロ
セ
ス
は
マ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
認
識
さ
れ
う
る
よ
う
な

「
今
」
を
定
義
す
る
時
点
（
こ
こ
を
越
え
れ
ば
時
間
意
識
が
生
じ
る
と
い
う
正
確

な
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ラ
イ
ン
）
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
ダ
ニ
エ
ル
・

デ
ネ
ッ
ト
と
マ
ル
セ
ル
・
キ
ン
ズ
ボ
ー
ン
の
意
見
を
挙
げ
て
い
る
（D

ennett and 
K

insbourne (1992)

）。
こ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
的
経

験
の
説
明
が
把
持
主
義
で
あ
る
べ
き
な
の
は
、
ポ
ス
ト
デ
ィ
ク
テ
ィ
ヴ
効
果
が

二
〇
〇
㎳
以
内
で
生
じ
る
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
の
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
の
概
説
で
あ
る
。
で
は
、
フ
ッ
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サ
ー
ル
が
唱
え
た
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
は
、
こ
の
理
論
に
組
み
込
む
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
の
適
用
範
囲
が
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル

の
時
間
的
経
験
に
絞
ら
れ
て
い
る
以
上
、
考
察
す
る
べ
き
は
二
〇
〇
㎳
以
内
の
時

間
的
経
験
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
上
述
し
た
⑴

⑵
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
肯
定
的
解
答
を
与
え
た
。
ま
ず
、
⑴
の
「
ベ
イ
ズ
的
把

持
主
義
の
動
的
性
格
と
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
の
動
的
性
格
は
重
な
り
合
う
」
と

い
う
主
張
か
ら
始
め
よ
う
。
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
で
は
、
時
間
の
流
れ
に
関
す

る
現
象
的
性
格
は
時
間
的
経
験
を
構
造
的
表
象
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
説
明
さ

れ
る
。
構
造
的
表
象
と
は
、
表
象
内
容
と
表
象
媒
体
の
間
に
構
造
的
類
似
性
が

成
立
し
て
い
る
表
象
の
こ
と
で
あ
る
（W

iese (2018), 211

）。
グ
ラ
ッ
シ
ュ
は
心

的
表
象
を
「
エ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
」
と
し
て
理
解
す
る
（G

rush (1995)

）。
エ
ミ
ュ

レ
ー
タ
ー
と
は
、
他
の
シ
ス
テ
ム
の
出
入
力
操
作
を
真
似
る
道
具
立
て
の
こ
と
で

あ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
知
覚
な
ど
の
神
経
シ
ス
テ
ム
は
エ
ミ
ュ
レ
ー

タ
ー
で
あ
り
、
そ
の
数
学
的
計
算
プ
ロ
セ
ス
は
実
在
的
対
象
の
シ
ス
テ
ム
の
写
像

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
的
表
象
は
そ
の
内
容
と
の
構
造
的
類
似
性
を
持
つ
構
造

的
表
象
で
あ
る
。
時
間
の
流
れ
に
関
す
る
現
象
的
性
格
を
説
明
す
る
の
も
、
構
造

的
表
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
間
的
経
験
の
動
的
性
格
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
ュ
に

よ
れ
ば
、
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
で
措
定
さ
れ
る
表
象
（「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
・

予
測
・
円
滑
化
」
と
い
う
ベ
イ
ズ
的
推
論
を
行
う
内
的
モ
デ
ル
）
は
、
外
界
で

実
際
に
生
じ
て
い
る
変
化
を
反
映
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（G

rush (2008), 
156

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
時
間
の
流
れ
は
表
象
内
容
と
媒
体
の
構
造
的
類
似
性
に

基
づ
い
て
い
る
（H

ohw
y et al. (2016)

）。
さ
ら
に
、「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
・
予

測
・
円
滑
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
出
来
事
の
時
間
的
軌
道
を
構
成
す
る

0

0

0

0

と
い
う

動
的
性
格
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
時
間
の
流
れ
に
関
す
る
現
象
的
性
格
は
表
象
の
動

的
性
格
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
動
的
性
格
は
、
絶
対

的
な
意
識
の
流
れ
が
持
つ
動
的
性
格
と
重
な
り
合
う
。『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
で
は
、

時
間
意
識
の
三
項
構
造
が
持
つ
動
的
性
格
が
「
予
持
充
実
」
と
い
う
形
で
強
調
さ

れ
た
。
時
間
的
経
験
で
は
過
去
の
経
験
を
基
に
次
に
起
こ
る
こ
と
が
予
持
さ
れ
、

そ
れ
が
充
実
さ
れ
る
こ
と
で
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
絶
対
的
意
識
の
動
的
性
格
は
、
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
で
措
定
さ
れ
る
表
象
の

動
的
性
格
と
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
は
軌

道
見
積
も
り
モ
デ
ル
の
中
に
位
置
づ
け
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
⑵
の
「
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
に
は
延
長
主
義
的
側
面
を
読
み
込
む
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
主
張
に
移
ろ
う
。
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
理

論
に
延
長
主
義
的
側
面
を
付
与
し
て
い
た
。
⑴
が
正
し
け
れ
ば
、
軌
道
見
積
も
り

モ
デ
ル
も
延
長
主
義
的
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
可
能
な
の
か
。
こ

の
問
題
に
対
し
て
は
、「
二
〇
〇
㎳
以
内
の
時
間
的
経
験
は
B
理
論
的
性
質
の
み

を
有
す
る
」
と
い
う
グ
ラ
ッ
シ
ュ
の
主
張
を
踏
ま
え
れ
ば
、
肯
定
的
に
答
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
が
生
み
出
す
延
長
主
義
も
B
理

論
的
性
質
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
。
ジ
ョ
ン
・
B
・
ブ
ロ
ウ
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
を
説
明
す
る
際
に
、「
現
在
」「
過

去
」「
未
来
」
と
い
っ
た
A
理
論
的
性
質
を
表
す
語
句
を
避
け
て
、「
現
実
の
時
点

よ
り
も
前
（voraktuell

）」
や
「
現
実
の
時
点
よ
り
後
（nachaktuell

）」
と
い
っ

た
B
理
論
的
性
質
を
表
す
語
句
を
意
図
的
に
使
用
し
て
い
る
（H

usserl (1966), 
83; B

rough (2010), 32

）。
ま
た
、
上
で
見
た
よ
う
に
、『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
で

は
、
原
印
象
は
予
持
と
把
持
と
の
関
係
的
身
分
の
み
を
付
与
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
事
柄
は
、
絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
と
そ
れ
が
生
み
出
す
延
長
主
義
的
側
面
は

B
理
論
的
性
質
を
表
す
語
句
で
記
述
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
絶
対
的
な
意

識
の
流
れ
が
生
み
出
す
延
長
主
義
を
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
に
組
み
入
れ
る
際
の

ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
役
割
を
果
た
す
。
第
二
に
、
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
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は
、
軌
道
見
積
も
り
モ
デ
ル
が
把
持
主
義
で
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
否
定
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
。
ま
ず
、
把
持
主
義
で
は
現
在
と
い
う
時
点
に
特
権
的
身
分
が
与
え
ら

れ
る
が
、
B
理
論
は
現
在
を
特
権
化
す
る
理
論
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
ミ
ク
ロ
・

ス
ケ
ー
ル
で
は
、
把
持
主
義
と
延
長
主
義
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
決
定
す
る
経

験
科
学
的
な
証
拠
が
存
在
し
な
い
。
上
で
「
二
〇
〇
㎳
以
内
で
は
、
こ
こ
を
越
え

れ
ば
時
間
意
識
が
生
じ
る
と
い
う
正
確
な
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
・
ラ
イ
ン
が
脳
内
に
存

在
し
な
い
」
と
い
う
デ
ネ
ッ
ト
と
キ
ン
ズ
ボ
ー
ン
の
指
摘
を
見
た
。
サ
イ
モ
ン
・

プ
ロ
ッ
サ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、
二
〇
〇
㎳
以
内
で

は
、
時
間
的
経
験
を
生
む
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
把
持
主
義
と
延
長
主
義
に
違
い
は

な
く
な
る
（Prosser (2016)

）。
こ
こ
で
グ
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
ミ
ク
ロ
・
ス
ケ
ー
ル

で
延
長
主
義
を
採
る
と
ポ
ス
ト
デ
ィ
ク
テ
ィ
ヴ
効
果
が
説
明
で
き
な
く
な
る
と
反

論
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
延
長
主
義
の
枠
組
み
で
ポ
ス
ト
デ
ィ
ク
テ
ィ
ヴ
効
果

を
説
明
す
る
理
論
が
近
年
提
案
さ
れ
て
お
り
（Piper (2019)

）、
グ
ラ
ッ
シ
ュ
の

反
論
は
決
定
的
で
は
な
い
。

以
上
が
主
張
⑴
⑵
を
導
く
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、
本
発
表
で
は

絶
対
的
な
意
識
の
流
れ
が
現
代
の
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
の
中
に
整
合
的
に
組
み
入

れ
ら
れ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
た
。
な
お
、
以
上
に
概
略
し
た
議
論
を
、
そ
れ
に
対

し
て
予
想
さ
れ
る
反
論
と
再
反
論
を
含
め
て
詳
細
に
展
開
し
た
完
全
版
は
、
論
文

と
し
て
『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
研
究
年
報
』
第
二
八
巻
に
掲
載
予
定
な
の
で
、
関

心
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を
一
読
さ
れ
た
い
。

最
後
に
、
本
発
表
後
の
質
疑
応
答
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
し
て
お
く
。
本
発
表
に

対
し
て
は
、
現
代
の
ベ
イ
ズ
的
把
持
主
義
に
関
す
る
質
問
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時

間
意
識
理
論
が
持
つ
延
長
主
義
的
側
面
に
関
す
る
質
問
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
た
。
具

体
的
に
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
ベ
イ
ズ
的
知
覚
理
論
は
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
知
覚

の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
ち
う
る
の
か
な
ど
の

話
題
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
で
は
絶

対
的
な
意
識
の
流
れ
を
全
知
の
神
的
意
識
に
な
ぞ
ら
え
る
箇
所
が
存
在
す
る
が
、

そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
理
論
の
B
理
論
的
解
釈
を
補
強
す
る
の
か
と
い
う
論
点
が
提

出
さ
れ
、
今
後
考
察
す
る
べ
き
対
象
と
な
っ
た
。
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51 フッサールの多様体論と存在論：志向的対象の観点から

は
じ
め
に

多
様
体
（M

annigfaltigkeit

）
の
概
念
に
関
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
は
二

つ
の
文
脈
が
交
わ
る
仕
方
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
数
学
の
文
脈
、
と
り

わ
け
数
学
基
礎
論
あ
る
い
は
数
理
論
理
学
の
文
脈
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
、
も

う
ひ
と
つ
は
数
学
に
限
ら
れ
な
い
存
在
論
や
学
問
論
一
般
の
文
脈
で
あ
る
。
そ
の

上
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
多
様
体
の
理
論
を
ま
さ
に
両
者
を
接
続
す
る
統
一
的
な
枠

組
み
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
（
以
下
初
版
に
よ
る
）

に
お
い
て
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
形
式
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ

る
可
能
な
理
論
と
い
う
概
念
の
対
象
的
相
関
者
」
に
あ
た
る
も
の
を
数
学
者
は
多

様
体
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
多
様
体
に
つ
い
て
の
理
論
の
「
最4

も
一
般
的
な
理
念

4

4

4

4

4

4

4

」
が
、
数
学
的
関
心
の
制
約
を
超
え
て
「
可
能
な
諸
理
論
［（
あ

る
い
は
諸
領
域
）］
の
本
質
的
な
諸
類
型
を
確
定
的
に
形
づ
け
、
そ
れ
ら
の
間
の

合
法
則
的
関
係
を
探
究
す
る
学
問
」
と
し
て
の
多
様
体
論
な
の
で
あ
る
（H

ua 
X

V
III, 250f.; 

強
調
原
文
、［
］
内
は
第
二
版
で
の
挿
入
）1

。

数
学
に
お
け
る
多
様
体
論
を
出
発
点
に
持
つ
こ
と
を
考
え
れ
ば
自
然
な
成
り
行

き
で
あ
る
が
、
二
つ
の
文
脈
に
属
す
る
多
様
体
論
の
う
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て

よ
り
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』

で
も
主
だ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
数
理
論
理
学
に
関
わ
る
多

様
体
の
理
論
で
あ
る
。
現
代
の
モ
デ
ル
理
論
に
相
当
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
の
多
様
体
論
の
解
釈
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
と
意
味
論
的
完

全
性
の
問
題
と
の
関
係
の
検
討
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
理
的
な
方
向
で
の
フ
ッ

サ
ー
ル
多
様
体
論
の
解
釈
に
お
い
て
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。

他
方
で
多
様
体
論
が
、『
形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
に
加
え
て
『
論

理
学
研
究
』
や
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
も
形
式
存
在
論
や
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と

関
わ
る
仕
方
で
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
多
様

体
を
純
粋
数
学
に
留
ま
ら
な
い
、
よ
り
広
い
範
囲
で
の
存
在
論
や
学
問
論
の
文

脈
で
も
論
じ
て
い
る
（cf. H

ua X
V

III, 

§69; H
ua III/1, 

§72

）。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
議
論
は
も
っ
ぱ
ら
高
い
一
般
性
の
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
、
扱
わ
れ
る
例

に
つ
い
て
も
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
多
様
体
概
念
が
存
在
論
や
学
問
論
の

具
体
的
な
論
点
に
ど
う
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
に
は
解
明
の

余
地
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
多
様
体
論
に
与
え
た
理
論
的
射
程
を
評
価
し
、
そ

の
意
義
を
最
大
限
に
引
き
出
す
上
で
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な

課
題
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
関
し
て
、
本
稿
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
初
期
（
一
八
九
四
年
）
の
論
考

で
あ
る
『
志
向
的
対
象
』（＂ Intentionale G

egenstände＂

）
草
稿
（Schuhm

ann 
1991, 142–76. 

以
下 IG

）2 
に
お
け
る
多
様
体
概
念
に
注
目
す
る
。
多
様
体
の

理
論
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
心
は
少
な
く
と
も
『
志
向
的
対
象
』
と
同
時
期
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
多
様
体
論
と
存
在
論
：
志
向
的
対
象
の
観
点
か
ら小　

関　

健
太
郎
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一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
論
理
代
数

に
お
け
る
多
様
体
概
念
の
検
討
を
含
む
一
八
九
一
年
の
書
評
（H

ua X
X

II, 3–43

）

に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
同
草
稿
は
志
向
的
対
象
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
、
数
学

的
対
象
に
関
し
て
数
学
的
多
様
体
へ
の
言
及
を
含
む
と
同
時
に
、
そ
の
議
論
が
数

学
と
合
わ
せ
て
神
話
や
物
語
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
虚
構
的
対
象
を

主
題
的
に
扱
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
存
在
論
一
般
の
観
点
か
ら
の
多
様
体

論
の
具
体
的
な
検
討
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
存
在
論
を
具
体
的
な
論
点
と
し
て
、
同
草
稿
に
お
け
る
志
向
的
対
象

の
理
論
が
多
様
体
論
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
形
で
再
構
成
で
き
る
こ
と
を
示
す
こ
と

で
あ
る
。

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、『
志
向
的
対
象
』
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
の
背
景
を
確
認
す
る
（
一
節
）。
次
に
、『
志
向
的
対
象
』
に
お
け
る
多
様
体

概
念
の
内
実
と
、
志
向
的
対
象
と
の
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
数
学
と

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
対
象
の
事
象
内
容
性
の
差
異
が
多
様
体
の
理
論
的
な
位

置
づ
け
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
論
じ
る
（
二
三
節
）。
最
後
に
、『
志
向
的
対

象
』
の
多
様
体
概
念
を
形
式
存
在
論
と
の
関
わ
り
の
下
で
検
討
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル

多
様
体
論
の
現
代
的
解
釈
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
同
草
稿
の
議
論
が
多
様
体
論
の

理
解
に
関
し
て
固
有
の
含
意
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
（
四
節
）。
二

三
節
で

は
『
志
向
的
対
象
』
に
内
在
的
な
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
範
囲
で
の
多
様
体

論
に
議
論
を
限
定
し
、
四
節
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
多
様
体
論
の
全
体
像
に
対
す

る
そ
の
位
置
づ
け
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一.

『
志
向
的
対
象
』
の
位
置
づ
け

『
志
向
的
対
象
』
草
稿
は
一
八
九
四
年
に
『
表
象
と
対
象
』
と
い
う
題
で
書
か

れ
た
草
稿
の
う
ち
残
存
す
る
第
二
部
で
あ
り
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
ト
フ
ァ
ル
ド

フ
ス
キ
の
『
表
象
の
内
容
と
対
象
の
理
論
に
つ
い
て
』
の
議
論
を
批
判
的
に
踏
ま

え
つ
つ
、
志
向
的
対
象
に
関
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
独
自
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。

『
志
向
的
対
象
』
は
少
な
く
と
も
、『
論
理
学
研
究
』
の
公
刊
の
前
後
を
含
む
そ

の
後
十
数
年
間
、
マ
イ
ノ
ン
グ
の
志
向
的
対
象
の
理
論
と
の
関
係
で
重
視
さ
れ
て

お
り
、
実
際
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
〇
二
年
の
マ
イ
ノ
ン
グ
宛
書
簡
に
同
草
稿
を

添
付
し
て
い
る
（cf. R

ollinger 1999, 187f.

）。
研
究
の
先
行
関
係
を
め
ぐ
る
両

者
の
対
立
を
背
景
に
返
信
で
マ
イ
ノ
ン
グ
は
草
稿
の
閲
覧
を
謝
絶
し
て
い
る
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
一
九
〇
六
年
の
手
記
に
は
、
同
草
稿
を
改
稿
の
上
で
マ
イ
ノ
ン
グ

と
の
対
峙
（A

useinandersetzung

）
と
い
う
位
置
づ
け
で
出
版
す
る
ア
イ
デ
ィ

ア
が
記
さ
れ
て
い
る
（H

ua X
X

IV, 447

）。

『
志
向
的
対
象
』
の
議
論
の
特
徴
的
な
点
は
、
志
向
的
対
象
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
下
で
、
神
話
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
虚
構
的
対
象
と
、
数
や
図
形
の
よ
う

な
数
学
的
対
象
と
が
並
列
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

数
学
の
並
列
は
、
同
草
稿
に
お
け
る
多
様
体
に
関
す
る
論
点
に
寄
与
す
る
仕
方
で

も
な
さ
れ
て
い
る
。
同
草
稿
に
お
け
る
多
様
体
に
関
す
る
主
な
言
及
の
う
ち
ひ
と

つ
は
、
幾
何
学
的
空
間
と
し
て
の
多
様
体
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
数
学
的
多
様
体

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（IG

, 159

）。
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
論
じ
て
い
る
の
は
、

何
ら
か
の
同
一
の
仮
定
（A

ssum
ption

）
の
下
で
の
「
諸
言
明
の
包
括
的
な
多
様
」

（eine um
fassende M

annigfaltigkeit von A
ussagen

）
で
あ
り
、
こ
の
仮
定
と
し

て
こ
こ
で
は
詩
や
神
話
な
ど
の
虚
構
的
仮
定
（fiktive A

ssum
ption

）
と
学
問
的

仮
定
（w

issenschaftliche A
ssum

ption

）
が
並
置
さ
れ
て
い
る
（IG

, 160

）。
数

学
的
多
様
体
と
「
諸
言
明
の
包
括
的
な
多
様
」
の
相
関
者
（
以
下
単
に
「
諸
言
明

に
よ
る
多
様
体
」
と
も
表
記
す
る
）
が
同
一
視
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
は
本
稿
の

課
題
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
論
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
次
節
以
降
で
論
じ
る
。
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一
方
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
数
学
の
並
置
か
ら
は
、
多
様
体
論
と
い
う
論
点
と

は
さ
し
あ
た
り
独
立
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
学
的
真

理
を
単
な
る
虚
構
的
真
理
以
上
の
も
の
と
み
な
し
て
両
者
を
区
別
す
る
場
合
に
、

前
者
の
学
問
性
や
特
権
性
を
い
か
に
し
て
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。 

R
ollinger 

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
数
学
的
真
理
が
虚
構
的
真
理
に
含
ま
れ
る
と

い
う
帰
結
を
示
唆
す
る
同
草
稿
の
立
場
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
区
別
の
要
求
と

の
不
整
合
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
は
そ
の
後
十
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
（R

ollinger 1999, 151f.

）。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、『
志
向
的
対
象
』
の
基
本
的
な
方
針
に
は
存
在
論
的
な

単
純
さ
や
直
観
的
な
説
得
力
の
点
で
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
選
択
と
は
独
立
に
固
有

の
利
点
が
あ
り
、
志
向
的
対
象
に
関
す
る
マ
イ
ノ
ン
グ
の
理
論
や
そ
の
現
代
的
解

釈
と
も
比
較
し
う
る
も
の
で
あ
る
（R

ollinger 1999, 151

）。

二.

『
志
向
的
対
象
』
の
理
論

『
志
向
的
対
象
』
は
表
題
の
通
り
志
向
的
対
象
の
問
題
を
主
題
と
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
中
心
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
無
対
象
的
表
象
の
問
題
、
す
な
わ
ち

「
黄
金
で
で
き
た
山
」
の
よ
う
な
単
に
可
能
な
も
の
や
「
円
形
の
四
角
形
」
の
よ

う
な
不
可
能
な
も
の
の
表
象
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
も
し
何
ら
か
の
対
象
へ
の
関
係
や
方
向
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
を
特
徴

づ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、「
す
べ
て
の
表
象
が
対
象
を
持
つ
」
こ
と
が
成
り
立
つ
べ

き
で
あ
る
が
、
無
対
象
的
表
象
の
事
例
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
こ
の
主
張
に
反
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
志
向
的
対
象
』
で
は
無
対
象
的
表
象
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、

特
定
の
個
別
者
の
表
象
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
「
ラ
イ
オ
ン
」
や
「
三
角
形
」

の
表
象
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
一
般
表
象
の
問
題
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
ず
、「
す
べ
て
の
表
象
が
対
象
を
持
つ
」

と
い
う
言
明
の
意
味
を
、
本
来
的
（eigentlich

）
な
も
の
と
非
本
来
的
な
も
の

に
区
別
し
、
こ
の
言
明
の
本
来
的
な
意
味
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
表
象
に
存
在

す
る
対
象
が
「
対
応
す
る
」（entsprechen

）
と
い
う
意
味
で
は
、
す
べ
て
の
表

象
が
対
象
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
（IG

, 150

）。
一
方
で
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
非
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
表
象
が
対
象
を
「
表
象
す
る
」

（vorstellen

）
こ
と
は
「「
志
向
的
」
対
象
」（＂ intentionale＂  G

egenstände

）
に

関
す
る
こ
と
と
し
て
成
り
立
つ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
志
向
的
対
象
と

い
う
対
象
概
念
が
議
論
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（IG

, 151

）。

志
向
的
対
象
そ
れ
自
体
の
存
在
論
的
な
身
分
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
積
極

的
な
議
論
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
非
本
来
的
な
表
現
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
志
向
的
対
象
」
と
い
う
表
現
は
理
論
的
に
実
質
的
な
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、

例
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
円
形
の
四
角
形
や
四
角
形
、
ま
た
ケ
ル
ベ
ロ
ス
な

ど
は
い
ず
れ
も
志
向
的
対
象
で
あ
る
（IG

, 151

）。
し
か
し
な
が
ら
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
ト
フ
ァ
ル
ド
フ
ス
キ
や
マ
イ
ノ
ン
グ
的
な
意
味
で
、
つ
ま
り
非
存
在
対
象
と

し
て
の
志
向
的
対
象
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
。『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
の
独

自
性
は
、
こ
う
し
た
志
向
的
対
象
が
何
ら
か
の
「
仮
説
」（H

ypothese

）
や
「
仮

定
」
の
下
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
主
張
は
幾
何
学
と
そ
の
対
象
を
例
に
し
て
最
も
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い

る
（IG

, 159

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
志
向
的
対
象
と
し
て
あ
る
図
形
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
実
際
に
は
、
あ
る
幾
何
学
の
体
系
に
お
い
て
そ

の
存
在
が
帰
結
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
に
、
そ
の
体
系
に
よ
っ
て
措
定
さ

れ
る
よ
う
な
、
あ
る
幾
何
学
的
空
間
あ
る
い
は
多
様
体
に
お
い
て
そ
の
図
形
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
に
即
し
て
、
こ
の
こ
と
を
詳
し
く
言
え
ば
次
の
よ
う
に
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な
る
。
ま
ず
、
何
ら
か
の
完
全
か
つ
純
粋
な
幾
何
学
の
体
系
（
体
系
の
基
礎

（G
rundlagen

））
は
、
二
つ
の
種
類
の
諸
言
明
、
す
な
わ
ち
存
在
言
明
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
対
象
に
関
す
る
、
一
般
的
、
法
則
的
な
（nom

ologisch

）

言
明
へ
と
分
析
さ
れ
る
よ
う
な
定
義
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
（
幾
何
学
の

場
合
に
は
幾
何
学
的
空
間
と
な
る
）
多
様
体
の
仮
説
的
な
措
定
（Setzung

）
と

同
じ
こ
と
で
あ
る
（IG

, 159

）。
前
者
は
「
純
粋
な
帰
結
の
体
系
」（System

 der 
reinen K

onsequenzen
）
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
措
定
さ

れ
る
関
係
に
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
部
分
的
な
例
を
補
完
す
れ
ば
、
具
体
例
と
し

て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
公
理
系
と
そ
れ
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
ユ
ー
ク
リ
ッ

ド
空
間
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
幾
何
学
的
対
象
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
例
え
ば
「「
あ
る
（
確
定
的
な
）
空
間
に
お

い
て
」
四
角
形
は
存
在
す
る
が
、
円
形
の
四
角
形
は
存
在
せ
ず
、
三
角
形
は
存
在

す
る
が
、
等
辺
の
直
角
三
角
形
は
存
在
し
な
い
等
々
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
（IG

, 159

）。
さ
ら
に
補
え
ば
、
何
が
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
の
間
で
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
さ
に
同
様
の
構
造
を
志
向
的
対
象
一
般
、
特
に
虚
構

的
対
象
に
関
し
て
見
い
だ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
同
様
に
、
私
た
ち
は
「
ギ

リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
」
精
霊
が
存
在
し
、「
ド
イ
ツ
民
話
に
お
い
て
」
赤
ず
き

ん
が
存
在
す
る
等
々
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
学
問
的
な

仮
説
と
純
粋
な
演
繹
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
け
」
な
の
で
あ
る（IG

, 
159

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
も
ま
た
存
在
言
明
や
法
則
言
明
を

含
む
諸
言
明
の
体
系
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
数
学
の
場
合

と
異
な
り
作
品
の
全
て
の
内
容
が
純
粋
な
論
理
的
帰
結
の
み
に
よ
っ
て
定
ま
る
の

で
は
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
な
お
虚
構
的
対
象
の
存
在
や
非
存
在
は
諸
言
明
か

ら
演
繹
さ
れ
る
内
容
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
し
か
じ
か
に
お
い
て
」
と
い
う
仮
定
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
し
ば
し

ば
暗
黙
的
で
あ
る
（IG

, 160

）。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
は
、
広
い
意
味
で
の
演
繹
体

系
と
そ
れ
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
相
関
者
と
い
う
枠
組
み
と
し
て
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
幾
何
学
の
体
系
と
幾
何
学
的
多
様
体
（
幾

何
学
的
空
間
）
の
場
合
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
志
向
的
対
象
一
般
に
つ
い
て
何

ら
か
の
演
繹
体
系
に
お
け
る
存
在
言
明
が
そ
の
相
関
者
に
お
け
る
志
向
的
対
象
の

領
域
を
規
定
し
、
ま
た
前
者
に
お
け
る
法
則
言
明
が
後
者
に
お
け
る
対
象
の
間
の

法
則
的
関
係
を
規
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
限
り
で
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
場

合
の
よ
う
な
数
学
的
多
様
体
の
理
論
と
（
虚
構
的
対
象
の
理
論
と
し
て
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
存
在
論
を
含
む
）
よ
り
広
義
の
「
諸
言
明
に
よ
る
多
様
体
」
の
理
論
と

は
『
志
向
的
対
象
』
に
お
い
て
少
な
く
と
も
同
じ
枠
組
み
を
共
有
し
て
い
る
。

三.

多
様
体
論
と
事
象
内
容
性
の
問
題

数
学
的
対
象
や
虚
構
的
対
象
を
含
め
た
志
向
的
対
象
一
般
の
存
在
論
に
関
し

て
、『
志
向
的
対
象
』
で
は
、
対
象
が
措
定
さ
れ
る
仮
定
と
し
て
の
何
ら
か
の
演

繹
体
系
と
そ
の
相
関
者
と
い
う
統
一
的
な
枠
組
み
が
数
学
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お

け
る
対
象
を
含
む
志
向
的
対
象
一
般
に
関
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち

数
学
、
特
に
幾
何
学
の
場
合
に
お
け
る
相
関
者
と
し
て
数
学
的
多
様
体
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
数
学
的
な
も
の
と
し
て
の
狭
義
の
多
様
体
概
念

と
、
数
学
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
な
い
「
諸
言
明
に
よ
る
多
様
体
」
を
直
接
対
比

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
志
向
的
対
象
』
に
お
い
て
多
様
体

概
念
に
は
、
そ
れ
を
数
学
的
対
象
の
存
在
論
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
論
に
共
通

し
て
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
道
筋
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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で
は
、
数
学
的
対
象
に
限
定
さ
れ
な
い
志
向
的
対
象
一
般
、
あ
る
い
は
特
に

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
「
諸
言
明
に
よ
る
多
様
体
」
は
、
数
学
的
な
も
の
と
し

て
の
多
様
体
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

『
志
向
的
対
象
』
で
も
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
多

様
体
論
で
も
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
る
両
者
の
重
要
な
違
い
は
、
対
象
に
お
け
る
事

象
内
容
性
の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
端
的
に
言
え
ば
、
数
学
的
対
象
を
フ
ッ

サ
ー
ル
は
形
式
的
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
虚
構
的
対
象
は
ふ

つ
う
質
料
的
対
象
で
あ
る
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。『
志
向
的
対
象
』
に
お
い
て
は
、

「
形
式
数
学
」（form

ale M
athem

atik

）
と
「
事
象
内
実
的
な
数
学
」（reale M

a-
them

atik

）3 
が
対
比
さ
れ
て
お
り
、『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
は
前
者
の
意
味
で

の
数
学
的
対
象
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（IG

, 157

）。
事

象
内
実
的
な
数
学
が
（
図
形
の
図
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
）
直
観
に
支
え
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
形
式
数
学
は
す
べ
て
の
直
観
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お

り
、「
数
学
的
な
連
繋
と
体
系
の
純
粋
な
諸
形
式
を
最
も
一
般
的
な
一
般
性
に
お

い
て
」
扱
う
も
の
で
あ
る
（IG

, 157

）。
し
た
が
っ
て
「
形
式
数
学
」
の
体
系
の

相
関
者
は
、
法
則
的
関
係
に
お
い
て
形
式
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
対
象
領

域
に
属
す
る
対
象
に
お
い
て
も
純
粋
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対

象
が
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
数
学
協
会
で
の
講
演
に
関
連
す
る
一
九
〇
一
年
の
草
稿
で

は
端
的
に
「
形
式
的
対
象
」（form

ale O
bjekte

）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
ま
た
『
論

理
学
研
究
』
第
一
巻
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
数
学
に
お
け
る
多
様
体
論
を
「
最

も
一
般
的
な
意
味
で
の
形
式
数
学

4

4

4

4

」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
（H

ua X
II, 452; 

H
ua X

V
III, 250; 

強
調
原
文
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
広
く
一
般
の
志
向
的
対

象
は
、
ケ
ル
ベ
ロ
ス
の
よ
う
な
虚
構
的
対
象
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
場

合
質
料
的
な
、
事
象
内
容
を
含
む
対
象
で
あ
り
、
質
料
的
な
規
定
性
を
欠
く
形
式

対
象
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
違
い
を
踏
ま
え
て
、
事
象
内
容
性
を
許
容
す
る「
諸
言
明
に
よ
る
多
様
体
」

が
、
形
式
数
学
に
関
す
る
も
の
、
形
式
的
な
も
の
と
し
て
の
多
様
体
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
に
値

す
る
の
は
、
多
様
体
の
概
念
は
そ
れ
自
体
で
は
事
象
内
容
性
を
排
除
す
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。D

a Silva 

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
よ

う
な
、
事
象
内
容
性
を
有
す
る
対
象
の
属
す
る
多
様
体
と
い
う
概
念
が
一
度
検
討

さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（D

a Silva 2000, 425

）。
多
様
体
概
念

の
こ
の
自
由
度
は
、『
志
向
的
対
象
』
に
お
け
る
多
様
体
概
念
を
、
事
象
内
容
性

を
許
容
す
る
「
諸
言
明
に
よ
る
多
様
体
」
に
合
わ
せ
る
形
で
事
象
内
容
性
を
許
容

す
る
も
の
に
拡
大
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
を
こ
の

よ
う
に
解
釈
す
る
場
合
、
志
向
的
対
象
一
般
に
関
す
る「
諸
言
明
に
よ
る
多
様
体
」

は
拡
大
さ
れ
た
意
味
で
の
広
義
の
多
様
体
で
あ
り
、
数
学
的
多
様
体
は
そ
の
特
別

な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
論
と
し
て
の
多
様
体
論
は
、

志
向
的
対
象
と
し
て
の
虚
構
的
対
象
に
関
す
る
言
明
の
真
偽
を
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
諸
言
明
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
多
様
体
に
対
し
て
相
対
的
に
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

4

。

四.

形
式
的
な
も
の
と
し
て
の
多
様
体
と
可
能
世
界

多
様
体
の
概
念
を
事
象
内
容
性
を
許
容
す
る
形
で
拡
大
す
る
こ
と
は
、『
志
向

的
対
象
』
に
お
い
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
体
系
の
相
関
者
が
「
諸
言
明
の
多
様
」
の

相
関
者
と
し
て
数
学
と
も
並
列
的
で
あ
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
比
較
的
テ

キ
ス
ト
に
忠
実
な
解
釈
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、『
志
向
的
対
象
』

以
降
の
本
格
的
な
多
様
体
論
の
展
開
を
考
慮
し
た
場
合
に
、
こ
の
解
釈
は
数
学
に
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限
ら
れ
な
い
存
在
論
や
学
問
論
の
文
脈
に
お
い
て
も
多
様
体
論
が
や
は
り
形
式
的

な
も
の
に
関
す
る
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
緊
張
関
係
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
に
お
い
て
、
多
様
体
論
が
諸
理
論
形
式

（Theorieform
en

）
の
理
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
（H

ua 
X

V
III, 248; cf. H

ua X
V

II, 110

）。
多
様
体
論
が
形
式
的
な
も
の
に
関
す
る
学
で

あ
る
こ
と
は
ま
さ
に
多
様
体
論
を
形
式
存
在
論
に
関
係
づ
け
て
い
る
点
で
あ
り
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
後
年
の
手
記
に
お
い
て
同
草
稿
で
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
事

項
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
一
般

形
式
存
在
論
」（allgem

ein-form
ale O

ntologie

）

を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
鑑
み
れ
ば
、『
志
向
的
対
象
』
の
多
様
体
論
に
つ
い
て
も

形
式
存
在
論
と
の
関
係
は
積
極
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（H
ua X

X
IV, 447

）。

こ
う
し
た
外
在
的
な
事
情
も
考
慮
し
て
、
多
様
体
概
念
を
『
志
向
的
対
象
』
に

お
い
て
も
あ
く
ま
で
形
式
的
な
も
の
と
し
て
限
定
的
に
位
置
づ
け
る
場
合
、
そ
の

役
割
も
こ
れ
に
沿
う
形
で
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
志
向
的
対
象
』
の
理
論

に
お
け
る
「
相
関
者
」
か
ら
事
象
内
容
性
を
排
去
し
て
残
さ
れ
る
範
囲
の
も
の
が

こ
の
狭
義
の
、
形
式
的
な
多
様
体
で
あ
り
、
数
学
が
純
粋
に
形
式
的
な
多
様
体
の

理
論
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
体
系
の
相
関
者
は
、
形
式
存
在
論

に
関
わ
る
形
式
的
な
多
様
体
に
加
え
て
多
様
体
論
の
関
心
領
域
を
超
え
た
事
象
内

容
的
な
部
分
を
（
特
に
そ
れ
に
質
料
的
な
対
象
が
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
含
む

こ
と
に
な
る
。

形
式
的
な
多
様
体
と
事
象
内
容
的
な
部
分
と
い
う
、
両
者
か
ら
な
る
全
体
と
し

て
の
相
関
者
と
い
う
概
念
は Sm

ith

（2002

）
の
多
様
体
解
釈
と
比
較
で
き
る
も

の
で
あ
る
。Sm

ith 

は
、『
危
機
』
書
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
形
式
的
な
多
様

体
を
「「
世
界
一
般
」
の
形
式
的
論
理
的
理
念
」
と
も
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
言
及

し
た
上
で
、
相
関
者
の
全
体
を
世
界
、
あ
る
い
は
事
態
の
世
界
未
満
的
な
総
体
と

し
て
理
解
し
、
多
様
体
を
そ
の
形
式
（
世
界
の
形
式
）
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

（Sm
ith 2002, 106f., 110

）。

Sm
ith 

は
こ
の
解
釈
を
実
質
的
に
は
主
に
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
に
お
け
る

多
様
体
論
を
敷
衍
す
る
形
で
展
開
し
て
い
る
が
、『
志
向
的
対
象
』
に
お
い
て
は

ま
さ
に
「
神
話
の
世
界
」、「
詩
の
世
界
」、「
幾
何
学
の
世
界
」
と
い
っ
た
表
現

が
（
真
正
の
意
味
で
「
世
界
」
と
呼
べ
る
も
の
は
単
一
の
現
実
世
界
の
み
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
た
上
で
）
用
い
ら
れ
て
お
り
（IG

, 159f.

）、
相
関
者
の
全
体

を
あ
る
種
の
可
能
世
界
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う Sm

ith 

の
解
釈
は
本
稿
で
再
構

成
し
た
『
志
向
的
対
象
』
に
お
け
る
多
様
体
論
か
ら
展
開
さ
れ
る
も
の
と
し
て
も

許
容
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

5

。
事
態
に
関
し
て
も
補
足
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は
『
志
向
的
対
象
』
に
お
け
る
議
論
を
表
象
の
対
象
だ
け
で
な
く
判
断
の
対
象

と
し
て
の
事
態
に
も
明
示
的
に
適
用
し
て
お
り
、『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
に
お

い
て
も
事
態
を
含
む
相
関
者
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（IG

, 143

）。
し
た

が
っ
て
、『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
に
お
け
る
事
象
内
容
を
含
む
全
体
と
し
て
の

相
関
者
を
世
界
や
世
界
未
満
的
な
事
態
の
総
体
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ

の
「
世
界
形
式
」
と
し
て
多
様
体
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、『
志
向
的
対
象
』
の

多
様
体
論
を
敷
衍
し
て
理
解
す
る
上
で
の
ひ
と
つ
の
補
助
線
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
『
志
向
的
対
象
』
に
お
け
る
議
論
は
、Sm

ith 

の
解
釈
に
お
い
て
基

本
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
「
世
界
」
の
概
念
に
関
し
て
、
多
様
体
と
の
関
係

に
お
い
て
根
本
的
な
仕
方
で
注
意
を
促
す
と
い
う
点
で
固
有
の
意
義
を
有
し
て

い
る
。
ま
ず
、『
志
向
的
対
象
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
相
関
者
と
し
て
の

世
界
と
い
う
見
方
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
神
話
の
世
界
」、

「
詩
の
世
界
」、「
幾
何
学
の
世
界
」
か
ら
現
実
世
界
を
区
別
す
る
主
張
の
中
で
用

い
て
お
り
、
現
実
世
界
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
世
界
」
は
直
後
に
「
諸
言

明
に
よ
る
多
様
体
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（IG

, 159f.

）。
確
か
に
、
現
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57 フッサールの多様体論と存在論：志向的対象の観点から

実
世
界
の
派
生
概
念
と
し
て
の
「
世
界
」
は
、「
神
話
の
世
界
」
の
多
く
の
事
例

の
よ
う
に
、
現
実
世
界
と
類
比
的
な
も
の
と
し
て
相
関
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
十
分
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
幾
何
学
の
世

界
」、
例
え
ば
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
や
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
そ
れ
は
、

す
べ
て
が
現
実
世
界
と
類
比
的
な
も
の
と
し
て
適
切
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
？
事
情
は
幾
何
学
以
外
の
数
学
や
諸
学
問
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
志
向
的
対
象
』
の
立
場
で
は
、
現
実
世
界
の
派
生
概
念
と

し
て
の
「
世
界
」
の
概
念
が
数
学
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
志
向
的
対
象
の
存

在
論
や
学
問
論
に
お
い
て
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
数
学
的
な
多
様
体

論
を
出
発
点
と
し
て
、
多
様
体
の
概
念
の
一
般
化
と
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
志

向
的
対
象
一
般
の
存
在
論
や
学
問
論
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
志
向
的
対
象
』
の

立
場
か
ら
は
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
形
式
的
な
も
の
と
し
て
の
多
様
体
が
可
能
な
世
界
の
形
式
と
し
て
解
釈
さ
れ

る
と
し
て
も
、
こ
の
多
様
体
こ
そ
が
相
関
者
に
お
け
る
事
象
内
容
性
の
有
無
に
概

念
的
に
先
立
つ
最
も
基
本
的
な
概
念
な
の
で
あ
り
、
諸
言
明
の
体
系
の
相
関
者
を

「
世
界
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
多
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
場
合
の
よ
う
に
、
体

系
の
相
関
者
が
現
実
世
界
に
類
比
的
な
場
合
に
せ
い
ぜ
い
正
当
に
理
解
で
き
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
多
様
体
論
に
お
け
る
多
様
体
の
、
数
学
の
み
に
限

定
さ
れ
な
い
存
在
論
的
概
念
と
し
て
の
位
置
づ
け
や
役
割
の
具
体
化
と
い
う
課
題

に
関
し
て
、『
志
向
的
対
象
』
草
稿
に
お
け
る
数
学
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
存
在
論

が
、
諸
言
明
か
ら
な
る
演
繹
体
系
と
そ
の
相
関
者
と
い
う
枠
組
み
と
し
て
、
多
様

体
論
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
形
で
再
構
成
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
数
学
的
対
象
と

虚
構
的
対
象
に
は
事
象
内
容
性
の
有
無
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
が
、
多
様
体
概
念

を
事
象
内
容
性
を
許
容
す
る
も
の
に
拡
大
す
る
こ
と
で
、
両
者
を
統
一
的
な
多
様

体
論
の
枠
組
み
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
そ
の
後
の
多
様
体
論
の
展

開
を
考
慮
し
て
多
様
体
概
念
を
形
式
的
な
も
の
に
制
約
し
、
特
に
世
界
の
形
式
と

し
て
多
様
体
を
解
釈
す
る
場
合
、『
志
向
的
対
象
』
に
お
け
る
議
論
か
ら
は
、
多

様
体
の
概
念
を
世
界
の
概
念
よ
り
基
本
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
固
有
の
見
方

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

R
ollinger 

は
『
志
向
的
対
象
』
の
立
場
を
マ
イ
ノ
ン
グ
の
志
向
的
対
象
の
理

論
や
そ
の
現
代
的
解
釈
と
比
較
可
能
な
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
多
様
体
論

と
形
式
論
理
学
の
関
連
の
下
で
、
多
様
体
論
を
含
む
も
の
と
し
て
の
『
志
向
的
対

象
』
の
理
論
は
、
こ
の
理
論
と
形
式
論
理
学
と
の
関
連
の
検
討
に
も
手
が
か
り
を

与
え
る
。『
志
向
的
対
象
』
の
理
論
か
ら
は
こ
の
点
で
、
現
代
の
マ
イ
ノ
ン
グ
主

義
、
特
に
形
式
理
論
と
し
て
の
マ
イ
ノ
ン
グ
主
義
意
味
論
と
も
対
比
可
能
な
理
論

が
十
分
に
予
期
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
付
記
）　

本
研
究
は JSPS 

科
研
費 JP20J22514 

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
。

注
1　

引
用
の
訳
出
に
つ
い
て
、
邦
訳
が
あ
る
場
合
に
は
文
献
表
に
挙
げ
た
も
の
を

参
考
に
し
た
。

2　

C
f. H

ua X
X

II, 303–348. 

以
下
で
は
原
則
と
し
て Schuhm

ann 

に
よ
る
新
編

集
版
を
参
照
す
る
。R

ollinger 

に
よ
る
同
版
の
英
訳
も
合
わ
せ
て
参
考
に
し
た
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（R
ollinger 1999, A

ppendix 1

）。

3　

こ
こ
で
は “

real”  

の
語
は
、
非
実
在
性
や
イ
デ
ア
性
と
対
比
さ
れ
る
意
味
で

の
実
在
性
で
は
な
く
、
形
式
性
と
対
比
さ
れ
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、

事
象
内
実
的
と
訳
出
す
る
。

4　

Ryba 
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
と
『
危
機
』
書
の
参
照
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な

広
義
の
多
様
体
概
念
を
暗
黙
的
に
導
入
し
た
上
で
、
類
似
す
る
仕
方
で
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
存
在
論
と
多
様
体
論
を
関
連
づ
け
て
い
る
（Ryba 1990, 234ff.

）。

5　

R
ang 

は H
ua X

X
II 

の
編
者
序
文
で
同
様
の
可
能
世
界
理
論
的
な
解
釈
を
検

討
し
て
い
る
（H

ua X
X

II X
L–X

LI

）。
た
だ
し
、
形
式
的
な
も
の
と
し
て
の
多

様
体
と
い
う
論
点
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
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59 言語の暴力と沈黙の暴力　――「テクストの外」について――

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
二
つ
の
論
考
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ

ジ
ー
に
つ
い
て
』
と
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
に
お
い
て
、「
根
源
的
暴
力
」
に
つ

い
て
幾
分
か
異
な
っ
た
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
六
七
年
の『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』

に
よ
れ
ば
、「
第
一
の
暴
力
」
と
は
、「
言
語
の
暴
力
」
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
に
働

く
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
根
源
的
暴
力
」
で
あ
り
、
通
常
の
意
味
で
の
暴

力
は
、
こ
の
根
源
的
暴
力
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（D

G
, 164

）。
こ
れ
に

対
し
て
、
六
四
年
に
発
表
さ
れ
、
六
七
年
の
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
に
増

補
の
上
再
録
さ
れ
た
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
に
お
い
て
は
、
言
説
が
「
根
源
的
に

暴
力
的
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
言
説
の
暴
力
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
絶
対
的
暴
力
で

あ
る
「
最
悪
の
暴
力
」
に
対
抗
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
原
始
的
で

前

ロ
ゴ
ス
的
な
沈
黙
の
暴
力
」
で
あ
り
、「
純
粋
な
無
も
し
く
は
無
意
味
」
で

あ
る
（V

M
II, 446

）。
こ
の
「
沈
黙
の
暴
力
」
は
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
の
い

う
「
言
語
の
暴
力
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

二
つ
の
論
考
の
間
に
は
、
執
筆
の
時
期
の
違
い
に
よ
る
考
え
方
の
変
化
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
暴
力
と
形
而
上
学
」
の
初
出
版
執
筆
の
後
、
デ

リ
ダ
は
高
等
師
範
学
校
で
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
：
存
在
の
問
い
と
歴
史
』
と
題
さ
れ

た
講
義
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
の
講
義
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
解
体
」

（D
estruktion

）
に
対
応
す
る
訳
語
の
一
つ
と
し
て
「
脱
構
築
」（déconstruction

）

と
い
う
語
が
提
案
さ
れ
る
。『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
で
着
手
さ
れ
る「
現

前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
」
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
論
の
歴
史
の
解
体
」

を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
概
念
は
、「
現
前
の
形
而

上
学
の
脱
構
築
」
の
途
上
で
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
暴
力
と
形
而
上
学
」

の
初
出
版
に
お
い
て
は
、
ま
だ
こ
の
脱
構
築
は
開
始
さ
れ
て
い
な
い

1

。

こ
の
「
沈
黙
の
暴
力
」
の
位
置
づ
け
を
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
れ
が
記

号
の
構
造
に
基
づ
く
「
テ
ク
ス
ト
」
あ
る
い
は
「
差
延
の
シ
ス
テ
ム
」
の
「
外
」

の
可
能
性
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
「
現
前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
」

は
、
一
切
の
真
理
と
明
証
性
の
根
源
と
さ
れ
て
き
た
「
現
在
に
お
け
る
現
前
」
の

特
権
性
を
揺
る
が
す
た
め
に
、
現
前
す
る
「
事
象
そ
の
も
の
」
が
す
で
に
「
記
号

の
運
動
」（D

G
, 36

）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
受
け
継
が
れ
た
記
号
の
概
念
は
徹
底
化
さ
れ
、
言
語
や
記
号
一

般
の
み
な
ら
ず
、「
経
験
一
般
」
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
。「
テ
ク
ス
ト
の
外
は
存

0

0

0

0

0

0

0

0

在
し
な
い

0

0

0

0

」
と
さ
れ
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
痕
跡
と
代
補
に
よ
っ
て
意
味
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
到
来
し
な
い
（227-8

）。
意
味
を
伴
っ
て
現
前
す
る
事
象

は
、
拡
張
さ
れ
た
意
味
で
の
記
号
性
を
備
え
、
現
前
す
る
こ
と
の
な
い
「
差
延
」

「
痕
跡
」
の
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
暴
力
」
と
い
う
意

味
を
伴
っ
て
現
前
し
、
経
験
さ
れ
う
る
限
り
で
の
暴
力
は
、
さ
ら
に
そ
も
そ
も
経

験
一
般
は
、
た
し
か
に
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
根
源
的
暴
力
」
か
ら
派
生

言
語
の
暴
力
と
沈
黙
の
暴
力　
¦
¦
﹁
テ
ク
ス
ト
の
外
﹂
に
つ
い
て
¦
¦加　

藤　

恵　

介
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す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
記
号
性
な
い
し
「
差
延
の
シ
ス
テ
ム
」

（M
P, 17

）
は
経
験
の
全
領
域
に
ま
で
拡
張
さ
れ
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
「
外
」
は

想
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
後
見
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
は
こ
れ
と
前
後
す
る
時
期
に
お
い
て

は
、「
記
号
の
運
動
」
と
差
延
の
構
造
を
免
れ
る
よ
う
な
事
象
な
い
し
経
験
に
つ

い
て
、
と
り
わ
け
そ
の
よ
う
な
「
暴
力
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
前

す
る
こ
と
の
な
い
（
と
い
う
の
は
、「
力
そ
の
も
の
」
は
現
前
し
な
い
か
ら
で
あ

る
）、
あ
る
い
は
現
前
す
る
と
し
て
も
、
一
切
の
記
号
性
を
持
た
ず
直
接
的
、
即

自
的
に
現
前
す
る
が
ゆ
え
に
「
純
粋
な
無
も
し
く
は
無
意
味
」
で
あ
る
よ
う
な
暴

力
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
意
味
を
産
出
す
る
「
差
延
の
シ
ス
テ
ム
」
な
い
し
原
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
「
根
源
的
暴
力
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
テ

ク
ス
ト
の
外
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
例
を
、「
暴
力
と
形

而
上
学
」
の
い
う
「
沈
黙
の
暴
力
」、
あ
る
い
は
後
期
の
『
法
の
力
』
で
論
じ
ら

れ
る
「
神
的
暴
力
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
リ
ダ
の
言
う
よ
う
に
「
経
験
」

が
常
に
「
現
前
」
へ
の
関
係
だ
と
す
れ
ば 

（D
G

, 89

）、
そ
の
よ
う
な
「
暴
力
」

が
は
た
し
て
「
経
験
」
に
与
え
ら
れ
う
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、『
ハ
イ
デ

ガ
ー
』
講
義
で
は
、「
現
前
と
い
う
形
式
の
う
ち
で
は
決
し
て
生
起
し
な
い
」
よ

う
な
別
種
の
「
経
験
」
の
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
（H

Q
, 214

）。

「
現
前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
」
が
経
験
の
全
領
域
を
記
号
の
構
造
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
も
の
と
み
な
し
、
テ
ク
ス
ト
と
記
号
の
構
造
の
「
外
」
を
想
定
し
て

い
な
い
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
ま
た
は
以
後
の
時
期
に
語
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な

「
暴
力
」
は
、
そ
の
「
外
」
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

一.

言
語
の
暴
力

　

㈠　

力
と
意
味

『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
『
一

般
言
語
学
講
義
』
の
う
ち
に
「
現
前
の
形
而
上
学
」
の
系
で
あ
る
「
音
声
中
心
主

義
」
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
議
論
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ

シ
ュ
ー
ル
自
身
の
属
す
る
こ
の
形
而
上
学
を
「
脱
–構
築
」
し
（D

G
, 68

）、
そ
こ

に
働
く
「
差
延
」「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
学
の
対
象
を
記
号
体
系
と
し
て
の
言
語
（
ラ
ン
グ
）
と
規

定
す
る
際
、
言
語
は
音
声
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
（C

L, 32

）、
文
字
（
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
）
は
言
語
を
表
記
す
る
外
的
、
二
次
的
な
記
号
体
系
と
し
て
言
語
学
の

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
（45

）。
デ
リ
ダ
は
こ
こ
に
「
音
声
中
心
主
義
」
を
指
摘

し
な
が
ら
、
同
時
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
自
身
の
教
説
、
す
な
わ
ち
「
記
号
の
恣
意
性
」

と
「
言
語
価
値
の
源
泉
と
し
て
の
差
異
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
拡
張
し
て
適
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
を
音
声
の
二
次
的
な
代
理
物
で
は
な
く
、
音
声
と
対
等
な

記
号
体
系
と
す
る
。
さ
ら
に
、
文
字
言
語
と
音
声
言
語
の
区
別
に
先
立
っ
て
、
言

語
一
般
の
う
ち
に
「
現
前
と
い
う
形
式
に
還
元
さ
れ
え
な
い
」
刻
印
、
痕
跡
の
構

造
が
働
い
て
お
り
、｢

言
語
そ
れ
自
身
が
常
に
一
つ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
っ

た｣

（D
G

, 82-83

）。「
諸
々
の
過
去
把
持
お
よ
び
未
来
予
持
の
標
記
、
痕
跡
か
ら

な
る
「
根
源
的
な
」
綜
合
、
還
元
不
可
能
な
ほ
ど
非
単
一
的
な
、
つ
ま
り
厳
密

な
意
味
で
は
非
根
源
的
な
綜
合
と
し
て
の
現
在
の
構
成
」
が
、
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
、
原
痕
跡
な
い
し
差
延
（différance

）
と
呼
ば
れ
る
（M

P, 14

）。

こ
の
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
あ
る
い
は
差
延
の
構
造
は
、
言
語
の
み
な
ら
ず
、
存

在
者
の
経
験
一
般
に
拡
張
さ
れ
る
。
い
か
な
る
「
経
験
」
で
あ
れ
、
そ
れ
が
意
味

を
も
つ
も
の
と
し
て
私
に
現
れ
る
限
り
、
す
で
に
記
号
の
構
造
を
備
え
て
お
り
、
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61 言語の暴力と沈黙の暴力　――「テクストの外」について――

そ
の
意
味
は
差
異
の
体
系
の
う
ち
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
事
象
そ
の
も
の
が

一
つ
の
記
号
」
な
の
で
あ
り
、
意
味
が
存
在
す
る
限
り
、
記
号
し
か
存
在
し
な
い

（D
G

, 72-3
）。
現
前
性
に
収
ま
ら
な
い
記
号
性
、
す
な
わ
ち
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

の
特
徴
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、「「
記
号
」
の
全
次
元
と
す
べ
て
の
言
語

活
動
一
般
に
当
て
は
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
記
号
–言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
越
え
て
、
哲
学
が
経
験
と
、
さ
ら
に
は
存
在
の
経
験
と
呼
ん
で
き
た
も
の
の

全
領
野
︱
︱
す
な
わ
ち
前
述
の
「
現
前
」
︱
︱
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
」（M

P, 
377

）。
こ
こ
で
、「
差
異
を
「
産
出
す
る
」
戯
れ
の
運
動
」（M

P, 12

）
で
あ
る
「
差
延
」

は
、「
異
な
っ
た
諸
力
の
、
諸
力
の
差
異
の
間
の
運
動
中
の
「
能
動
的
な
」
軋
轢
」

（19

）
で
あ
り
、「
力
」
の
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
の
『
法
の
力
』
で

「
暴
力
」
が
「
力
の
一
撃
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（FL, 32-3

）、「
暴

力
」
と
「
力
」
一
般
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の

根
源
的
暴
力
」（D

G
, 55

）
と
は
こ
の
「
力
」
と
し
て
の
差
延
の
規
定
を
敷
衍
し

た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
意
識
は
諸
力
の
効
果
で
あ
り
」、「
力
そ
れ
自
体
は
決

し
て
現
前
し
な
い
」（M

P, 18

）。
こ
の
こ
と
は
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
の
前
年
の

「
力
と
意
味
作
用
」
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
さ
ら
に
、

「
力
」
と
は
「
そ
れ
な
し
に
は
言
語
は
言
語
で
は
な
く
な
る
」
よ
う
な
「
言
語
の

他
者
」
と
さ
れ
る
。
力
が
「
言
語
の
根
源
」
あ
る
い
は
「
現
象
の
根
源
」
だ
と
し

て
も
、
そ
の
根
源
と
し
て
「
力
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
す
で
に
「
力
」
は

そ
の
現
象
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は「
自
ら
の
根
源
を
語
る
た
め
に
、

自
己
の
外
に
出
ら
れ
な
い
言
語
の
無
力
」
で
あ
る（ED

, 45

）。
す
る
と
、「
暴
力
」

と
い
う
意
味
を
伴
っ
て
現
前
し
、
経
験
さ
れ
る
事
象
は
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差

延
の
構
造
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
力
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
現

象
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

㈡　

根
源
的
暴
力

レ
ヴ
ィ
=ス
ト
ロ
ー
ス
は
、『
悲
し
き
熱
帯
』
に
お
い
て
、
ナ
ン
ビ
ク
ワ
ラ
族
を

｢

文
字
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
を
持
た
な
い｣

が
ゆ
え
に
暴
力
を
知
ら
な
い
無
垢
の

民
と
み
な
し
た
が
（D

G
, 170

）、
デ
リ
ダ
は
そ
こ
に
、
自
ら
の
文
化
で
あ
る
表
音

文
字
の
欠
如
に
よ
っ
て
他
者
を
「
無
文
字
」
と
決
め
つ
け
（177

）、「
自
分
を
反

自
民
族
中
心
主
義
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
自
民
族
中
心
主
義
」（175

）
を
指
摘
す

る
。
彼
は
ナ
ン
ビ
ク
ワ
ラ
族
を
無
文
字
と
す
る
想
定
を
批
判
し
、
彼
ら
の
う
ち
に

も
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
根
源
的
暴
力
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
。

ナ
ン
ビ
ク
ワ
ラ
族
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
る
「
固
有
名
詞
の
禁
止
」
に
つ
い
て
、

デ
リ
ダ
は
レ
ヴ
ィ
=ス
ト
ロ
ー
ス
が
「
固
有
名
詞
」
と
呼
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
「
通

常
の
意
味
で
の
固
有
名
詞
」
は
、
本
当
の
意
味
で
「
固
有
な
」
名
詞
で
は
な
い
と

い
う
（163

）。
そ
れ
は
、
も
は
や
名
指
さ
れ
る
も
の
へ
の
「
絶
対
的
に
固
有
な
呼

び
名
（appellation

）」（162

）
で
は
な
く
、
す
で
に
人
名
と
し
て
の
パ
タ
ー
ン
に

従
っ
て
名
づ
け
ら
れ
、「
ク
ラ
ス
分
け
と
帰
属
」
を
示
す
「
言
語

社
会
的
な
差

異
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
記
載
」
で
あ
り
、「
抽
象
的
な
も
の
」
を
付
与
さ
れ
た
「
一

種
の
普
通
名
詞
」（164

）
に
す
ぎ
な
い
。

そ
こ
に
は
「
名
づ
け
る
と
い
う
第
一
の
暴
力
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
」。「
名
づ

け
る
」（nom

m
er

）
と
は
、
絶
対
的
な
「
固
有
な
も
の
」「
唯
一
的
な
も
の
」
を

差
異
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
書
き
込
み
、
ク
ラ
ス
分
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

固
有
性
、
唯
一
性
を
抹
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
言
語
の
根
源
的
暴
力
」

（164-5
）、
あ
る
い
は
言
語
に
お
い
て
す
で
に
働
い
て
い
る
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
」
の
「
根
源
的
暴
力
」
で
あ
る
。「
ク
ラ
ス
分
け
さ
れ
た
固
有
な
も
の
を
差
異

の
戯
れ
の
中
に
抹
消
す
る
こ
と
」
で
あ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、「
根
源
的
な
暴

力
そ
の
も
の
」（162
）
で
あ
る
。
ナ
ン
ビ
ク
ワ
ラ
族
も
「
通
常
の
固
有
名
詞
」
に
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よ
る
名
づ
け
を
行
っ
て
い
る
限
り
、
こ
の
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
根
源
的

暴
力
」
を
免
れ
な
い 

。

デ
リ
ダ
は
、
こ
の
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
暴
力
を
、
す
べ
て
の
暴
力
の
根

源
に
あ
る
最
も
根
源
的
な
暴
力
と
し
て
、
暴
力
に
三
つ
の
水
準
を
設
定
す
る
。
こ

れ
が
第
一
の
暴
力
で
あ
る
と
す
る
と
、
第
二
の
暴
力
は
「
修
復
的
、
防
御
的
」
な

も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
固
有
名
詞
の
禁
止
」
は
、「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」

に
よ
っ
て
絶
対
的
な
固
有
性
が
抹
消
さ
れ
た
こ
と
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
暴
力
は
「
経
験
的
意
識
の
水
準
」
に
お
け
る
「
暴
力
の
通
常
の
概
念
」
で

あ
り
、
こ
れ
も
根
源
的
暴
力
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
（165

）。「
普
通
い
わ

れ
る
意
味
で
の
派
生
的
な
暴
力
の
偶
発
性
に
先
立
っ
て
、
そ
の
可
能
性
の
空
間
と

し
て
、
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
暴
力
、
差
異
の
暴
力
が
あ
る
」（162

）。

第
三
の
暴
力
、
す
な
わ
ち
「
経
験
的
意
識
の
水
準
」
に
お
け
る
「
暴
力
の
通
常

の
概
念
」
と
は
、「
暴
力
」
と
い
う
意
味
を
伴
っ
て
経
験
さ
れ
、
意
識
に
と
っ
て

現
前
す
る
事
象
で
あ
り
、
現
前
し
え
な
い
「
力
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
、
力
の
現

象
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
記
号
性
を
備
え
、
差
延
の
構
造
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
も
の
と
し
て
、「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
根
源
的
暴
力
」
か
ら
派
生
す
る

こ
と
に
な
る
。

二.

沈
黙
の
暴
力

　

㈠　
「
最
悪
の
暴
力
」

｢

暴
力
と
形
而
上
学｣

に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
、「
他
者
を
そ
の
存
在
と
意
味
に
お

い
て
尊
重
し
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
現
象
学
と
存
在
論
は
暴
力
の
哲
学
と
な
る
だ

ろ
う
」（V

M
I, 337

）
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
応
答
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
現
象
学
に
対
抗
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
現
象
学
的
明
証
に
訴
え
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
」
の
と
同
様
に
、「
存
在
論
」
に
対
抗
す
る
た
め
に
「
そ
の
言
説

の
中
で
、
存
在
の
思
考
な
い
し
前
了
解
を
た
え
ず
前
提
と
し
、
実
践
せ
ざ
る
を
得

な
い
」（V

M
II, 459

）。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
認
め
る
通
り
、「
他
性
は
、
私
か
ら
出
発
し
て
し
か
可
能
で
は

な
い
」（TI, 28

）。
他
者
は
「
他
な
る
も
の
」
と
し
て
「
私
」
に
対
し
て
、
つ
ま

り
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
同
」
と
呼
ぶ
超
越
論
的
領
域
に
現
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を

起
点
と
し
て
、「
私
の
自
我
に
は
還
元
不
能
」
な
「
他
の
超
越
論
的
自
我
」
と
し

て
、「
超
越
論
的
対
称
性
」
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
他
者

の
尊
重
の
条
件
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
根
源
的
で
超
越
論
的
な
暴
力
」
が
働
い

て
い
る
（V

M
II, 441-2

）。
こ
れ
は
「
同
」
を
根
源
と
す
る
非
対
称
性
で
あ
り
、

倫
理
的
な
暴
力
と
非
暴
力
に
先
立
ち
、
こ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
「
前
倫
理
的
な
暴

力
」
で
あ
る
。
こ
の
「
超
越
論
的
暴
力
」
は
、「
二
つ
の
有
限
な
自
己
性
の
間
の

関
係
を
創
設
す
る
」、「
還
元
不
能
な
暴
力
の
超
越
論
的
根
源
」
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
他
へ
の
関
係
の
還
元
不
能
な
暴
力
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
そ
れ
が
他
へ
の
関
係

を
開
く
以
上
、
同
時
に
非
暴
力
で
も
あ
る
」（444

）。

ま
た
同
様
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
存
在
の
思
考
」
あ
る
い
は
「
存
在
の

前
了
解
」
は
「
他
者
と
し
て
存
在
す
る
誰
か
」
と
い
う
「
存
在
者
の
本
質
」
を

承
認
し
、「
他
者
を
他
者
と
し
て
尊
重
す
る
」
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
も
の
も
含
め
て
、
倫
理
の
前
提
と
な
る
（V

M
II, 454

）。「『
全
体
性

と
無
限
』
の
言
説
の
中
に
含
ま
れ
、
そ
れ
だ
け
が
他
者
た
ち
を
そ
の
真
理
に
お
い

て
存
在
さ
せ

0

0

、
対
話
と
対
面
を
解
き
放
つ
も
の
と
し
て
、
存
在
の
思
考
は
可
能
な

限
り
最
も
非
暴
力
に
近
い
」（465-6

）。

し
か
し
存
在
の
思
考
の
う
ち
に
も
ま
た
、
倫
理
的
な
暴
力
と
非
暴
力
に
先
立

ち
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
、
根
源
的
な
「
存
在
論
的
暴
力
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
デ
リ
ダ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
存
在
の
歴
史
」
を
援
用
す
る
。
ロ
ゴ
ス
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に
よ
る
存
在
者
の
開
示
に
は
、
存
在
の
隠
蔽
が
伴
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
存
在
の

歴
史
を
形
成
す
る
。「
存
在
と
は
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
生
起
の
う
ち
で
自
ら
を
隠

蔽
し
、
自
ら
を
語
り
、
現
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
思
考
の
う
ち
で
根
源
的
に
暴
力
と

化
す
」。
存
在
は
「
差
異
の
外
に
は
存
在
せ
ず
、
根
源
的
に
暴
力
（
非
倫
理
的
な
）

と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
開
示
の
う
ち
で
自
ら
の
隠
蔽
と
し
て
生
起
す
る
」。「
最
初

の
暴
力
と
は
こ
の
隠
蔽
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
は
「
存
在
の
最
初
の
公
現
」
で
も
あ

る
（466-468

）。

そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
根
源
的
な
超
越
論
的
暴
力
、
存
在
論
的
暴
力
に

よ
っ
て
「
言
説
は
根
源
的
に
暴
力
的
で
あ
る
」（446

）。「
暴
力
は
発
語
の
可
能
性

以
前
に
は
実
在
し
な
か
っ
た
」（433

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
言
説
は
「
自
我

と
他
者
の
隔
た
り
、
根
底
的
分
離
を
維
持
す
る
」（TI, 29

）「
他
性
と
の
ア
レ
ル

ギ
ー
な
き
関
係
」（38

）
で
あ
り
、「
言
語
は
正
義
」（234

）
で
あ
る
は
ず
だ
が
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
言
説
も
こ
の
暴
力
性
を
免
れ
得
な
い
。
非
暴
力
的
な
言
語
が

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
述
定
も
概
念
も
分
節
化
も
欠
い
た
言
語
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
言
語
は
存
在
し
得
な
い
だ
ろ
う （V

M
II, 467

）。

し
か
し
な
が
ら
、
言
説
は
根
源
的
に
暴
力
的
で
あ
る
と
同
時
に
、「
可
能
な
限

り
で
最
小
の
暴
力
」
で
あ
り
、「
最
悪
の
暴
力
を
抑
え
る
唯
一
の
方
途
」
で
あ
る
。

「
最
悪
の
暴
力
」
と
は
、「
原
始
的
で
前
–ロ
ゴ
ス
的
な
沈
黙
の
暴
力
」「
昼
の
反

対
で
す
ら
な
い
よ
う
な
想
像
も
つ
か
な
い
夜
の
暴
力
」「
非
暴
力
の
反
対
で
す
ら

な
い
よ
う
な
絶
対
的
暴
力
」
す
な
わ
ち
「
純
粋
な
無
も
し
く
は
無
意
味
」
で
あ
る

（446

）。「
光
が
暴
力
の
媒
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
最
悪
の
暴
力
、
言
説
に
先
立
ち

言
説
を
抑
圧
す
る
沈
黙
と
夜
の
暴
力
を
回
避
す
る
た
め
に
、
あ
る
種
の
別
の
暴
力

を
も
っ
て
光
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（433

）2

。

で
は
こ
の
「
最
悪
の
暴
力
」
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ

ば
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
世
界
が
最
悪
で
純
粋
な
暴
力
の
世
界
、
背
徳
性
そ
の
も
の

の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
は
神
だ
け
」
で
あ
る
（V

M
I, 352

）。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
「
他
人
の
公
現
は
そ
の
顔
に
お
い
て
生
じ
る
」
の
だ
が
、
そ

の
際
「
他
人
は
無
限
に
超
越
的
で
あ
り
無
限
に
疎
遠
な
ま
ま
で
あ
る
」。「
顔
は
内

容
と
な
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
の
う
ち
に
現
前
し
て
い
る
」（TI, 211

）。
デ
リ
ダ
に

よ
れ
ば
、「
他
人
は
不
在
と
し
て
現
前
し
、
非
現
象
性
と
し
て
現
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
の
だ
が
（V

M
I, 348

）、「
仲
介
も
合
一
も
な
く
、
媒
介
性
で
も
無
媒
介
性
で

も
な
い
」「
対
面
」
に
お
い
て
、「
ま
っ
た
き
他
者
」
が
「
あ
る
種
の
非
現
出
、
あ

る
種
の
不
在
の
中
で
あ
り
の
ま
ま
に
現
出
す
る
」（336

）、「
無
限
な
も
の
の
表

出
」
が
「
顔
」
で
あ
る
（345

）。
他
人
は
「
い
か
な
る
隠
喩
も
な
く
」、
顔
の
う

ち
に
「
絶
対
的
に
現
前
」
す
る
。「
顔
は
意
味
す
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
記
号
の

よ
う
に
現
前
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
ら

0

0

即
自
的
に
自
己
を
表
出
し

0

0

0

0

0

0

、
自
己
を
与
え

る
」（346

）。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
「
顔
」
の
よ
う
に
、
他
者
が
そ
の

も
の
と
し
て
、
意
味
、
記
号
性
、
隠
喩
性
や
存
在
者
化
、
私
と
の
対
称
性
に
よ
る

媒
介
（
こ
れ
が
「
超
越
論
的
暴
力
」
と
「
存
在
論
的
暴
力
」
で
あ
っ
た
）
も
な

く
、
あ
り
の
ま
ま
に
絶
対
的
、
即
自
的
に
現
出
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
「
純
粋
な

非
暴
力
」
は
、「
最
悪
で
純
粋
な
暴
力
」
と
区
別
が
つ
か
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

い
う
「
純
粋
な
非
暴
力
」
が
「
純
粋
な
暴
力
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
他

者
、
す
な
わ
ち
「
無
際
限
に
到
達
不
可
能
」
と
い
う
意
味
で
「
無
限
に
他
」
で
あ

る
有
限
な
存
在
者
を
、
神
の
よ
う
な
「
無
限
者
」
と
同
一
視
し
て
い
る
か
ら
な
の

で
あ
る
（352

）。

こ
こ
で
「
最
悪
の
暴
力
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
意
味
も
記
号
性
も
欠
い
た
、

無
媒
介
的
で
絶
対
的
、
即
自
的
な
「
他
な
る
も
の
」
の
現
前
で
あ
り
、「
純
粋
な

無
も
し
く
は
無
意
味
」
で
あ
る
以
上
、「
差
延
の
シ
ス
テ
ム
」
や
「
原
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
暴
力
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
の
外
」

に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
に
抵
抗
し
て
言
説
が
「
暴
力
的
に
」
選
ば
れ
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ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
（446

）、「
最
悪
の
暴
力
」
は
何
ら
か
の
形
で
経
験
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

㈡　

ロ
ゴ
ス
と
ポ
レ
モ
ス

「
暴
力
と
形
而
上
学
」
初
出
版
の
後
に
行
わ
れ
た
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
講
義
に
お

い
て
、
デ
リ
ダ
は
「
暴
力
は
常
に
言
語
を
経
由
す
る
」
と
語
っ
た
後
、「
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
本
質
的
に
抗
争
を
言
語
に
、
ポ
レ
モ
ス
を
ロ
ゴ
ス
に
結
び
つ
け
る
で
し
ょ

う
」
と
付
け
加
え
、『
形
而
上
学
入
門
』
に
言
及
し
て
い
る
（H

Q
, 87

）。
そ
れ
ゆ

え
先
に
見
た
「
言
説
の
暴
力
」
に
つ
い
て
は
、『
形
而
上
学
入
門
』
を
参
照
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
の
解
釈
か
ら
、「
ロ
ゴ
ス
」

を
、
通
常
の
「
言
葉
」
と
し
て
の
理
解
か
ら
引
き
離
し
て
「
恒
常
的
収
集
」
と
し

て
（EM

, 137

）、
さ
ら
に
存
在
、
ピ
ュ
シ
ス
、
ポ
レ
モ
ス
（
抗
争
）
と
等
し
い
も

の
と
し
て
解
釈
す
る
（139-140

）。
ポ
レ
モ
ス
が
「
神
々
と
人
間
を
そ
の
存
在
に

お
い
て
出
現
さ
せ
る
」（153

）。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
存
在
了
解
を
理
解
す
る
た

め
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
人
間
」
を
「
最
も
不
気
味
な
も
の
」
と
す
る
、
ソ
フ
ォ

ク
レ
ス
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
冒
頭
の
合
唱
を
取
り
上
げ
る
。「
不
気
味
」（
デ

イ
ノ
ン
）
と
は
ま
ず
第
一
に
「
圧
倒
的
に
支
配
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
「
恐

ろ
し
い
も
の
」「
暴
力
的
な
も
の
」（das G

ew
altige

）
で
あ
り
、
第
二
の
意
味
で

は
「
暴
力
を
振
る
う
も
の
」（gew

alt-tätig

）
と
い
う
意
味
で
「
暴
力
的
な
も
の
」

を
意
味
す
る
（158-9

）。

「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
は
、
支
配
す
る
こ
と
と
し
て
、
圧
倒
す
る
も
の
、
す

な
わ
ち
第
一
の
意
味
で
の「
デ
イ
ノ
ン
」
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、
一
方
で
は
、

本
質
的
に
存
在
に
属
す
る
が
ゆ
え
に
、
い
つ
も
こ
の
圧
倒
す
る
も
の
の
う
ち
に
曝

し
だ
さ
れ
て
い
る
限
り
、「
デ
イ
ノ
ン
」
で
あ
る
。
人
間
は
、
し
か
し
同
時
に
、

先
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
意
味
で
暴
力
を
振
る
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
デ
イ
ノ
ン
」

で
あ
る
」（159

）。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
存
在
は
「
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
」、「
そ
こ

に
お
い
て
、
暴
力
に
よ
っ
て
、
圧
倒
す
る
も
の
が
現
象
へ
到
来
し
、
存
立
へ
も
た

ら
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
（180

）。

つ
ま
り
、
人
間
の
ロ
ゴ
ス
の
暴
力
は
、「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
の
圧
倒
す

る
力
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
暴
力
を
振
る
う
も
の
」
と

し
て
「
暴
力
的
」
と
さ
れ
る
の
は
ロ
ゴ
ス
を
持
っ
た
人
間
の
み
で
あ
る
が
、「
存

在
者
全
体
」
も
ま
た
「
暴
力
的
」
と
形
容
さ
れ
る
。「
暴
力
と
形
而
上
学
」
が
、

こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
描
く
構
図
を
踏
襲
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
「
ロ
ゴ
ス

の
暴
力
」
は
「
第
一
の
暴
力
」
で
は
な
く
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
「
全
体
と
し
て
の

存
在
者
」
の
暴
力
が
あ
り
、「
ロ
ゴ
ス
の
暴
力
」
は
こ
れ
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。「
言
説
に
先
立
ち
言
説
を
抑
圧
す
る
」「
原
始
的
で
前
–ロ
ゴ
ス

的
な
沈
黙
の
暴
力
」
が
こ
の
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
の
暴
力
と
同
様
の
も
の

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
言
語
の
暴
力
」
に
先
立
ち
、
テ
ク
ス
ト
性
と

「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」「
差
延
」
の
構
造
に
先
立
つ
、
あ
る
い
は
そ
の
外
に
あ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三.

神
話
的
暴
力
と
神
的
暴
力

後
期
の
テ
ク
ス
ト
に
属
す
る
『
法
の
力
』
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
は
再
び
暴
力
を

主
題
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
議
論
は
幾
分
か
異
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
「
根
源
的
な
呼
び
名
の
暴
力
的
な
威
力
」（FL, 135

）
と
呼
ば
れ

る
の
は
「
神
的
暴
力
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
差
延
」
の
領
域
で
あ
る
「
神
話
的
暴

力
」
か
ら
区
別
さ
れ
、
こ
れ
と
は
別
種
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

現象学年報37号.indb   64 2021/11/04   14:42:52



65 言語の暴力と沈黙の暴力　――「テクストの外」について――

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
暴
力
批
判
論
』
に
お
い
て
、｢

法
措
定
的
暴
力｣

す
な
わ
ち
そ

れ
に
よ
っ
て
「
新
た
な
関
係
が
新
た
な｢

法｣

と
し
て
認
め
ら
れ
る
」
よ
う
な
暴
力

と
、「
法
維
持
的
暴
力
」
す
な
わ
ち
「
法
律
に
市
民
を
服
従
さ
せ
る
」
と
い
う
「
法

的
目
的
の
た
め
の
手
段
」
で
あ
る
暴
力
と
い
う
区
別
を
行
っ
て
い
る
（K

G
, 40

）。

し
か
し
こ
の
二
種
の
暴
力
は
、
軍
国
主
義
や
死
刑
や
警
察
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

し
ば
し
ば
癒
着
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
ら
「
手
段
と
し
て
の
暴

力
」
と
は
「
別
種
の
暴
力
」
を
革
命
的
な
も
の
と
し
て
構
想
す
る
。
そ
れ
は
法
措

定
的
暴
力
す
な
わ
ち「
神
話
的
暴
力
」
に「
停
止
を
命
じ
る
純
粋
な
直
接
的
暴
力
」、

つ
ま
り
「
神
的
暴
力
」
で
あ
り
、
神
話
的
暴
力
が
法
を
措
定
す
る
の
に
対
し
て
神

的
暴
力
は
法
を
破
壊
し
、「
無
血
的
性
格
と
贖
罪
的
性
格
」（59

）
を
も
つ
と
さ
れ

る
。ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
法
措
定
的
暴
力
と
法
維
持
的
暴
力
は
、
し
ば
し
ば
癒
着

し
て
い
る
と
し
て
も
本
質
的
に
は
区
別
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
デ
リ
ダ
は
両

者
の
本
質
的
な
分
離
不
可
能
性
を
指
摘
す
る
。「
二
種
類
の
暴
力
の
区
別
の
厳
密

さ
を
脅
か
す
の
は
、
反
復
可
能
性
（itérabilité

）
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
」。「
根

源
は
根
源
と
し
て

0

0

0

0

0

妥
当
し
、
つ
ま
り
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
、
根
源
的
に
自

ら
を
繰
り
返
し
、
変
質
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（FL, 104

）。
創
設
、
法
措
定
と

は
約
束
で
あ
り
、
反
復
可
能
性
に
よ
っ
て
、
守
る
と
い
う
約
束
が
、
繰
り
返
し

（répétition

）
の
可
能
性
が
、
根
源
的
な
も
の
の
核
心
に
書
き
込
ま
れ
る
。「
維
持

の
方
も
、
そ
れ
が
創
設
し
た
と
主
張
す
る
も
の
を
維
持
し
う
る
た
め
に
、
さ
ら
に

再
–創
設
的
で
も
あ
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
に
法
措
定
的
な
暴
力
も
、
純
粋
に
法

維
持
的
な
暴
力
も
な
い
。「
措
定
と
維
持
の
間
に
は
厳
密
な
対
立
は
な
く
」、
両
者

の
間
に
は
「
差
延
的
な
汚
染

0

0

0

0

0

0

」
が
あ
る
（94

）。

こ
の
よ
う
に
、
神
話
的
暴
力
、
す
な
わ
ち
本
質
的
に
分
離
不
可
能
な
法
措
定

的
暴
力
と
法
維
持
的
暴
力
に
は
、
反
復
可
能
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
差
延
の

構
造
が
当
て
は
ま
る
の
に
対
し
て
、
神
的
暴
力
は
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

「
神
的
暴
力
」
と
は
「
純
粋
で
直
接
的
な
暴
力
」
で
あ
り
、「
根
源
的
な
呼
び
名

（appellation

）
の
暴
力
的
な
威
力
」（135

）
で
あ
る
。「
ま
っ
た
き
他
者
」
と
し

て
の
神
と
は
「
純
粋
な
暴
力
の
名
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
ら
を
名
づ
け
、
人
も
そ

の
名
を
呼
ぶ
、「
名
以
前
の
名
の
純
粋
な
名
づ
け
（nom

ination

）」
が
神
的
暴
力

で
あ
る
（134-5

）。

こ
の
議
論
も
ま
た
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
は
、「
名
づ
け
る
（nom

m
er

）
と
い
う
第
一
の

暴
力
」
は
「
言
語
の
暴
力
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
差
延
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
原

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
の
「
根
源
的
暴
力
」
と
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。『
法
の

力
』
に
お
い
て
こ
れ
に
相
当
す
る
の
は
、
反
復
可
能
性
と
差
延
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
「
神
話
的
暴
力
」
で
あ
る
。
こ
の
暴
力
は
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
に
お

い
て
は
、
差
異
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
記
載
に
よ
っ
て
「
絶
対
的
に
固
有
な
呼
び
名

（appellation

）」
に
「
死
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
（D

G
, 162

）。『
法
の
力
』

に
お
い
て
こ
の
「
絶
対
的
に
固
有
な
呼
び
名
」
に
対
応
す
る
の
は
、「
神
」
に
よ

る
「
根
源
的
な
呼
び
名
（appellation

）」
で
あ
る
「
神
的
暴
力
」
で
あ
る
。「
神
」

は
「
各
々
の
状
況
の
還
元
不
能
な
特
異
性
」（121

）
に
対
応
し
、
そ
の
「
呼
び
名
」

は
通
常
の
意
味
で
の
固
有
名
に
先
立
つ
「
名
以
前
の
名
の
純
粋
な
名
づ
け
」
で
あ

る
。『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
と
の
違
い
は
、
こ
の
「
神
」
に
よ
る
、
概
念
的
一
般

性
以
前
の
固
有
、
単
独
的
な
名
づ
け
自
体
が
、『
法
の
力
』
に
よ
れ
ば
、
す
で
に

暴
力
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
神
的
暴
力
」
と
呼
ば
れ

る
。
す
る
と
、
こ
の
神
的
暴
力
は
、
記
号
性
と
差
延
の
構
造
や
、
言
語
と
原
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
暴
力
に
先
立
つ
、
あ
る
い
は
そ
の
外
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。で

は
、
こ
の
「
神
的
暴
力
」
は
「
経
験
」
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
神
的
暴
力
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そ
の
も
の
は
現
前
せ
ず
、「
そ
れ
と
し
て
」
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

そ
の
効
果
に
お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
効
果
は
「
い
か
な
る
概
念
的
一

般
性
や
規
定
的
判
断
に
も
適
合
せ
ず
」、「
決
定
可
能
な
認
識
」
を
欠
い
た
ま
ま
、

「
法
=権
利
や
国
家
の
彼
方
の
正
義
」
を
要
求
す
る
（130-1

）。
こ
れ
は
「
現
前
へ

の
関
係
」
と
は
別
の
仕
方
で
の
「
経
験
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

3

。

終
わ
り
に

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
現
前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
」
に
先
立
つ
時

期
に
書
か
れ
た
「
暴
力
と
形
而
上
学
」、
あ
る
い
は
よ
り
後
の
時
期
に
書
か
れ

た
『
法
の
力
』
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
記
号
性
を
持
た
ず
、
差
延
や
原
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
構
造
に
し
た
が
わ
な
い
よ
う
な
「
根
源
的
な
暴
力
」
が
語
ら
れ
て
い

る
。「
現
前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
」
の
時
期
、
デ
リ
ダ
は
記
号
性
の
構
造
を
経

験
の
全
領
域
へ
と
拡
張
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
暴
力
」
を
最
も

根
源
的
な
暴
力
と
み
な
し
、「
テ
ク
ス
ト
の
外
は
存
在
し
な
い
」
と
断
言
し
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
前
後
す
る
時
期
の
「
暴
力
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ら
の
「
外
」
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
先
立
つ
も
の
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て

い
る

4

。
・
引
用
著
作
を
次
の
略
号
で
示
し
、
原
著
の
頁
数
を
示
し
た
。
た
だ
し
引
用
訳
文

は
、
各
々
の
邦
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

C
L: Ferdinand de Saussure, C

ours de linguistique générale, 3. ed., Payot, 

1949. /EM
: M

artin H
eidegger, G

A.40, K
losterm

ann, 1983. /K
G

: W
alter 

B
enjam

in, Zur K
ritik der G

ew
alt und andere Aufsätze, 3.A

ufl., Suhrkam
p, 

1978./TI: Em
m

anuel Lévinas, Totalité et infini, Poche, 2003.

・Jacques D
errida 

の
著
作

V
M

I: «V
iolence et m

étaphysique 1» in Revue de la m
étaphysique et de la 

m
orale, 1964, 3./

V
M

II: «V
iolence et m

étaphysique 2» in Revue de la m
étaphysique et de la 

m
orale, 1964, 4./

D
G

: D
e la gram

m
atologie, M

inuit, 1967. /ED
: L’écriture et la différence, 

Points, 1979. /M
P: M

arges de la philosophie, M
inuit, 1972. /FL: Force de 

loi, G
alilée, 1994. /D

M
: D

onner la m
ort, G

alilée, 1999. /H
Q

: H
eidegger: 

la question de l’Être et l’H
istoire, G

alilée, 2013.

1　
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
義
』
公
刊
に
先
立
つ
諸
研
究
に
お
い
て
は
概
ね
「
暴
力
と

形
而
上
学
」
が
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』
の
「
脱
構
築
」
と
は
異
な
る
局
面
に
属

す
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば Leonard Law

lor, D
errida and 

H
usserl, The Basic Problem

 of Phenom
enology, Indiana U

. P., 2002.

2　

高
橋
哲
哉
に
よ
れ
ば
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
と
「
直
ち
に
同
じ
と

は
言
え
な
い
が
」、
概
ね
整
合
的
に
、「
暴
力
と
形
而
上
学
」
に
も
「
三
つ
の
暴

力
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
第
一
に
「
光
」
の
暴
力
、
第
二
に
「
沈
黙
と
夜
」
の

暴
力
、
第
三
に
「
別
の
光
」
の
暴
力
で
あ
る
」。
光
の
暴
力
と
は
「
形
而
上
学
の

暴
力
」「
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
的
言
説
の
暴
力
」
で
あ
り
、「
別
の
光
」
の
暴
力
と

は
、
自
分
が
言
説
と
し
て
暴
力
的
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
暴
力
に
対
抗

す
る
、「
脱
構
築
的
言
説
」
の
暴
力
で
あ
る
。
第
二
の
暴
力
は
「
一
切
の
言
語
を

放
棄
」
し
た
「
問
答
無
用
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
暴
力
」
と
さ
れ
る
（
高
橋
哲
哉
『
デ

リ
ダ
』
講
談
社
、
一
三
六
一
三
七
頁
）。
し
か
し
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
「
沈

黙
と
夜
の
暴
力
」
は
、
通
常
の
経
験
的
暴
力
の
一
つ
と
し
て
、
言
語
の
根
源
的

暴
力
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、「
暴
力
と
形
而
上
学
」
の
い
う
絶
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67 言語の暴力と沈黙の暴力　――「テクストの外」について――

対
的
な
「
純
粋
な
無
も
し
く
は
無
意
味
」
と
は
一
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　

こ
れ
と
関
連
し
て
、『
死
を
与
え
る
』
に
よ
れ
ば
、「
神
」
の
呼
び
か
け
は
言

語
以
前
の
絶
対
的
な
単
独
性
に
向
け
ら
れ
（D

M
, 87

）、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
こ
れ
に

応
え
て
イ
サ
ク
を
犠
牲
に
捧
げ
る
。

4　

こ
こ
で
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
レ
ヴ
ィ
=

ス
ト
ロ
ー
ス
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
暴
力
を
め
ぐ
る
議
論
に
応
答
し
て
い
る
の
で
あ

り
、「
暴
力
」
は
デ
リ
ダ
自
身
の
主
導
的
な
概
念
で
は
な
い
。
ま
た
「
暴
力
」
と

「
力
一
般
」
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
の
議
論
は
「
暴
力
」
よ
り

も
む
し
ろ
「
他
者
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、「
他
者
」
と
の
出
会
い
も
ま
た
テ

ク
ス
ト
性
の
内
部
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
加
藤
恵
介
・
か
と
う 
け
い
す
け
・
関
西
国
際
大
学
）
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69 ハイデガーにおける超越の問題　――二重の超越とその行方――

は
じ
め
に

一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
『
論
理
学
の
形
而
上
学
的
始
原
諸
根
拠
︱
︱
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
か
ら
出
発
し
て
』（
以
下
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
』
と
略
記
）
に
お
い
て
、

「
超
越
（Transzendenz

）」
は
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
の
「
探
究
の

道
全
体
の
中
心
」（G

A
26, 214

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
不

安
の
分
析
や
、
現
存
在
、
世
界
性
、
実
在
性
な
ど
の
諸
問
題
、
良
心
の
解
釈
や
死

の
概
念
さ
え
、
超
越
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
奉
仕
す
る
の
だ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
重

要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
超
越
に
よ
っ

て
何
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
判
明
で
は
な
く
、
研
究
者
の
解
釈
は

分
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
主
張
す
る

ほ
ど
超
越
は
強
調
さ
れ
て
お
ら
ず

1

、
ま
た
根
本
情
態
性
と
し
て
の
不
安
や
本
来

的
時
間
性
か
ら
の
み
超
越
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
』
で

は
そ
う
し
た
制
限
が
撤
廃
さ
れ
た
超
越
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る

2

。
他
方
で
、
超
越
が
多
様
に
語
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
じ
「
超
越
」
と
い

う
語
で
語
ら
れ
る
限
り
、
多
様
な
側
面
を
も
っ
た
一
つ
の
現
象
と
み
な
し
て
統
一

的
な
姿
を
見
抜
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

3

。
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
が
、
形
而
上
学
期
（
一
九
二
七–

三
〇
年
）
の
著
作
で
超
越
概
念
に
つ

い
て
『
存
在
と
時
間
』
に
参
照
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
後
者
の
解
釈

は
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
書
の
超
越
と
形
而
上
学
期
の
超

越
を
比
較
す
る
と
き
、
一
見
し
て
両
者
が
同
一
の
事
柄
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見

え
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
立
場
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
超
越
と
形
而
上
学
期
の
超
越
は
排
他
的

で
は
な
く
連
続
的
だ
が
、
後
者
の
超
越
に
よ
っ
て
新
し
い
論
点
が
付
け
加
わ
っ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
稿
は
、
形
而
上
学
期
の
議
論
水
準
に
お
け

る
超
越
が
、
自
然
（
全
体
に
お
け
る
存
在
者
）
か
ら
世
界
へ
の
超
越
で
あ
り
、
こ

の
時
期
に
獲
得
さ
れ
た
「
自
然
と
の
対
決
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
も
は
や
超
越

に
依
拠
し
な
い
中
期
以
降
に
も
継
続
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
第
一

節
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
、
古
典
的
な
超
越
問
題
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

超
越
問
題
の
区
別
を
論
じ
る
。
次
に
第
二
節
で
は
、
形
而
上
学
期
の
『
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
講
義
』
に
お
け
る
超
越
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
概

念
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、『
存
在
と
時
間
』
と
は
異
な
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越

概
念
を
際
立
た
せ
る
。
最
後
に
第
三
節
で
は
、
一
九
三
六–

三
八
年
に
執
筆
さ
れ

た
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
（
性
起
か
ら
︹
性
起
に
つ
い
て
︺）』
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
超
越
概
念
を
自
己
批
判
し
て
い
る
箇
所
を
取
り
上
げ
、
超
越
と
い
う
言
葉
の
問

題
点
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
り
続
け
る
「
抗
争
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
明

ら
か
に
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
超
越
の
問
題　
￨
¦
二
重
の
超
越
と
そ
の
行
方
￨
¦

金　

成　

祐　

人
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一　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
存
在
の
超
越

古
典
的
な
超
越
問
題
な
い
し
認
識
問
題
と
は
、
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
認
識

主
観
が
、
そ
の
内
面
圏
域
に
属
さ
な
い
世
界
と
い
う
客
観
な
い
し
超
越
に
、
い
か

に
し
て
関
係
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

4

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時

間
』
第
十
三
節
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
古
典
的
な
超
越
問
題
を
世
界
認
識
の
問
題

と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
主
張
す
る
世
界
内
存
在
と
い
う

存
在
体
制
は
、
超
越
問
題
が
前
提
と
し
て
い
る
主
観
-
客
観
関
係
か
ら
捉
え
ら
れ

れ
ば
、
主
観
と
し
て
の
現
存
在
が
客
観
と
し
て
の
世
界
を
認
識
す
る
こ
と
と
し
て

誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
内
存
在
か
ら
「
認
識
作
用
（das Erkennen

）」
を
排
除
し

よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
世
界
内
存
在
に
基
づ
け
ら
れ
た
現
存
在
の
一

つ
の
様
態
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
認
識
作
用
は
道

具
的
存
在
者
を
配
慮
的
に
気
遣
う
こ
と
の
欠
損
状
態
に
お
け
る
、「
眼
前
存
在
者

を
考
察
し
つ
つ
規
定
す
る
こ
と
」（SZ, 61

）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
日
常

的
に
道
具
的
存
在
者
が
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
見
て
取
る
「
配
視
（U

m
sicht

）」

に
対
し
て
、
認
識
作
用
は
眼
前
存
在
者
に
照
準
を
合
わ
せ
る
「
眺
め
や
り
（das 

H
insehen

）」
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（vgl. SZ, 61, 69

）。
現
存
在
は
つ
ね
に

す
で
に
世
界
内
部
的
存
在
者
の
も
と
に
存
在
し
て
お
り
（Sein-bei

）、
そ
の
意
味

で
い
わ
ば
「
つ
ね
に
す
で
に
「
外
に
」
存
在
し
て
い
る
」（SZ, 62

）
の
で
あ
っ

て
、
内
面
圏
域
か
ら
外
へ
と
出
て
超
越
を
獲
得
す
る
必
要
な
ど
な
い
。
そ
の
た

め
、
古
典
的
な
超
越
問
題
は
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在
体
制
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
超
越
を
自
ら
の
哲
学
か
ら
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
『
存
在
と
時
間
』
第
六
十
九
節
（
b
）
に
お
い
て
、
道
具

的
存
在
者
を
新
た
に
眼
前
存
在
者
と
し
て
注
視
し
、
客
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
企
投
す
る
こ
と
を
「
主
題
化
（Them

atisierung

）」
と
名
づ
け
、
こ
の
主
題

化
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
「
現
存
在
は

0

0

0

0

主
題
化
さ
れ
た
存
在
者
を
超
越
し
て
い

0

0

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」（SZ, 363

）
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
第
六
十
九
節
（
c
）

に
お
い
て
は
、
超
越
問
題
が
以
下
の
よ
う
に
新
た
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
超
越
問
題
」
は
、
い
か
に
し
て
主
観
が
客
観
へ
と
出
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
問
い

へ
と
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
客
観
の
総
体
が
世
界
と

い
う
理
念
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
存
在
者

が
世
界
内
部
的
に
出
会
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
出
会
わ
れ
る
も
の
と
し
て
客

観
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
何
が
存
在
論
的
に
可
能
に
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
脱
自
的
-
地
平
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
超
越
へ
と

遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
答
え
は
与
え
ら
れ
る
。（SZ, 366

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
超
越
問
題
と
は
、
世
界
内
部
的
存
在
者
と
の
出
会
い
や

そ
う
し
た
存
在
者
の
客
観
化
を
存
在
論
的
に
可
能
に
す
る
超
越
を
論
じ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
超
越
は
、「
脱
自
的
-
地
平
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
」
超

越
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
節
で
は
、
時
間
性
の
諸
脱
自
態
に
は
、
脱

自
の
「
行
き
先
（W

ohin

）」
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
行
き
先
が
「
地
平
的
図
式

（das horizontale Schem
a

）」（SZ, 365

）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

将
来
の
地
平
的
図
式
は
「
そ
れ
自
身
の
た
め
に
（U

m
w

illen seiner

）」、
既
在
性

の
地
平
的
図
式
は
「
被
投
性
の
何
の
前
に
（W

ovor der G
ew

orfenheit

）」
な
い

し
「
引
き
渡
し
の
ど
こ
に
（W

oran der Ü
berlassenheit

）」、
現
在
の
地
平
的
図

式
は
「
～
の
た
め
（U

m
-zu

）」
と
さ
れ
る

5

。
こ
こ
で
本
稿
に
と
っ
て
特
に
重

要
な
の
は
、「
そ
れ
自
身
の
た
め
に
」
と
「
～
の
た
め
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
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道
具
的
存
在
者
が
有
す
る
「
～
の
た
め
」
と
い
う
性
格
は
、︿
目
的
で
あ
る
も

の
（W

orum
-w

illen

）﹀
に
よ
っ
て
有
意
義
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、︿
目
的
で
あ
る

も
の
﹀
か
ら
統
制
さ
れ
、
そ
れ
を
究
極
目
的
と
す
る
「
有
意
義
化
の
連
関
全
体
」

（SZ, 87

）
こ
そ
世
界
の
世
界
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
世
界

分
析
が
、
い
ま
や
時
間
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
諸

脱
自
態
の
図
式
の
地
平
的
統
一
が
、︿
～
の
た
め
﹀
の
諸
連
関
（U

m
-zu-B

ezüge

）

と
目
的
性
（U

m
-w

illen

）
と
の
根
源
的
な
連
関
を
可
能
に
す
る
。」（SZ, 365

）

つ
ま
り
、
時
間
性
の
諸
脱
自
態
が
行
き
先
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
世
界
は
超

越
的
」（SZ, 366

）
で
あ
り
、
こ
の
超
越
に
よ
っ
て
世
界
内
部
的
存
在
者
と
の
出

会
い
や
そ
の
客
観
化
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
が
「
も
と
で
の
存
在
」
と
し
て
つ
ね

に
す
で
に
世
界
内
部
的
存
在
者
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
古
典
的
な
超

越
問
題
を
解
消
し
、
世
界
内
部
的
存
在
者
と
の
出
会
い
と
そ
う
し
た
存
在
者
の
客

観
化
を
存
在
論
的
に
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
世
界
の
脱
自
的
-
地
平
的
に
基

礎
づ
け
ら
れ
た
超
越
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
形
而
上
学
期
の
『
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
講
義
』
に
お
け
る
超
越
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
概

念
と
対
比
さ
せ
る
仕
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
を
際
立
た
せ
よ
う

6

。

二　
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
』
に
お
け
る
超
越

『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
』
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
古
典
的
な
超
越
問
題
は
認
識

論
的
な
超
越
概
念
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
主
観
-
客
観
関
係
か
ら
捉
え
ら
れ
た
「
内

在
的
な
も
の
（das Im

m
anente

）」
と
「
超
越
的
な
も
の
（das Transzendente

）」

と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
志
向
性
と

彼
自
身
が
主
張
す
る
超
越
と
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
は
一
九
二
五

年
夏
学
期
講
義
『
時
間
概
念
の
歴
史
へ
の
序
説
』
に
お
い
て
、
志
向
性
を
現
象
学

の
「
決
定
的
な
発
見
」（G

A
20, 34

）
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
そ

の
ま
ま
自
身
の
哲
学
に
お
い
て
使
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講

義
』
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
は
志
向
的
な
振
る
舞
い
が
ノ
エ

シ
ス
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
際
に
、
志
向
性
は
「
認
識
す
る
思
念
」（G

A
26, 

169

）
と
し
て
認
識
作
用
の
性
格
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で
志
向
性
の
意
味
を
狭
め

て
し
ま
っ
て
い
る

7

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
志
向
性
は
「
～
へ
と
関
係
す
る

こ
と
（Sichbeziehen auf

）」、「
～
へ
と
向
か
う
こ
と
（Sichrichten auf

）」
と
し

て
、
認
識
作
用
に
限
ら
な
い
存
在
者
へ
の
関
係
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
た
志
向
性
概
念
も
、
存
在

者
へ
の
関
係
性
を
示
す
存
在
者
的
な
超
越
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
根
源

的
な
超
越
な
い
し
「
原
超
越
（U

rtranszendenz

）」（G
A

26, 170

）
と
区
別
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
原
超
越
は
、
存
在
者
へ
の
志
向
的
な
振
る
舞
い
す
べ
て
を
存
在

論
的
に
可
能
に
す
る
も
の
、
志
向
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（vgl. G

A
24, 230

）。
認
識
論
的
な
超
越
概
念
や
存
在
者
的
な
超
越
概

念
と
区
別
さ
れ
る
「
根
源
的
な
超
越
」
な
い
し
「
原
超
越
」
に
つ
い
て
、
以
下

で
は
「
超
出
さ
れ
る
も
の
（w

as überschritten w
ird

）」、「
超
越
す
る
も
の
（das 

Transzendierende

）」、「
超
越
し
た
も
の
（das Transzendente

）」
と
い
う
超
越

の
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
再
構
成
し
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
超
越
に
お
い
て
「
超
出
さ
れ
る
も
の
」
を
、
認
識
論
的
な
超

越
概
念
と
対
比
さ
せ
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

超
越
は
、
さ
し
あ
た
り
主
観
を
或
る
内
部
空
間
に
閉
じ
こ
め
る
か
の
よ
う
な
障

壁
を
超
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
超
出
さ
れ
る

も
の
は
、
主
観
に
と
っ
て
、
し
か
も
ま
さ
に
主
観
の
超
越
を
根
拠
と
し
て
明
ら
か
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に
な
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
存
在
者
そ
の
も
の
で
あ
る
。
超
出
が
現
存
在
と
と

も
に
実
存
し
、
そ
れ
と
と
も
に
現
存
在
で
は
な
い
存
在
者
が
超
出
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ

自
体
に
お
い
て
現
れ
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。（G

A
26, 212

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
主
張
す
る
超
越
に
よ
っ
て
超
出
さ
れ
る
も
の
は
、
認
識
論
的

な
超
越
概
念
の
場
合
の
よ
う
な
主
観
と
客
観
を
隔
て
る
障
壁
で
は
な
く
（vgl. 

G
A

26, 205

）、
現
存
在
で
は
な
い
存
在
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
、
超
出
さ
れ
る
存
在

者
が
存
在
者
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
現
存
在
の
超
越
と
同
時
に
起
こ
る
存
在
者

の
「
世
界
へ
の
進
入
（W

elteingang
）」（G

A
26, 249

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
存
在
者
は
、「
存
在
者
（
自
然
）」（G

A
26, 213

）
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、「
全
体
に
お
け
る
存
在
者
（das Seiende im

 G
anzen

）」
と
し
て
の
自
然
を

意
味
し
て
お
り
、
一
九
二
八
／
二
九
年
冬
学
期
講
義
『
哲
学
入
門
』
に
お
い
て
は

「
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
は
全
体
に
お
け
る
存
在
者
で
あ
る
」（G

A
27, 240

）
と

明
確
化
さ
れ
る

8

。

次
に
、「
超
越
す
る
も
の
」
と
は
「
超
出
を
遂
行
す
る
も
の
」（G

A
26, 204

）

で
あ
り
、
現
存
在
で
あ
る
。「
現
存
在
自
身
が
超
出
で
あ
る
」（G

A
26, 211

）
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
超
越
は
と
き
お
り
遂
行
さ
れ
る
行
為
な
の
で
は
な

く
、
現
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
現
存
在
は
つ
ね
に
す
で
に
超
越
し
て
い
る
。
こ
の
超

出
す
る
現
存
在
と
、
超
出
さ
れ
る
存
在
者
（
自
然
）
と
の
関
係
に
対
し
て
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
な
一
見
不
整
合
に
見
え
る
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
で
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
上
述
の
よ
う
に
現
存
在
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

存
在
者
が
超
出
さ
れ
る
と
し
、

「
現
存
在
は
自
然
に
と
っ
て
何
か
異
他
的
な
も
の
（etw

as Frem
des

）
で
あ
る
」

（G
A

26, 212

）
と
現
存
在
と
自
然
の
相
違
を
強
調
す
る
が
、
他
方
で
「
現
存
在
は

超
越
す
る
存
在
者
と
し
て
自
然
で
あ
り
、
現
存
在
は
自
然
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
支

配
さ
れ
、
徹
底
的
に
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
」（G

A
27, 328

）
と
、
現
存
在
と
自

然
を
同
一
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
主
張
は
い
か
に
し
て
整
合
的
に
解

釈
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

現
存
在
が
自
然
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
内
実
は
、
現
存
在
は
「
存
在
者

か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
」（ibid.

）
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
存
在
者
と
し
て
、

理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
分
節
化
さ
れ
る
以
前
の
全
体
に
お
け
る
存
在
者
に
投

げ
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
現
存
在
は
投
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

事
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
身
体
性
に
よ
っ
て
完
全
に
自
然
の
た
だ
中
に
存
在

す
る
。」（G

A
26, 212

）『
存
在
と
時
間
』
の
被
投
性
が
「
世
界
の
内
へ
の
」
被
投

性
で
あ
り
、
世
人
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
た
有
意
義
性
の
う
ち
へ
投
げ
込
ま
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
性
が
同
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
（vgl. SZ, 192, 

228

）、
形
而
上
学
期
の
超
越
に
お
け
る
被
投
性
は
そ
う
し
た
分
節
化
に
先
立
つ

「
自
然
の
内
へ
の
」
被
投
性
で
あ
っ
て
、
事
実
性
・
被
投
性
は
『
存
在
と
時
間
』

と
は
異
な
る
位
相
を
問
題
に
し
て
い
る

9

。
そ
し
て
現
存
在
も
自
然
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
超
越
は
現
存
在
で
は
な
い
存
在
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
超
出
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
存
在
者
と
し
て
の
現
存
在
自
身
を
も
含
む
全
体
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
者

0

0

0

を
超
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

現
存
在
は
存
在
者
を
超
越
す
る
。
そ
し
て
こ
の
跳
躍
は
世
界
へ
の
跳
躍
で

あ
る
。
し
か
し
、
超
越
に
お
い
て
飛
び
越
え
ら
れ
る
存
在
者
は
、
現
存
在
自

身
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
超
越
に
お
い
て
現
存
在
は
ま
さ

に
存
在
者
と
し
て
の
自
ら
自
身
を
飛
び
越
え
る
の
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言

え
ば
、
こ
の
跳
躍
が
、
現
存
在
が
そ
れ
自
身
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
こ

と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（G

A
26, 233f.

） 
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超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
現
存
在
は
い
ず
れ
の
存
在
者
を
も
超
越
す
る
。
す

な
わ
ち
、
自
ら
と
同
じ
あ
り
方
を
し
て
い
る
存
在
者
（
共
現
存
在
）
や
現
存
在
的

で
は
な
い
性
格
を
有
す
る
存
在
者
を
超
越
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
自
己
自
身
を

超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
（vgl. G

A
26, 245

）。
現
存
在
は
自
然
の
た
だ
中
に
投

げ
込
ま
れ
て
存
在
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
自
己
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
超
越

す
る
た
め
、
自
然
と
同
一
視
さ
れ
ず
に
「
自
然
に
と
っ
て
何
か
異
他
的
な
も
の
」

（G
A

26, 212

）
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
超
越
の
議
論
に
よ
っ
て
強

調
す
る
の
は
、
現
存
在
は
超
越
に
よ
っ
て
自
己
を
自
己
と
し
て
獲
得
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
他
の
存
在
者
と
の
意
味
的
差
異
が
な
く
自
然
に
投
げ
込
ま
れ
て
い

る
存
在
者
と
し
て
の
自
己
は
、
い
ま
だ
世
界
内
存
在
と
し
て
実
存
し
て
い
る
現
存

在
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
。
自
然
か
ら
意
味
的
世
界
へ
と
超
出
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
は
じ
め
て
現
存
在
は
世
界
内
存
在
と
し
て
の
自
己
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

「
超
出
さ
れ
る
も
の
」
の
分
析
に
お
い
て
、
現
存
在
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

存
在
者
が
超
出
さ

れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う

10

。
最
後
に
、
超
越
に
お
け
る
「
超
越
し
た
も
の
（das Transzendente
）」、
す
な

わ
ち
「
そ
こ
へ
と
超
出
が
行
わ
れ
る
も
の
」（G

A
26, 204

）
は
世
界
で
あ
る
。

「
主
観
が
そ
こ
へ
と
超
越
す
る
と
こ
ろ
（W

ohin

）
は
、
私
た
ち
が
世
界

0

0

と
呼
ぶ

も
の
で
あ
る
。」（G

A
26, 212

）
こ
れ
は
「
目
的
性
（U

m
w

illen

）」
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
世
界
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
『
存
在
と
時
間
』
の
世
界
と
同
一
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

11

。

『
存
在
と
時
間
』
で
論
じ
ら
れ
た
超
越
と
比
較
す
る
際
に
特
に
着
目
す
べ
き
な

の
は
、
全
体
に
お
け
る
存
在
者
が
超
越
に
お
け
る
「
超
出
さ
れ
る
も
の
」
と
し

て
、
超
越
概
念
に
あ
ら
た
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
体
に
お
け
る

存
在
者
は
ピ
ュ
シ
ス
（φύσις

）
と
し
て
の
自
然
と
同
義
で
あ
り
、
世
界
内
部
性

を
必
然
的
規
定
と
し
て
も
た
ず
、
存
在
者
で
あ
る
限
り
で
の
現
存
在
が
そ
こ
へ
と

投
げ
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

12

。『
存
在
と
時
間
』
は
、
あ
く
ま
で
世
界

内
部
的
存
在
者
に
依
拠
し
て
お
り
、
全
体
に
お
け
る
存
在
者
と
し
て
の
自
然
を
射

程
外
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
よ
っ
て
形
而
上
学
期
の
超
越
の
問
題
は
、『
存
在
と

時
間
』
の
よ
う
に
︿
世
界
を
そ
の
存
在
体
制
と
し
て
す
で
に
有
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
存
在

が
、
世
界
内
部
的
存
在
者

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
わ
る
た
め
の
存
在
論
的
条
件
を
問
題
と
す
る
﹀
も

の
で
は
な
く
、︿
現
存
在
が
世
界
内
部
的
で
は
な
い
全
体
に
お
け
る
存
在
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
自0

然0

）
を
乗
り
越
え
て
、
い
か
に
世
界
を
獲
得
す
る

0

0

0

0

0

0

0

の
か
を
問
題
と
す
る
﹀
も
の
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
超
越
と
形
而
上
学
期
の
超
越
は
問
題
と

す
る
事
柄
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
世
界
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
世

界
内
部
的
存
在
者
と
の
出
会
い
が
可
能
と
な
る
以
上
、
排
他
的
で
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
両
者
は
二
重
の
超
越
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
特
徴

づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
最
後
に
、
上
記
で
示
し
た
超
越
が
後
年
の
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
を
論
じ
た
う
え
で
、
批
判

さ
れ
て
も
な
お
継
続
す
る
モ
チ
ー
フ
を
示
し
、
形
而
上
学
期
の
発
想
の
重
要
性
を

指
摘
す
る
。

三　
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
に
お
け
る
超
越

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
第
二
の
主
著
と
言
わ
れ
る
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
で
は
、

「「
超
越
」
と
い
う
表
象
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（G
A

65, 217
）
と
さ
れ
、「
超
越
」
は
問
題
含
み
の
概
念
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
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「
超
越
」
が
従
来
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
つ
ま
り
乗
り
越
え

0

0

0

0

（Ü
berstieg

）
と
し

て
把
握
さ
れ
、
存
在
者

0

0

0

と
し
て
の
超0

︱
感
性
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
把
握
さ
れ
な
い
と

し
て
も
、
そ
の
規
定
で
は
現
-
存
在
の
本
質
は
あ
ま
り
に
も
容
易
に
塞
が
れ
て
し

ま
う
。
と
い
う
の
も
、
超
越
は
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
も
下
と
こ
ち
ら
側

0

0

0

0

0

0

と
を

前
提
し
て
し
ま
い
、
や
は
り
或
る
「
自
我
（Ich

）」
と
主
観
（Subjekt

）
の
行
為

と
し
て
誤
解
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
超
越
概

念
も
ま
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
は
ま
り
続
け
て
い
る
（「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
を

参
照
）。（G

A
65, 322

）

こ
こ
で
誤
解
を
生
む
可
能
性
を
危
惧
さ
れ
て
い
る
超
越
は
、
形
而
上
学
期
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
主
張
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
超
越
で
あ
る
。「
乗

り
越
え
（Ü

berstieg

）」
は
「
超
出
（Ü

berschritt
）」
と
同
様
に
超
越
の
言
い
換

え
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（G

A
9, 137

）。
ま
た
、
超

越
は
主
観
の
主
観
性
の
根
源
的
な
把
握
と
し
て
捉
え
ら
れ
（vgl. G

A
26, 211

）、

超
越
の
乗
り
越
え
る
先
で
あ
る
世
界
の
第
一
次
的
な
性
格
と
し
て
の
「
目
的

性
（U

m
w

illen

）」
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
善
の
イ
デ
ア
と
結
び
つ
い
て
い
た
（vgl. 

G
A

26, 237f.; G
A

9, 160f.

）。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
や
形
而
上
学
期
に
お
い
て
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
「
主
観
」
を
主
観
-
客
観
関
係
に
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
超

越
は
主
観
が
と
き
お
り
遂
行
す
る
よ
う
な
行
為
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
さ
ら

に
は
「
善
の
イ
デ
ア
」
を
理
論
的
直
観
と
し
て
の
イ
デ
ア
と
は
異
な
る
も
の
と
し

て
論
じ
て
お
り
（vgl. G

A
26, 234f.

）、
そ
う
し
た
誤
解
を
避
け
る
細
心
の
注
意

を
払
い
な
が
ら
超
越
を
描
写
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
単
に
誤
解
を
誘
発
す
る
と
い
う
表
現
上
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
超
越
と
い
う

表
象
に
含
ま
れ
て
い
る
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

形
而
上
学
期
の
超
越
に
お
い
て
、「
下
」
と
い
う
の
は
「
乗
り
越
え
ら
れ
た
も

の
」
と
し
て
の
自
然
、「
こ
ち
ら
側
」
と
い
う
の
は
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
と

し
て
見
ら
れ
た
「
乗
り
越
え
る
先
」
で
あ
る
世
界
と
解
さ
れ
得
る
。
こ
の
と
き
、

「
乗
り
越
え
る
先
」
に
一
定
の
優
位
性
が
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
ぬ
ぐ
い
去
る

こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
自
然
と
世
界
の
ど
ち
ら
か
に
優
位
性
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
主
観
（
現
存
在
）
に
よ
る
「
乗
り
越
え
」
と

い
う
表
象
を
排
し
た
世
界
と
自
然
と
の
関
係
こ
そ
、
超
越
問
題
が
本
来
取
り
出
す

べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
き
あ
ら
た
め
て
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
形
而
上

学
期
に
お
け
る
超
越
が
、
全
体
に
お
け
る
存
在
者
と
の
「
対
決
（A

useinanderset-
zung

）」（G
A

27, 371; vgl. G
A

29/30, 43f.

）
を
通
じ
た
「
存
在
者
の
圧
倒
性
の

克
服
」（G

A
27, 381

）
に
よ
っ
て
世
界
を
獲
得
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
対
決
を
、
克
服
に
よ
っ
て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
不
断
の
対
決
の
ま

ま
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
乗
り
越
え
る
先
の
優
位

性
を
排
し
て
、
自
然
の
乗
り
越
え
ら
れ
な
さ
と
の
不
断
の
対
決
と
し
て
描
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
超
越
が
抱
え
て
い
る
本
質
的
な
問
題
を
避
け
て
、
そ
の

発
想
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
、
中
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
三
五
／
三
六
年
の
講
演

「
芸
術
作
品
の
根
源
」
や
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
で
、
世
界
と
大
地
の
抗
争

（Streit

）
と
し
て
論
じ
て
き
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
形
而
上
学
期
に
お
け
る

「
全
体
に
お
け
る
存
在
者
」
と
し
て
の
自
然
は
、
ピ
ュ
シ
ス
を
経
由
し
て
「
大
地

（Erde
）」
と
い
う
言
葉
へ
と
展
開
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
世

界
と
大
地
の
相
互
対
立
は
抗
争
（Streit

）
で
あ
る
。」（G

A
5, 35

）
大
地
は
乗
り

越
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
本
質
的
に
自
己
閉
鎖
す
る
も
の
」（G

A
5, 33

）

と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
解
明
を
回
避
し
て
開
示
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
保
た
れ
る
。
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そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
も
は
や
、
抗
争
は
克
服
さ
れ
る
な
ど
の
決
着
を
み
る
こ
と

は
な
い
不
断
の
抗
争
で
あ
る
。『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
で
も
各
所
で
世
界
と
大

地
の
抗
争
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
世
界
と
大
地
が
「
相
互
に
高
め
合

い
浸
潤
し
合
う
こ
と
」
や
「
そ
れ
ら
の
双
方
向
性
（G

egenläufigkeit

）」（G
A

65, 
275

）
が
真
理
と
結
び
付
け
ら
れ
、
ま
た
こ
の
時
期
の
根
本
語
で
あ
る
「
性
起

（Ereignis

）」
の
「
間
（Zw

ischen

）」
か
ら
、
両
者
の
抗
争
が
戦
い
取
ら
れ
る
と

さ
れ
て
い
る
（vgl. G

A
65, 484

）。
こ
れ
ら
は
、
形
而
上
学
期
の
超
越
が
一
方
向

的
で
あ
っ
た
こ
と
と
好
対
照
を
な
す
。
こ
こ
に
お
い
て
、
全
体
に
お
け
る
存
在
者

（
自
然
）
か
ら
世
界
へ
の
超
越
は
、
大
地
（
自
然
）
と
世
界
と
の
抗
争
へ
と
昇
華

し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

結
び

本
稿
は
第
一
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
超
越
に
対
す
る
形
而
上
学
期
の
超
越
の

関
係
を
、
同
一
事
象
の
多
様
な
表
現
で
も
『
存
在
と
時
間
』
の
制
限
を
撤
廃
す

る
か
た
ち
で
の
発
展
で
も
な
く
、
世
界
内
部
的
で
は
な
い
「
全
体
に
お
け
る
存
在

者
」（
自
然
）
を
乗
り
越
え
世
界
を
獲
得
す
る
と
い
う
、
新
し
い
論
点
の
追
加
と

し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
第
二
に
、
後
年
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
る
自
己
批
判
を
も
と
に
超
越
を
捉
え
な
お
し
、
世
界
と
大
地
の
抗
争
が

形
而
上
学
期
の
発
想
の
展
開
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
抗
争
と
し
て
の
関
係
は
、

さ
ら
に
「
四
方
界
（G

eviert

）」
に
ま
で
通
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
後
期
ハ
イ
デ

ガ
ー
へ
の
展
開
を
究
明
す
る
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
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は
、『
存
在
と
時
間
』
と
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
講
義
」
の
分
析
の
相

違
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
現
存
在

は
世
界
内
存
在
で
あ
る

0

0

0

が
、
い
ま
や
現
存
在
は
世
界
内
存
在
に
な
る

0

0

0

の
だ
。
超

越
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
ま
だ
も
っ
て
い
な
か
っ
た
意
味
を
い
ま
初
め
て
手

に
入
れ
る
。
つ
ま
り
超
越
は
、︹
⋮
⋮
︺
現
存
在
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
存
在
了
解
の

可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。」（Ingtraud G

örland, ibid. S. 8

）

11　

金
成
（2017b

）
を
参
照
。

12　

金
成
（2017a

）
参
照
。

文
献

＊
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
括
弧
内
に
略
号
と
頁
数
を
併
記
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
本
文
中
に
引
用
箇
所
を
示
し
た
。
既
刊
の
邦
訳
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は

す
べ
て
筆
者
が
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

G
A

＝G
esam

tausgabe, Frankfurt am
 M

ain: K
losterm

ann.

SZ

＝Sein und Zeit, Tübingen: M
ax N

iem
eyer, 19 A

ufl., 2006.

・Enders, M
. (1999), Transzendenz und W

elt. D
as daseinsherm

eneutische 

Transzendenz- und W
elt-Verständnis M

artin H
eideggers auf dem

 H
inter-

grund der neuzeitlichen G
eschichte des Transzendenz-Begriffs, Frankfurt 

am
 M

ain: Peter Lang G
m

bH
.

・G
örland, I. (1981), Transzendenz und Selbst. Eine Phase in H

eideggers 

D
enken, Frankfurt am

 M
ain, V

ittorio K
losterm

ann.

・
金
成
祐
人
（2017a

）「
全
体
に
お
け
る
存
在
者
と
し
て
の
自
然
︱
︱
前
期
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
け
る
自
然
概
念
再
考
」、
実
存
思
想
協
会
編
『
実
存
思
想
論
集
』、

第
三
二
号
、
理
想
社
、
一
〇
九–

一
二
五
頁
。

・
金
成
祐
人
（2017b

）「「
世
界
と
は
何
か
」
を
問
う
三
つ
の
道
︱
︱
形
而
上
学
期

の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
概
念
︱
︱
」、『
現
象
学
年
報
』、
日
本
現
象
学
会
、
第

三
三
号
、
五
九–

六
六
頁
。

・
榊
原
哲
也
（1994

）「
フ
ッ
サ
ー
ル
︱
︱
超
越
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
」、
大

橋
良
介
編
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
四
六–

一
六
六
頁
。

・
田
鍋
良
臣
（2014

）『
始
源
の
思
索
︱
︱
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
形
而
上
学
の
問
題
』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

・
細
川
亮
一
（1992

）『
意
味
・
真
理
・
場
所
』
創
文
社
。

・
丸
山
文
隆
（2013

）「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
と
超
越
の

問
題
系
」
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
哲
学
研
究
室

『
論
集
』、
三
一
号
、
一
六
九–

一
八
二
頁
。

・
峰
尾
公
也
（2019

）『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
時
間
性
の
哲
学
︱
︱
根
源
・
派
生
・
媒
介
』

溪
水
社
。

（
金
成
祐
人
・
か
ん
な
り 

ゆ
う
と
・
帝
京
大
学
）
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77 考えるとき話しているのか　――フッサール「独白」概念をめぐって

は
じ
め
に

ひ
と
は
考
え
る
と
き
何
を
し
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
風
呂
の
中
で
明
日
の
天
気

に
つ
い
て
考
え
て
い
る
人
は
、
お
湯
の
暖
か
さ
の
感
覚
を
も
ち
、
自
分
の
手
足
が

視
界
に
映
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
事
柄

は
彼
の
思
考
内
容
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
さ
ら
に
は
思
考
す
る
人
を
こ
の
よ
う

に
外
か
ら
眺
め
る
視
点
を
と
ら
ず
、
ま
さ
に
私
が
思
考
し
て
い
る
と
き
に
は
、
た

だ
思
考
さ
れ
た
世
界
だ
け
が
現
象
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
目
の
前
に
あ
る
物
事
は

何
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
な
ぜ
、
何
も
現
実
と
関
係
の
な
い
事
柄

に
つ
い
て
、
い
ま
現
実
に
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
人
と
話
す
と
き
だ
け
で
な
く
思
考
す
る
と

き
に
も
心
の
中
で
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
答
え
が
あ
り
う
る
。
内

語
は
思
考
と
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
か
つ
そ
れ
が
心
の

中
で
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
へ
と
向
か
う
思
考
を
現
実
に
お
い
て

媒
介
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

し
か
し
本
稿
は
む
し
ろ
、
思
考
が
内
的
言
表
に
よ
る
と
い
う
見
方
に
対
す
る
、

次
の
よ
う
な
疑
念
か
ら
出
発
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
柏
端
（2016

）
は
「
思
考
は

頭
の
中
に
あ
る
が
言
語
は
（
た
ぶ
ん
）
な
い
」
と
題
さ
れ
た
節
で
こ
う
述
べ
て
い

る
。「
独
言
や
内
語
の
存
在
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。︹
⋮
︺
だ
が
こ
れ
は
思

考
の
一
種
な
の
だ
ろ
う
か
。
心
的
表
象
の
一
種
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
こ
れ

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
身
体
表
面
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
な
い
発
話
行
為
の

一
種
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
柏
端 2016, p. 99, 

註
15
）。
私
は
こ
の
問
い

を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
み
た
い
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
心
の
中
で
言
葉
を
発

す
る
こ
と
は
あ
る
、
だ
が
そ
れ
は
考
え
る
こ
と
と
事
実
似
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
考

え
る
と
き
絶
え
ず
心
の
中
で
独
り
言
を
呟
い
て
い
る
と
い
う
の
は
︱
︱
思
考
が
媒

介
な
し
に
世
界
に
届
く
と
い
う
の
と
同
じ
く
ら
い
︱
︱
何
か
不
自
然
な
見
方
で
は

な
い
か
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
話
し
な
が
ら

4

4

4

考
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
決
し
て

考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
は
、
思
考
を
直
接
成
り
立
た
し
め
る
よ
う
な
言
表
が
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
内
的
な
言
表
の
中
に
は
上
述
の
よ

う
な
発
話
で
は
な
い
も
の
が
、
つ
ま
り
「
私
が
話
す
」
も
の
と
は
異
な
る
言
表

の
経
験
が
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
。
こ
の
た
め
本
稿
の
議
論
は
一
貫

し
て
、（
内
的
発
話
を
含
め
た
）
通
常
の
発
話
と
内
語
と
の
間
の
差
異
の
探
究
へ

と
向
か
う
。
本
稿
は
ま
ず
、『
論
理
学
研
究
』
第
一
研
究
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
独

白
」
に
与
え
た
、「
告
知
」
の
機
能
を
持
た
な
い
言
表
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
明

ら
か
に
す
る
（
第
一
節
・
第
二
節
）。
そ
し
て
こ
の
独
白
の
非
告
知
性
を
、
デ
リ

ダ
が
「
声
（voix
）」（
こ
れ
は
独
白
の
別
名
で
あ
る
）
に
与
え
た
「
自
分
が
話
す

の
を
聞
く
」
と
い
う
特
徴
づ
け
を
手
が
か
り
に
、
別
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
（
第

考
え
る
と
き
話
し
て
い
る
の
か　
︱
︱
フ
ッ
サ
ー
ル
﹁
独
白
﹂
概
念
を
め
ぐ
っ
て

京
念
屋　

隆　

史
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三
節
・
第
四
節
）。

一　

表
現
と
告
知

一-

一　
「
思
想
」
の
二
義
性

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
通
常
、
言
葉
は
「
意
味
機
能
」
に
加
え
て
「
告
知

（K
undgabe

）」
の
機
能
を
も
つ
。
意
味
機
能
と
は
、「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
（
例
：
明
日
は
晴
れ
で
あ
る
）
が
︿
S
は
P
で
あ
る
﹀
と
い
う
意
味
内
容
を

表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
比
さ
れ
る
の
が
告
知
機
能
で
あ
り
、
誰
か

が
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
言
え
ば
、
そ
の
言
表
は
「
彼
は
『
S
は
P
で
あ
る
』
と

考
え
て
い
る
よ
う
だ
」
い
う
こ
と
を
指
示
す
る
（
そ
の
指
標
と
な
る
）
だ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

︹
⋮
︺
す
べ
て
の
表
現
は
伝
達
的
言
表
に
お
い
て
は
指
標
と
し
て
機
能
す

る
。
そ
う
し
た
す
べ
て
の
表
現
は
聞
き
手
に
と
っ
て
は
、
話
し
手
の
「
思

想
」
を
、
す
な
わ
ち
話
し
手
の
意
味
付
与
体
験
を
表
わ
す
記
号
と
し
て︹
⋮
︺

役
立
つ
。
こ
の
よ
う
な
言
語
的
表
現
の
機
能
を
告
知
機
能
と
呼
ぶ
。（H

ua 
X

IX
: 40

）

こ
こ
で
話
し
手
の
「
思
想
（G

edanke

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
聞
き
手
に

よ
っ
て
話
し
手
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
、「
彼
が
そ
う
思
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
こ

ろ
の
考
え
の
こ
と
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
全
面
的
に
こ
う
し
た
言
表

の
告
知
機
能
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
告
知
は
、
話
し
手
が
自
ら
の
思
想

を
言
葉
へ
と
表
明
す
る
こ
と
（Ä

ußerung

）
と
厳
密
に
セ
ッ
ト
で
機
能
す
る
か
ら

だ
。
す
な
わ
ち
、
話
し
手
は
思
っ
た
こ
と
を
言
い
、
そ
の
言
わ
れ
た
こ
と
が
翻
っ

て
彼
の
思
っ
て
い
た
こ
と
を
指
し
示
す
と
い
う
仕
方
で
、
表
明
と
告
知
と
は
同
じ

事
柄
の
二
側
面
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
語
の ,,G

edanke

’’ 

と
い
う
語
は
、
例
え
ば
フ
レ
ー
ゲ
に

お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
文
が
意
味
し
て
い
る
当
の
意
味
内
容
そ
の
も
の

を
指
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
二
重
性
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
他
人
へ
の
伝
達
に
お

い
て
は
「
思
想
は
意
味
と
い
う
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
告
知
に
よ
っ

て
伝
達
さ
れ
も
す
る
」（H

ua X
IX

/1: 43

）
と
言
う
と
き
に
も
含
意
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
方
で
、
告
知
さ
れ
る
現
実
的
作
用
と
し
て

の
思
想
を
『
思
想
』
と
記
し
、
他
方
で
、
文
が
意
味
し
主
観
が
思
念
す
る
理
念
的

内
容
と
し
て
の
思
想
を
︿
思
想
﹀
と
記
し
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
私
の
見
る
と
こ

ろ
、
こ
う
し
た
両
義
性
は
両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
以
上
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
づ
け
を
残
し
て
お
き
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

一-

二　

独
白
の
無
人
称
仮
説

意
味
さ
れ
る
︿
思
想
﹀
が
も
つ
理
念
性
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
言
明
の
反
復
の
う
ち
で
同
一
の
も
の
と
し
て
い
つ
で
も
明
証
的

な
意
識
へ
と
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
こ
の
同
一
の
意
味
の
う
ち
に
は
、
判
断

作
用
︹U

rteilen

︺
や
判
断
者
︹U

rteilende

︺
は
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
え
な

い
。（H

ua X
IX

/1: 49

）

こ
こ
で
、
告
知
さ
れ
る
『
思
想
』
が
必
ず
話
し
手
の

4

4

4

4

思
想
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
言
表
が
意
味
す
る
︿
思
想
﹀
は
話
し
手
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
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79 考えるとき話しているのか　――フッサール「独白」概念をめぐって

か
、︿
思
想
﹀
の
う
ち
に
は
思
考
す
る
私
は
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
な
い
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
独
白
と
い
う
事
例
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
厳
密
に
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
意
味
の
理
念
性
は
通
常
、
独
白
で
は
な

い
普
通
の
話
さ
れ
た
言
葉
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
つ
誰
に
言
わ
れ
て
も
同
一
の

内
容
を
も
つ
こ
と
、
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
話
し
手
が
「
S
は
P

だ
」
と
言
い
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
意
味
内
容
︿
S
は
P
で
あ
る
こ
と
﹀
を
捉
え
る

と
き
に
は
、
そ
れ
を
言
っ
た
の
が
彼
で
あ
る
こ
と
を
含
ま
せ
は
せ
ず
、
そ
の
話
し

手
を
差
し
引
い
て
考
え
る
。
し
か
し
、
も
し
独
白
が
あ
ら
か
じ
め

4

4

4

4

4

告
知
機
能
を

持
た
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
機
能
を
こ
の
よ
う
な
引
き
算
的
な
発
想
に

よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。

︿
思
想
﹀
の
理
念
性
、
そ
の
無
人
称
性
に
対
し
て
、
独
白
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
実

的
な
も
の
の
う
ち
で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私

は
次
の
よ
う
な
読
解
仮
説
を
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、
思
考
さ
れ
た
意
味
だ
け
で
な

く
、
そ
れ
を
意
味
す
る
言
表
の
う
ち
に
も
、
発
話
し
て
い
る
こ
と
（Sprechen

）

や
話
し
手
（Sprechende

）
が
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
な
い
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二　

心
的
言
表
の
分
類
学
―
―
独
白
と
は
何
で
は
な
い
か

二-

一　

告
知
を
伝
達
か
ら
区
別
す
る
―
―
想
起
さ
れ
た
発
話

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
独
白
の
非
告
知
性
は
お
そ
ら
く
誤
っ
た
根
拠
を
も
と

に
自
明
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
要
約
し
つ

つ
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

よ
く
認
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
表
現
と
指
示
の
区
別
の
基
準
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
「
内
的
生
」
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
簡
素
な
記
述
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
内
的
生
に
お
い
て
は
、

伝
達
が
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
指
示
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
他
我
が

存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
伝
達
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

（D
errida 1967, p. 78

）

フ
ッ
サ
ー
ル
の
誤
り
は
、「
指
示
」
す
な
わ
ち
告
知
機
能
を
、
他
人
へ
の
伝
達
と

同
一
視
し
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
伝
達
に
関
し
て
な
ら
ば
、
言
表
に
何
も
伝
達

さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
た
だ
単
に
、
他
人
に
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
、「
心
の
中
で
」

表
象
す
る
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
想
起
や
想
像
を
含
め
た
準
現
在

化
さ
れ
た
言
表
は
、
他
人
に
聞
こ
え
な
い
が
ゆ
え
に
非
伝
達
性
の
要
件
を
必
ず
満

た
す
だ
ろ
う
。

し
か
し
非
伝
達
的
だ
が
告
知
的
で
あ
る
よ
う
な
内
的
言
表
は
い
く
ら
で
も
あ

る
。
例
え
ば
、
あ
の
と
き
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
た
、
と
想
起
さ
れ
た
言
表
は
必

ず
、
彼
が
そ
の
と
き
そ
う
思
っ
て
い
た
こ
と
を
告
知
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の

よ
う
に
告
知
さ
れ
る
彼
の
『
思
想
』
が
彼
の
言
表
へ
と
表
明
さ
れ
て
い
た
の
だ
、

と
い
う
仕
方
で
過
去
の
言
表
を
捉
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
告
知
機
能
は
、
そ
の
話

し
手
が
他
人
で
は
な
く
自
分
で
あ
っ
た
場
合
に
も
例
外
な
く
機
能
す
る
。
だ
か
ら

自
分
の
過
去
の
発
言
は
、
そ
の
と
き
の
自
分
が
そ
う
思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

の
、
そ
の
『
思
想
』
の
指
標
と
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
の
こ
と
を
「
自

己
へ
の
告
知
」
な
い
し
「
自
己
告
知
機
能
」
と
言
い
表
す
。
こ
の
こ
と
は
告
知
の

外
延
が
伝
達
の
外
延
よ
り
も
広
い
こ
と
を
示
す
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
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二-

二　

想
像
さ
れ
た
発
話

さ
て
、「
独
白
」
と
い
う
こ
と
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
想
起
で

は
な
く
想
像
さ
れ
た
言
表
で
あ
っ
た
。
想
像
が
想
起
と
異
な
る
の
は
、
想
起
さ
れ

た
対
象
は
過
去
の
実
在
で
あ
る
が
想
像
さ
れ
た
対
象
は
実
在
し
な
い
と
い
う
点
、

つ
ま
り
存
在
定
立
の
無
さ
と
い
う
点
に
尽
き
る
。

し
か
し
、
非
定
立
性
は
非
告
知
性
へ
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
想
像
さ

れ
た
言
表
の
中
に
も
ま
だ
告
知
機
能
を
持
つ
も
の
が
あ
る
の
だ
。
例
え
ば
、
あ

る
言
表
を
過
去
に
彼
が
言
っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
実
は
そ
れ
は
記
憶
違

い
で
あ
り
、
自
分
が
想
像
の
中
で
彼
に
そ
う
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
と
判
明

す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
存
在
定
立
が
外
れ
て
想
起
が
想
像
へ
と
移
行
す

る
例
で
あ
る
が
、
こ
の
移
行
に
お
け
る
違
い
は
た
だ
、
そ
の
話
し
手
が
現
実
の
彼

で
あ
る
か
架
空
の
彼
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
し
か
な
く
、
彼
が
発
話
者
で
あ
り
そ

の
『
思
想
』
を
表
明
し
て
い
る
、
と
い
う
構
造
そ
の
も
の
に
は
い
か
な
る
変
化
も

な
い
。
つ
ま
り
言
表
が
指
標
と
し
て
機
能
し
な
い
た
め
に
は
、
実
在
す
る
も
の
と

し
て
想
起
さ
れ
て
も
、
実
在
物
と
し
て
想
像

4

4

4

4

4

4

4

4

さ
れ
て
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本

稿
で
は
こ
う
し
た
告
知
機
能
を
も
つ
心
的
言
表
を
、
独
白
な
い
し
声
と
区
別
し
て

「
想
像
さ
れ
た
発
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
う
し
た
想
像
さ
れ
た
発
話
は
お
そ
ら
く
、
次
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
例
示
の
中
に

も
混
入
し
て
い
る
。

確
か
に
あ
る
意
味
で
は
ひ
と
は
孤
独
な
言
表
に
お
い
て
も
話
し
て
い
る

4

4

4

4

4

︹
⋮
︺。
例
え
ば
誰
か
が
自
分
自
身
に
対
し
て
「
お
前
は
悪
い
こ
と
を
し
た
、

こ
れ
以
上
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
う
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
ひ
と
は
本
来
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
伝
達
的
な
意
味

で
話
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
は
自
分
に
対
し
て
何
も
伝
達
し
て
は
お

ら
ず
、
た
だ
自
分
自
身
を
話
し
手
お
よ
び
伝
達
者
と
し
て
表
象
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。（H

ua X
IX

/1: 42

）

こ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
心
事
が
た
か
だ
か
伝
達
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
本
稿
は
そ
れ
に
異
論
を
持
た
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
お
前
は
悪
い
こ
と
を
し

た
」
が
告
知
機
能
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
私
の
『
後
悔
の
意
』
の
表
明
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
主
観
は
自
分
に
話
し
か
け
な
が
ら

「
自
分
自
身
を
話
し
手
お
よ
び
伝
達
者
と
し
て
表
象
」（ibid.

）
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
と
き
「
お
前
は
悪
い
こ
と
を
し
た
」
と
い
う
の
は
そ
の
私
と
い
う
話

し
手
が
持
っ
て
い
る
『
思
想
』
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の

限
り
で
、
こ
の
内
的
な
話
し
か
け
は
独
白
で
は
な
く
想
像
さ
れ
た
発
話
に
分
類
さ

れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る

1

。

二-

三　
「
孤
独
な
心
的
生
」
と
は
何
か

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
告
知
機
能
を
も
つ
言
表
の
タ
イ
プ
を
、
一
般
に
「
発
話
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
発
話
の
特
徴
は
、
言
表
文
の
表
象
に
加
え
て
、
そ
れ
の

発
話
者
が
共
に
表
象
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
言
表
の
表
象
が

与
え
ら
れ
た
な
ら
、
そ
れ
の
話
し
手
を
世
界
の
中
か
ら
一
人
選
ん
で
探
し
出
し
て

く
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
選
別
プ
ロ
セ
ス
は
話
し
手
と
し
て
の
自
己

を
他
者
と
同
列
に
扱
う
（cf. 

本
稿
二
一
）。
か
く
し
て
発
話
は
言
表
と
言
表
者

が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
複
合
表
象
に
な
る
。

だ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
独
白
と
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
発
話
」
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
見
る
に
は
、
独
白
と
想
像
さ
れ
た
発
話
と
が
入
り
混
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81 考えるとき話しているのか　――フッサール「独白」概念をめぐって

じ
る
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
見
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
考
え
な
が
ら
議
論

し
て
い
た
相
手
の
発
言
が
念
頭
に
浮
か
び
、
し
か
し
「
そ
れ
は
違
う
」
と
考
え
、

ま
た
自
分
の
中
で
そ
の
続
き
を
考
え
て
い
く
と
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
私
は
、
そ
れ

は
違
う
と
思
う
と
き
、
そ
れ
は
違
う
と
話
し
て

4

4

4

い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も

そ
の
と
き
私
は
彼
に
言
い
返
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は
違
う
と
考
え
た

う
え
で
、
そ
れ
を
意
見
と
し
て
表
明
し
て
い
る
の
で
も
な
い
か
ら
だ

2

。
私
は
た

だ
単
に
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ま
だ
い
か
な
る
行
為
と
し
て
も

表
象
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
独
白

は
、
そ
の
語
の
見
か
け
に
反
し
て
、「
私
が
独
白
し
て
い
る
」
と
い
う
表
象
を
含

ま
な
い
も
の
な
の
だ
。

言
表
が
思
考
す
る
私
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
い
や
む
し
ろ
︿
思
想
﹀
を
担

う
た
め
に
は
、
他
人
の
発
話
で
も
自
分
の
発
話
で
あ
っ
て
も
な
ら
ず
、
い
わ
ば
誰

の
も
の
で
も
な
い
言
表
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
誰
に
も
帰
属
さ
せ
ら
れ

ず
、
ど
の
主
体
を
も
選
ば
な
い
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
、
思
考
す
る
私
の
言

表
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
孤
独
な
心
的
生
」
と

は
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
不
在
に
お
い
て
、
独
白
し
て
い
る
私
だ
け
が
存
在
す
る
場

の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
他
者
で
あ
ろ
う
と
自
分
で
あ
ろ
う
と
、
お

よ
そ
話
し
手
と
し
て
の
主
観
一
般
が
不
在
で
あ
る
よ
う
な
場
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
言
表
の
タ
イ
プ
だ
け
が
独
白
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ

の
本
質
は
、
発
話
者
の
表
象
を
伴
わ
な
い
、
言
表
の
み
の
単
独
表
象
で
あ
る
こ

と
、
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
。

三 　
「
心
の
声
」
の
文
法
学

本
節
以
降
で
は
、
前
節
ま
で
で
示
し
た
独
白
の
非
告
知
性
を
よ
り
具
体
的
に
、

か
つ
別
の
角
度
か
ら
究
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
発
端
と
し
て
私
が
特
別
に

取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
の
は
、
漫
画
に
お
け
る
思
考
と
独モ

ノ
ロ
ー
グ白

の
描
写
で
あ
り
、

そ
の
「
吹
き
出
し
」
と
呼
ば
れ
る
記
法
で
あ
る
。
漫
画
の
吹
き
出
し
に
は
大
別
し

て
風
船
型
と
泡
型
の
二
種
類
が
あ
り
、
風
船
型
の
吹
き
出
し
は
登
場
人
物
の
通
常

の
発
話
を
表
す
記
法
で
あ
る
。
そ
し
て
泡
型
の
吹
き
出
し
は
人
物
が
考
え
て
い
る

内
容
を
、
い
わ
ゆ
る
「
心
の
声
」
と
し
て
表
す
記
法
で
あ
る
。

本
節
は
こ
う
し
た
漫
画
の
記
法
の
文
法
的
考
察
を
出
発
点
に
と
り
、
私
の
実
際

の
思
考
作
用
を
（
体
験
の
反
省
等
に
よ
っ
て
）
記
述
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
考
え
る
こ
と
の
現
象
そ
の
も
の
を
直
接
見
る

こ
と
に
は
或
る
本
質
的
な
困
難
が
あ
る
か
ら
だ

3

。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
最

も
手
前
に
あ
る
も
の
を
見
る
こ
と
の
困
難
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
あ
ま
り
に
近

す
ぎ
る
現
象
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
む
し
ろ
、
見
る
た
め
の
距
離
を
必
要
と
す
る
の

だ
。

三-

一　

二
種
類
の
吹
き
出
し

漫
画
に
お
い
て
そ
の
距
離
は
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
生
き
ら
れ
た
世

界
を
、
無
視
点
的
な
客
観
的
世
界
の
上
に
重
ね
描
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
て
い
る
。
漫
画
の
描
写
の
一
つ
の
約
束
事
は
、
読
者
が
そ
の
作
中
世
界
を
、
程

度
の
差
は
あ
れ
、
神
の
よ
う
な
超
越
的
視
点
か
ら
見
渡
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ

か
ら
登
場
人
物
の
内
面
も
ま
た
等
し
く
客
観
的
に
描
か
れ
る
。
泡
型
の
吹
き
出
し

も
ま
た
そ
う
し
た
道
具
立
て
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
な
ら
見
え
な
い
は
ず

の
も
の
を
可
視
化
し
て
描
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
見
え
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
も
ち
ろ
ん
当
人

の
思
考
は
他
人
か
ら
は
見
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
こ
こ
で
強
調
し
た
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い
の
は
、
実
は
当
人
か
ら
見
え
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
の
不
可
視
性
で
あ

る
。
発
話
を
表
す
風
船
型
の
吹
き
出
し
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
口
元
か
ら
湧
き
出
し

た
、
世
界
の
中
に
産
出
さ
れ
た
一
個
の
対
象
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
泡
型
の
吹
き
出
し
は
こ
れ
と
違
っ
て
、
例
え
ば
彼
の
隣
に
、
あ
る
い
は
部

屋
の
中
に
存
在
す
る
と
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
他
の
事
物
と
の
境
界
づ

け
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
よ
り
重
要
な
こ
と
だ
が
、

自
分
の
頭
か
ら
吹
き
出
て
い
る
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。

思
考
す
る
人
物
は
た
だ
吹
き
出
し
の
中
身
だ
け
を
見
て
、
そ
の
内
で
生
き
る
の

だ
。さ

ら
に
も
う
一
つ
、
特
筆
す
べ
き
差
異
を
挙
げ
た
い
。
そ
れ
は
、
風
船
型
の
そ

れ
と
は
違
っ
て
、
泡
型
の
吹
き
出
し
は
必
ず
、
そ
の
人
が
本
当
に

4

4

4

思
っ
て
い
る
こ

と
を
表
す
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
泡
型
で
嘘
を
つ
く
、
と
い
っ
た
こ
と
は
起

こ
ら
な
い
。
実
際
、
そ
う
し
た
場
面
を
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く

な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
ま
た
、
た
だ
偶
然
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
だ
ろ

う
。そ

の
理
由
は
、
一
方
で
は
も
ち
ろ
ん
作
劇
上
の
都
合
で
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

発
話
だ
け
で
な
く
独
白
も
嘘
だ
と
仮
定
す
る
と
、
漫
画
の
読
者
か
ら
み
て
そ
の
人

物
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
ろ
う
。
嘘
を

つ
い
て
い
る
こ
と
を
描
く
最
も
簡
単
な
方
法
は
、
風
船
型
の
吹
き
出
し
と
泡
型
の

そ
れ
と
を
内
容
的
に
矛
盾
さ
せ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
風
船
型
で
描
か
れ
た
公
的

な
発
話
と
、
そ
れ
を
打
ち
消
す
よ
う
に
泡
型
で
描
か
れ
た
私
的
な
独
白
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
読
者
は
後
者
の
方
を
信
頼
し
、
こ
ち
ら
が
本
音
な
の
だ
な
、
と
気
づ

く
。
だ
が
、
ま
さ
か
そ
の
独
白
も
ま
た
嘘
で
あ
る
、
な
ど
と
は
想
定
し
な
い
。
と

い
う
よ
り
、
も
し
そ
れ
も
ま
た
虚
偽
で
あ
る
な
ら
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
で
誠
実
に

語
っ
て
い
る
場
面
が
今
度
は
描
か
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
漫
画
の
文
法
と
世

界
構
造
に
対
す
る
あ
る
種
の
信
頼
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漫
画
の
読
者
は
人
物

の
内
面
ま
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
必
ず
、
そ
の
人
物
が
嘘
を
つ
か
ず

に
本
当
に
考
え
て
い
る
場
面
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三-

二　

自
己
と
い
う
盲
点

だ
が
こ
れ
は
、
単
な
る
漫
画
の
文
法
を
超
え
た
、
思
考
一
般
に
つ
き
ま
と
う
構

造
的
な
制
約
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
も
し
独
白
も
ま
た
嘘
で
あ

る
と
し
た
ら
、
今
度
は
自
分
自
身
が
、
自
分
が
い
っ
た
い
何
を
考
え
て
い
る
の
か

分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
漫
画
に
お
い
て
は
作
者
は
読
者
に

分
か
る
よ
う
に
書
く
よ
う
に
、
思
考
に
お
い
て
は
誰
も
が
自
分
に
分
か
る
よ
う
に

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
人
は
、
自
分
が
た
だ
発
言
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
言
う
こ
と
が
ま
さ
に
思
う
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
よ

う
な
、
嘘
を
つ
け
な
い
言
葉
を
使
う
場
面
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
4

。漫
画
の
読
者
が
覗
き
見
て
い
た
の
は
そ
う
し
た
言
語
の
原
光
景
だ
っ
た
。
そ
れ

は
、
人
の
内
面
を
も
く
ま
な
く
見
渡
せ
る
世
界
構
造
の
下
で
の
特
権
的
な
眺
め
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
特
権
は
、
誰
も
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
現
に
持
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
人
は
自
身
の
外
的
な
振
る
舞
い
か
ら
内
語
に
至
る
ま

で
の
完
全
な
文
脈
を
も
ち
、
自
分
に
対
し
て
隠
さ
れ
た
も
の
を
持
た
な
い
の
だ
か

ら
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、
言
表
が
私
の
思
考
そ
の
も
の
を
な
す
場
面
、
私
が
そ
の
根

源
的
な
言
葉
を
語
っ
て
い
る
場
面
、
そ
れ
は
私
に
対
し
て
そ
れ
と
し
て
現
前
す
る

こ
と
の
な
い
領
域
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
思
考
が
あ
る
言
葉
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
と
き
、
私
は
、
自
己
自
身
を
構
成
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
言
葉
を
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翻
っ
て
見
る
︱
︱
見
る
と
い
う
関
係
に
立
つ
︱
︱
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の

も
、
い
ま
、
漫
画
の
中
に
描
き
こ
ま
れ
、
読
ま
れ
て
い
る
の
が
こ
の
私
で
あ
る
と

せ
よ
。
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
通
覧
す
る
読
み
手
の
資
格
を
失
い
、

世
界
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
、
そ
し
て
自
己
自
身
は
一
つ
の
盲
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
前
項
で
述
べ
た
不
可
視
性
の
意
味
で
あ
る
。
自
己
の
う
ち
に
は
、
場
合

に
よ
っ
て
は
他
人
に
は
見
え
、
し
か
し
自
分
か
ら
は
原
理
的
に
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
不
可
視
の
領
野
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
盲
点
の
存
在
は
あ
る
積
極
的
な
意
味

を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
私
は
自
分
の
独
白
の
読
者
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
私
の

声
の
「
聞
き
手
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
人
が
思
考
す

る
の
を
眺
め
る
の
で
は
な
く

5

、
私
が
思
考
す
る
た
め
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
私
が
自
身
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
特
権
と
は
、
自
己
の
内
面
を
く
ま
な
く

対
象
的
に

4

4

4

4

捉
え
る
能
力
で
は
な
い
の
だ
。

四　

声
の
源
泉
の
現
象
学

漫
画
の
文
法
と
そ
の
二
重
化
さ
れ
た
眺
め
の
下
で
な
さ
れ
た
前
節
の
考
察
は
、

独
白
の
非
告
知
性
が
も
つ
二
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
嘘
を
つ
け
な
い
、
自
分
を
聞

く
こ
と
の
不
可
能
性
、
と
い
う
諸
特
徴
を
示
し
て
い
た
。
本
節
は
こ
の
そ
れ
ぞ
れ

に
原
理
的
な
解
明
を
与
え
る
こ
と
で
結
論
に
代
え
た
い
。

四-

一　

防
壁
と
し
て
の
告
知
機
能

泡
型
の
吹
き
出
し
は
風
船
型
と
違
っ
て
、
そ
の
中
身
が
も
っ
ぱ
ら
言
葉
で
あ
る

必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
吹
き
出
し
の
中
に
言
葉
で
は
な
く
対
象
そ
の
も
の
を
描

け
ば
、
思
考
で
は
な
く
想
像
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
内
の

諸
対
象
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
発
話
を
、
そ
の
中
に
描
く
こ
と
も
で
き

る
は
ず
だ
。
す
る
と
泡
型
の
吹
き
出
し
の
中
に
、
風
船
型
の
吹
き
出
し
が
入
れ
子

に
な
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
本
稿
二-

二
で
見
た
想
像
さ

れ
た
発
話
に
あ
た
る
。

泡
型
の
吹
き
出
し
の
中
に
直
に
書
か
れ
ず
、
風
船
型
の
入
れ
子
を
介
し
て
書
か

れ
た
言
葉
は
、
そ
の
主
観
の
思
考
内
容
を
た
だ
ち
に
構
成
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ

の
よ
う
な
間
接
的
な
言
葉
の
様
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
嘘
を
つ
け
る
よ
う
に

な
る
こ
と
以
上
の
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
も
し
内
的
な
言
表
が
何
で
あ
れ
思
考
を

構
成
し
て
し
ま
う
な
ら
、
つ
ま
り
心
の
中
で
た
だ
言
葉
を
表
象
す
る
だ
け
で
も
そ

れ
が
私
の
思
考
内
容
に
直
結
し
て
し
ま
う
な
ら
、
私
は
心
の
中
で
す
ら
う
か
つ
に

発
言
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
公
共
の
場
で
う
っ
か
り
言
っ
た
発
言
が
そ

の
人
の
思
想
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
、
う
っ
か
り
発
し
た
内
的
発
話
が
自
分

の
思
想
そ
の
も
の
だ
と
自
分
自
身
に
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
し
た
ら
。
言
葉

が
つ
ね
に
思
想
に
融
即
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
語
は
思
考
の
役
に

も
立
た
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
ひ
と
は
心
の
中
で
意
図
的
に
発
話
す
る
こ
と
も
、
自
ら
の
『
思
想
』

を
表
明
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
独
白
」

は
、
舞
台
上
で
登
場
人
物
が
す
る
台
詞
と
し
て
の
独
白
に
似
て
い
る
。
例
え
ば
ハ

ム
レ
ッ
ト
は
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
で
「
言
っ
て
み
せ
て
」
お
り
、
本
心
か
ら
の
心

情
吐
露
を
自
己
自
身
に
演
じ
て
み
せ
て
も
い
る
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
発
話
は
︱
︱

決
し
て
虚
偽
で
は
な
い
に
せ
よ
︱
︱
実
は
額
面
通
り
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
な
の
だ
。
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四-

二　

盲
点
か
ら
の
触
発
―
―
声
の
自
己
触
発

本
稿
三-
二
で
見
た
の
は
、
思
考
と
声
の
現
象
の
う
ち
に
は
、
自
己
で
あ
る
こ

と
に
と
っ
て
構
成
的
な
盲
点
、
自
己
へ
の
非
現
前
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。
本
項
で
は
こ
の
こ
と
を
、
デ
リ
ダ
の
「
自
分
が
話
す
の
を
聞
く
（s’entendre 

parler

）」
と
い
う
声
の
規
定
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
声
は
話
す
と
い
う
よ
り
は
聞
か
れ
る
（s’entendre

）
も
の
と
し
て
体

験
さ
れ
る
と
い
う
点
、
そ
れ
を
「
私
が
話
す
」
と
い
う
能
動
性
か
ら
出
発
し
て
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
点
は
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
私
は
考

え
る
と
き
も
っ
ぱ
ら
考
え
て
お
り
、
そ
れ
で
い
わ
ば
手
一
杯
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
何
か
に
表
明
す
る
こ
と
は
別
の
仕
事
が
必
要
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
だ
け
で
な
く
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
話
す
こ
と
は
一
般
に
思
想
そ
の
も
の
に
直

結
し
な
い
よ
う
に
体
験
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
の
中
で
私
が
故
意
に
話
そ
う
と

し
た
も
の
は
何
で
あ
れ
発
話
以
上
の
も
の
に
は
、
つ
ま
り
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の

に
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
は
、
話
す
の
で
は
な
く
「
聞
く
」
と
い
う
契
機
の
必
要
性
が
確
か
に
認

め
ら
れ
る
。
一
般
に
、
聞
く
と
は
話
さ
れ
た

4

4

4

も
の
を
聞
く
こ
と
、
つ
ま
り
話
す
過

程
と
聞
く
過
程
の
間
の
差
異
を
前
提
と
し
た
能
作
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
差
異
が

声
に
も
必
要
と
な
る
の
だ
。
考
え
る
者
と
話
す
者
が
一
致
す
る
の
は
私
が
話
し
な

が
ら
考
え
て
い
る
場
合
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
考
え
る
た
め
に
こ
そ
或
る
差
異
が

残
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
思
考
す
る
と
は
、
私
が
考
え

か
つ
話
す
必
要
が
な
く
、
た
だ
話
さ
れ
た
も
の
を
読
む
こ
と
の
み
に
専
念
で
き

る
、
と
い
う
状
態
に
近
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
声
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
︱
︱
私
が
表
明
し
た

の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︱
︱
私
の
思
想
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
点
で
、
声
の
現
象
は
通
常
の
聞
く
こ
と
と
し
て

も
、
そ
の
単
な
る
受
動
性
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
実
際
、
そ

れ
は
誰
か
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
る
の
を
聞
く
と
い
っ
た
経
験
と
も
異
な
り

6

、
声

を
発
し
て
い
る
者
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
言
表
の
起
点
は
「
誰
か
」
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

そ
し
て
そ
の
帰
結
と
し
て
、
声
を
聞
く
こ
と
は
告
知
の
聴
取
（K

undnahm
e

）

と
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
通
常
、
例
え
ば
他
人
の
発
話
を
聞
く
と
き
も
、

私
は
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
で
文
の
︿
思
想
﹀
を
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
私
の

︿
思
想
﹀
そ
の
も
の
だ
と
見
な
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
話
し
手
の
『
思
想
』
と
し

て
彼
に
帰
属
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
声
で
は
ま
さ
に
こ
の
こ

と
が
起
こ
る
の
だ
。
つ
ま
り
私
が
、
言
表
か
ら
得
た
思
想
を
︱
︱
そ
の
起
源
の
不

在
ゆ
え
に
︱
︱
誰
に
も
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
自
分
の
も
の

に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
。

ひ
と
は
、
そ
の
起
点
が
不
可
視
で
あ
る
よ
う
な
、
盲
点
に
発
す
る
触
発
を
何

で
あ
れ
自
己
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の

よ
う
な
仕
方
で
触
発
す
る
も
の
が
自
己
に
な
る

4

4

4

、
と
語
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
そ
う
し
た
触
発
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
自
己
な
る
も
の
は
も
は
や
考
え
ら

れ
な
い
の
だ
か
ら
。
か
く
し
て
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
言
表
こ
そ
が
「
私
は
考
え

る
」
を
成
り
立
た
せ
、
私
が
産
出
し
た
の
で
は
な
い
言
表
だ
け
が
思
考
す
る
私
の

能
動
性
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

註
1　

内
語
の
外
延
を
想
像
さ
れ
た
発
話
の
外
延
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
発
想
を
、

筆
者
は
、
永
野
（2015

）
が
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
、
内
語
に
ま
つ
わ
る
現
代
の
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心
理
学
的
諸
研
究
か
ら
学
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
ど
れ
も
、
心
の
中
で
発
せ

ら
れ
た
言
葉
な
ら
何
で
あ
れ
「
内
語
」
と
呼
べ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
前
提
を
疑

う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
な
お
、
想
像
さ
れ
た
発
話
に
は
大
別
し
て
、
話

し
て
い
る
自
分
も
含
め
た
発
話
の
場
面
全
体
が
想
像
さ
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で

は
な
く
現
実
の
私
が
「
今
ま
さ
に
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
で
」（G

regory 

2016, p. 665

）
話
す
こ
と
（
だ
け
）
を
想
像
す
る
場
合
が
あ
る
。

2　

と
は
い
え
興
味
深
い
こ
と
に
、
私
は
心
の
中
で
（
し
ば
し
ば
気
づ
か
ず
に
）

実
際
に
言
い
返
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
想
像
さ
れ
た
発

話
の
形
を
と
っ
て
、
自
己
の
内
面
が
あ
ら
か
じ
め
外
化
さ
れ
た
形
で
生
み
出
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
と
き
自
己
の
思
想
は
、
自
分
の
も
の
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、（
本
稿
三
−二
で
指
摘
す
る
よ
う
な
盲
点
な
し
に
）
対
象
的
・

客
観
的
に
認
知
可
能
な
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

3　

単
な
る
内
的
発
話
で
は
な
い
、
真
正
の
内
語
を
反
省
す
る
こ
と
は
経
験
的
に

も
す
で
に
困
難
を
含
む
。
例
え
ば H

urburt et al.

（2013
）
は
、
内
語
に
ま
つ
わ

る
当
人
の
報
告
が
実
は
信
用
に
足
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
内
観
に

は
あ
る
種
の
習
熟
を
要
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

4　

こ
の
論
点
に
関
し
て
、
永
井
（2018

）
に
お
け
る
「
嘘
を
つ
け
な
い
言
語
と

し
て
の
私
的
言
語
」
と
題
さ
れ
た
節
（pp. 277–280

）、
な
ら
び
に
「
嘘
の
お
祈

り
」
の
不
可
能
性
（p. 215f.

）
を
参
照
。

5　

だ
か
ら
内
語
は
、
私
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
現
場
が
目
撃
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
指
標
化
さ
れ
、
思
考
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
世
界
内
の
出
来
事
へ
と
向
か
っ
て
い
た
思
考
は
、
そ
れ
自
体
が
自
己
の
内

で
生
じ
た
一
つ
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
志
向
性
（
だ
け
）
を
失
う

の
だ
。
こ
の
こ
と
と
現
象
学
的
還
元
と
の
関
係
の
究
明
に
つ
い
て
は
他
日
を
期

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

6　

例
え
ば
統
合
失
調
症
に
お
け
る
言
語
性
幻
聴
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
デ
リ
ダ

は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
反
し
て
内
語
を
幻
聴
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
。
と
い
う

の
も
デ
リ
ダ
の
言
う
声
の
源
泉
の
「
超
越
論
的
他
者
性
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な

す
で
に
構
成
済
み
の
自
己
に
外
か
ら
降
り
か
か
っ
て
く
る
他
者
性
で
は
な
く
、

そ
の
超
越
論
的
自
我
そ
の
も
の
を
内
側
か
ら
分
割
し
つ
つ
構
成
す
る
他
者
性
で

あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
幻
聴
の
よ
う
に
普
通
に
聞
こ
え
る
話
し
声
で
は
な
く
、

自
分
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
声
、
そ
の
源
泉
、
発
話
の
起
点
の
現
前
に
お
い

て
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
声
で
あ
る
。「
鏡
は
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
私
は
自
分

の
文
体
に
対
す
る
盲
者
で
あ
り
、
自
分
の
声
の
最
も
自
然
発
生
的
な
も
の
に
対

す
る
聾
者
で
あ
る
」（D

errida 1972, p. 353

）。
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87 隠喩の現象学

人
間
は
生
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
、
私
た
ち
は
「
人
間
は
生

き
も
の
だ
」
と
言
う
。
で
は
、
誰
か
が
「
人
間
は
狼
だ
」
と
言
う
と
き
、
彼
は
何
を

言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
も
あ
か
ら
さ
ま
に
偽
な
る
こ
の
言
明

は
、
文
字
通
り
に
人
間
が
狼
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
隠
喩
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
私
た
ち
は
隠
喩
を
用
い
て
い
っ
た
い
何
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
論
理
学
研
究
』
や
『
イ
デ
ー
ン
』（
第
一
巻
）
な
ど
で
展
開
さ
れ
た
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
表
現
と
意
味
の
理
論
は
こ
の
問
い
に
特
有
の
答
え
を
与
え
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
私
は
本
稿
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
と
同
時

に
、「
隠
喩
の
現
象
学
」
と
呼
び
う
る
ひ
と
つ
の
研
究
領
域
が
開
け
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
み
た
い
。

ま
ず
は
隠
喩
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
含
み
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
見
解
が
あ
り

う
る
か
を
簡
単
に
示
す
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
二
〇
世
紀
中
葉
以
降
、
隠
喩
を
め

ぐ
る
哲
学
的
議
論
は 

Ｍ
・
ブ
ラ
ッ
ク
の
論
考
（B

lack 1955

）
が
そ
の
「
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
」（Johnson 1981, 19

）
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
相

互
作
用
説
を
簡
単
に
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
（
第
一
節
）。
次
い
で
、
隠

喩
に
対
す
る
現
象
学
的
分
析
を
与
え
（
第
二
、三
節
）、
こ
れ
を
相
互
作
用
説
と
対

照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
見
解
の
要
点
を
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
す
る

（
第
四
節
）。

一　

 

隠
喩
の
相
互
作
用
説

本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
「
隠
喩
（m

etaphor

）」
を
次
の
よ
う
な
言
語
表
現
と

し
て
扱
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
語
を
、
そ
れ
に
適
用
す
る
こ
と
が
一
見
し
て
明
白

に
偽
な
る
言
明
を
な
す
こ
と
に
な
る
よ
う
な
物
事
に
適
用
し
て
得
ら
れ
る
有
意
味

な
表
現
が
隠
喩
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
簡
潔
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
「
ほ
ん
ら
い
別
の
こ
と
を
表
す
語
を
転
用
す
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

（『
詩
学
』1457b

）。
例
え
ば
「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
隠
喩

的
で
あ
る
。
人
間
は
葦
（
植
物
）
で
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
言
明
は
明
ら

か
に
偽
で
あ
る
。
し
か
し
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
に
関

す
る
何
ら
か
の
洞
察
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
人
間
観
を
表
現
す
る
言
明
と
し
て

人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」
と
言
う
か
わ
り
に
「
人
間
は
考
え
る
葦
の
よ
う

0

0

な
も
の
だ

0

0

0

0

」
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
直
喩
（sim

ile

）
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
「
Ａ

は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
隠
喩
的
言
明
（
Ｂ
を
隠
喩
の
焦
点
と
す
る
）
に
は

「
Ａ
は
Ｂ
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
の
直
喩
的
言
明
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
、
し
か
も
後
者
は
隠
喩
の
場
合
と
違
っ
て
問
題
な
く
真
で
あ
る
と
言
え
る
余

地
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
隠
喩
は
直
喩
の
省
略
で
あ
る
と
か
、
隠
喩
は
直
喩
に
よ
っ

て
適
切
に
言
い
換
え
ら
れ
る
と
か
い
う
考
え
が
成
り
立
つ

1

。
実
際
、
隠
喩
が
省

隠
喩
の
現
象
学

佐　

藤　
　
　

駿
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略
さ
れ
た
直
喩
で
あ
る
と
見
な
せ
る
か
ど
う
か
は
隠
喩
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
重
要

な
論
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
隠
喩
に
は
直
喩
や
字
義
的
（literal

）
な
言
い
回

し
が
持
ち
え
な
い
隠
喩
に
独
自
の
内
容
が
あ
る
か
ど
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
一
般
的
な
問
題

の
部
分
と
し
て
扱
わ
れ
よ
う
。
も
し
隠
喩
が
、
隠
喩
を
用
い
な
い
字
義
的
な
言
い

回
し
に
、（
表
現
形
式
と
見
た
目
以
外
の
）
何
の
ロ
ス
も
な
く
言
い
換
え
ら
れ
う

る
の
で
あ
れ
ば
、
隠
喩
と
は
、
本
来
は
真
な
る
言
明
を
あ
え
て
偽
な
る
言
明
の
形

式
を
と
る
こ
と
で
表
面
上
の
効
果
を
狙
っ
た
文
体
上
の
装
飾
・
工
夫
に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

隠
喩
を
め
ぐ
る
現
代
の
哲
学
的
議
論
の
出
発
点
と
な
っ
た
ブ
ラ
ッ
ク
の
論

考
（B

lack 1955

）
の
積
極
的
な
主
張
は
こ
の
点
に
関
わ
る
。
隠
喩
が
直
接
的
・

字
義
的
な
言
い
回
し
の
か
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解

（「
代
替
説 substitution view

」）
や
、
隠
喩
は
省
略
さ
れ
た
直
喩
で
あ
る
と
い
う

見
解
（「
比
較
説 com

parison view

」）
に
対
す
る
代
案
と
し
て
「
相
互
作
用
説

（interaction view

）」
が
整
理
さ
れ
る

2

。

例
え
ば
「
人
間
は
狼
だ
」
と
い
う
隠
喩
的
言
明
を
理
解
す
る
と
き
、
私
た
ち
は

隠
喩
の
「
焦
点
」
と
な
る
「
狼
」
と
い
う
語
の
「
意
味
の
拡
張
」
を
意
識
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ブ
ラ
ッ
ク
は
言
う
（ibid., 286

）3

。「
人
間
は
⋮
⋮
で
あ

る
」
と
い
う
、
隠
喩
の
焦
点
を
取
り
巻
く
「
枠
組
み
」
に
よ
っ
て
い
わ
ば
強
い
ら

れ
る
、
こ
の
「
拡
張
」
の
説
明
が
相
互
作
用
説
の
実
質
で
あ
る
。
相
互
作
用
説
に

し
た
が
え
ば
、
こ
の
言
明
に
は
、
そ
の
枠
組
み
に
含
ま
れ
る
︿
人
間
﹀
と
、
隠
喩

の
焦
点
の
︿
狼
﹀
と
い
う
二
つ
の

0

0

0

主
題
が
あ
る
。
第
二
主
題
で
あ
る
狼
か
ら
「
連

想
さ
れ
る
通
念
の
体
系
」（ibid., 287

）、
あ
る
い
は
「
連
想
さ
れ
た
含
意
」（ibid., 

288

）
が
、
い
わ
ば
「
ス
ク
リ
ー
ン
」（
あ
る
い
は
「
フ
ィ
ル
タ
ー
」）
の
よ
う
に
、

第
一
主
題
で
あ
る
人
間
に
働
く
。
狼
の
体
系
は
、
人
間
の
体
系
の
「
あ
る
細
部

を
抑
え
、
あ
る
細
部
を
強
調
」
し
、
そ
う
し
て
「
我
々
の
人
間
観
を
組
織
す
る
」

（ibid., 288

）。「
狼
」
の
拡
張
さ
れ
た
意
味
は
、
二
つ
の
主
題
間
に
働
く
こ
の
よ
う

な
作
用
の
う
ち
に
存
す
る
。
実
際
、
刺
激
的
な
隠
喩
の
多
く
は
、
一
般
に
は
ほ
と

ん
ど
似
て
い
る
な
ど
と
は
思
わ
れ
な
い
二
つ
の
主
題
を
持
つ
が
、
隠
喩
は
、
そ
の

よ
う
な
場
合
に
は
「
予
め
存
在
す
る
類
似
性
を
定
式
化
す
る
と
い
う
よ
り
、
類
似

性
を
創
り
出
す

0

0

0

0

」（ibid., 285

）
と
さ
え
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
字
義
的
言
明
に

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
主
題
の
協
働
の
働
き
と

成
果
は
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
隠
喩
独
自
の
内
容
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

字
義
的
な
表
現
へ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
ど
う
し
て
も
喋
り
す
ぎ
に
な
っ
て
し

ま
う
︱
︱
そ
し
て
ま
ち
が
っ
た
強
調
を
伴
う
。
私
が
最
も
強
調
し
た
い
こ
と

の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
失
わ
れ
る
も
の
が
、
実
は
認
知
的

0

0

0

内
容

（cognitive content

）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
字
義
的
表
現
へ
の
言
い
換

え
で
問
題
に
な
る
弱
点
は
、
い
や
に
な
る
ほ
ど
長
た
ら
し
く
う
ん
ざ
り
す
る

ほ
ど
露
骨
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
（
ま
た
文
の
質
が
劣
化

す
る
こ
と
で
も
な
い
）。
そ
れ
は
翻
訳
と
し
て
失
敗
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
、
隠
喩
が
与
え
た
よ
う
な
物
の
見
方

0

0

0

0

（insight

）
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（ibid., 293

）。

以
下
の
論
述
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
私
た
ち
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
隠
喩
表
現

を
言
葉
の
単
な
る
装
飾
と
は
見
な
さ
ず
、
そ
の
言
明
に
は
そ
れ
固
有
の
認
知
的
内

0

0

0

0

容
が
あ
る

0

0

0

0

と
考
え
る
点
で
は
相
互
作
用
説
の
主
張
と
合
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

内
容
が
何
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
見
解
は
異
な
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

現象学年報37号.indb   88 2021/11/04   14:42:53



89 隠喩の現象学

二　

表
現
原
理

さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
表
現
理
論
を
踏
ま
え
て
分
析
を
加
え
る
と
、
私
た
ち

は
隠
喩
に
対
す
る
あ
る
独
自
の
見
解
を
そ
こ
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
表
現
・
意
味
・
認
識
の
関
係
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見

解
を
整
理
す
る
基
本
的
原
理
を
定
式
化
し
、
こ
れ
を
論
述
の
手
引
き
と
し
て
用
い

た
い
。
個
々
の
主
張
に
関
す
る
解
釈
や
論
争
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
簡
潔
に
、
そ
し

て
明
確
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
だ
け
を
取
り
上
げ
て
ま
と
め
よ
う
。『
論
理
学
研
究
』

に
つ
い
て
は
、
主
に
そ
の
「
第
一
研
究
」
か
ら
次
の
三
点
を
確
認
で
き
れ
ば
十
分

で
あ
る
。

L1　

表
現
が
表
現
と
し
て
現
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
の
表
現
を
理
解
す
る
作

用
、
す
な
わ
ち
意
味
付
与
作
用
な
い
し
意
味
志
向
（
以
下
で
は
便
宜
上
、
単

に
「
意
味
作
用
」
と
呼
ぶ
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（X

IX
/1, 44

）4

。

L2　

意
味
作
用
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
認
識
作
用
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
の
場

合
に
は
意
味
充
実
化
作
用
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
（ibid.

）。

L3　

表
現
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
意
味
作
用
を
充
実
化
す
る
作
用
で
あ
る

（ibid., 45

）。

こ
れ
ら
を
整
理
し
て
次
の
よ
う
な
原
理
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
便
宜
的
に
「
表
現
原
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

表
現
原
理
：(∀

b)(∀
f)(E

(b, f)↔
A

b  (f))

こ
の
原
理
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
意
味
作
用
と
充
実
化
作
用
と
そ
れ
ぞ
れ
特
徴

づ
け
ら
れ
る
作
用
の
あ
い
だ
に
成
り
立
つ
普
遍
的
な
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

作
用
b
と
作
用
f
が
認
識

0

0

の
統
一 E

(b, f) 

を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
f
は

b
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
ら
れ
る
表
現
Ab

に
よ
っ
て
表
現

0

0

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と

は
同
じ
な
の
で
あ
る
。

『
論
理
学
研
究
』
が
、
こ
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
「
作
用
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
の
に
対
し
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
は
、
表
現
と
意
味
、
そ
し
て
表
現
さ
れ
る
体

験
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
的
（「
ノ
エ
マ
的
」）
観
点
か
ら
語
り
出
す
。
こ
こ
で
も

次
の
点
を
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
。

I1　

あ
ら
ゆ
る
志
向
的
体
験
は
、
あ
る
対
象
を
思
念
し
て
お
り
、
そ
の
思
念
さ
れ

た
あ
り
さ
ま
に
お
け
る
対
象
も
ま
た
現
象
学
的
に
、
ノ
エ
マ
的
に

0

0

0

0

0

記
述
で
き

る
（cf. III/1, 202–5

）。

I2　

思
念
さ
れ
た
あ
り
さ
ま
に
お
け
る
対
象
、「
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
あ
り
さ

ま
に
お
け
る
対
象
（G

egenstand in W
ie

）」
が
、
対
象
的
・
ノ
エ
マ
的
意

味
（Sinn

）
で
あ
る
（cf. ibid., 203, 303

）。

L3　

表
現
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
の
は
対
象
的
・
ノ
エ
マ
的
意
味
で
あ
る
（cf. 

ibid., 285f.

）。

I1
は
特
に
説
明
は
不
要
だ
ろ
う
。
I2
と
I3
の
重
要
性
は
、
表
現
原
理
が
作
用
に

つ
い
て
の
主
張
と
し
て
で
は
な
く
、
作
用
の
対
象
的
内
容

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
主
張
と
し

て
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
（
本
稿
で
は
以
下
「
ノ
エ
マ

的
・
対
象
的
意
味
」
と
い
う
語
の
多
義
性
を
避
け
る
た
め
に
「
対
象
的
内
容
」
と

い
う
言
い
方
を
用
い
る
）。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、
表
現
さ
れ
る
も
の
が
直
観
的
体

験
（
作
用
）
で
は
な
く
、
当
の
体
験
に
お
け
る
対
象
の
与
え
ら
れ
方

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
言

う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

結
局
、
上
に
定
式
化
し
た
表
現
原
理
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
志
向
的
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体
験
の
対
象
的
内
容
は
、
こ
の
内
容
を
固
有
の
︿
充
実
化
す
る
内
容
﹀
と
し
て
持

つ
よ
う
な
意
味
の
表
現
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

5

。
以
下
で

は
「
表
現
原
理
」
と
し
て
、
作
用
（
体
験
）
か
ら
対
象
的
内
容
へ
と
適
用
範
囲
を

拡
張
さ
れ
た
そ
れ
を
念
頭
に
置
く
が
、
体
験
（
作
用
）
と
そ
の
対
象
的
内
容
と
の

区
別
に
は
さ
し
あ
た
り
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

三　

隠
喩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の

三
・
一　

対
象
が
何
か
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

さ
て
、
上
の
表
現
原
理
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、「
Ab

」
が
隠
喩
で
あ
る
場
合
に 

b
と
相
関
す
る
f
と
は
ど
の
よ
う
な
体
験
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
隠
喩
の

現
象
学
的
分
析
の
基
本
的
課
題
と
な
る
。
そ
う
し
た
体
験
に
こ
そ
、
当
該
表
現
の

意
味
の
現
象
学
的
起
源

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
は
隠
喩
を
離
れ
て
、
例
え
ば
「
こ
れ
は
机
で
あ
る
」
と
い
っ
た
単
純
な
単
称

言
明
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
言
明
の
意
味
作
用
を
充
実
化
す
る
体
験
と
は
ど
の

よ
う
な
体
験
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
対
象
が
机
と
し
て

0

0

0

0

与
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
体
験
で
あ
る
。
で
は
︿
対
象
が
机
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
﹀

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
説
明
が
『
自
然

と
精
神
』
講
義
（
一
九
一
九
年
）
の
う
ち
に
あ
る
の
で
こ
れ
を
引
い
て
お
こ
う
。

見
台
（das Pult

）
は
私
た
ち
に
、
知
覚
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
意

味
（Sinn

）、
つ
ま
り
「
見
台
」
と
い
う
名
前
が
示
唆
す
る
よ
う
な
意
味
を

具
え
た
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
な
も
の
を
挙
げ
れ

ば
、
空
間
的
な
対
象
と
し
て
、
空
間
的
に
閉
じ
た
対
象
と
し
て
、
延
長
的
メ

ル
ク
マ
ー
ル
を
伴
う
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
、

可
能
な
知
覚
、
可
能
な
現
出
の
規
範
（N

orm

）
を
描
い
て
い
る
（M

at IV, 
38

）6

。

知
覚
に
お
い
て
対
象
が
何
か
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象

が
、
私
た
ち
が
そ
の
対
象
に
期
待
す
べ
き
（
動
機
づ
け
ら
れ
た
）
可
能
的
知
覚
の

全
体
（
地
平
）
を
伴
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に

意
識
さ
れ
て
い
る
全
体
が
そ
の
体
験
の
対
象
的
内
容
で
あ
る
。
こ
の
知
覚
に
お
け

る
内
容
が
充
実
化
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
意
味
作
用
を
遂
行
す
る
こ
と
（
わ
か

り
や
す
い
仕
方
で
は
、
判
断
す
る
こ
と
）
が
「
認
識
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
そ
の
対
象
の
あ
り
方
（G

egenstand in W
ie

）
が

「
見
台
で
あ
る
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
・
二　

隠
喩
に
お
い
て
対
象
は
何
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か

で
は
「
Ab

」
が
隠
喩
で
あ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
あ
る
人
に

つ
い
て
誰
か
が
「
あ
の
人
は
犬
だ
」
と
言
っ
た
と
す
る
。
こ
の
隠
喩
的
言
明
と
し

て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
体
験
f
と
そ
の
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
人
が
犬
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
体
験
で

は
な
い
（
人
が
犬
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
）。
で
は
、
一
体
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
体
験
な
の
か
。

「
す
ぐ
れ
た
隠
喩
を
つ
く
る
こ
と
は
、
類
似
を
見
て
と
る
こ
と
で
あ
る
」（『
詩

学
』1459a

）。
私
た
ち
が
隠
喩
を
用
い
、
ま
た
理
解
す
る
際
に
、
確
か
に
し
ば
し

ば
手
が
か
り
と
し
て
い
る
の
は
、
語
ら
れ
る
対
象
が
他
の
何
か
に
似
て
い
る
と
い

う
関
係
で
あ
ろ
う
。
Ａ
と
Ｂ
と
が
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ａ

と
Ｂ
と
は
異
な
る

0

0

0

が
、
し
か
し
（
あ
る
点
で
）︿
同
じ
何
か

0

0

0

0

﹀
と
し
て

0

0

0

把
握
で
き
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91 隠喩の現象学

る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、F, G

, H
, ... 

と
い
う
特
徴
を
具
え
た

諸
対
象
を
︿
同
じ
何
か
﹀
と
し
て
把
握
で
き
て
い
る
と
き
、
新
た
に
与
え
ら
れ
た

対
象
が
そ
れ
ら
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
対
象
も
ま
た
そ
の
︿
同
じ

何
か
﹀
と
し
て
認
知
さ
れ
う
る
。
こ
の
と
き
、
こ
れ
ら
の
諸
対
象
が
︿
同
じ
何
か

0

0

0

0

﹀

と
し
て
与
え
ら
れ
る
、
そ
の
一
般
的
な
︿
何
か
﹀
を
、
再
び
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語

を
借
り
て
「
類
型
」
と
呼
び
、
例
え
ば
「T [F, G

, H
, ...]

」
の
よ
う
に
仮
に
表
す
こ

と
に
し
よ
う
（「F, G

, H
, …

」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
類
型
に
属
す
る
対
象
が
共
有

し
て
い
る
性
質
を
表
す
）7

。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
対
象
が
何
か
と
し
て
与
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
諸
特
徴
を
持
つ
も
の
と
し
て
対
象
が
与
え
ら

れ
、
ま
だ
実
際
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
特
徴
を

期
待
す
べ
き
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
が
こ
う
し
て

類
型
的
に
与
え
ら
れ
る
と
き
、
例
え
ば
、
対
象
が
︿
机
﹀
類
型
的
に
与
え
ら
れ
る

と
き
、
そ
の
当
の
経
験
は
「
そ
れ
が
机
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
を
充
実
化
す
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
類
型
性
は
、
異
な
る
複
数
の
対
象
に
何
ら
か
の
共
通
性
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
原
理
的
に
言
え
ば
任
意
に
形
成
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
例
え
ば
、

あ
る
人
の
独
特
の
振
舞
い
や
性
格
な
ど
が
特
に
目
に
つ
い
た
と
し
よ
う
。
そ
し

て
、
他
の
点
は
さ
て
お
い
て
、
そ
の
あ
り
方
が
犬
の
そ
れ
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と

に
気
が
つ
く
な
ら
ば
、
た
と
え
犬
と
人
間
と
が
表
面
上
は
ま
っ
た
く
似
て
い
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
も

0

0

、
そ
こ
に
は
、
あ
る
特
定
の
あ
り
方
を
す
る
人
間
に
も
、︿
犬
﹀
類
型
に
も

含
ま
れ
る
共
通
の
特
徴
か
ら
な
る
新
た
な
類
型
が
構
成
さ
れ
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
類
型 T

h [F, 
G

, H
, ...] 

と
類
型 T

d [G
, H

, I, ...] 

の
い
ず
れ
も
が
そ
れ
に
属
す
る
よ
う
な
類
型 

T
x [G

, H
, ...] 

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
当
の
人
は
あ
る
特
定
の
あ
り
方
を
す
る
︿
人

間
﹀
と
も
、︿
犬
﹀
と
も
端
的
に
は
言
え
な
い
第
三
の

0

0

0

、
独
特
な

0

0

0

︿
何
か

0

0

﹀
と
し

0

0

て0

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

8

。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
の
独
特
な

0

0

0

0

0

0

0

0

︿
何
か

0

0

﹀
と0

し
て
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
体
験
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
体
験
を
固
有
の
充
実
化
作
用
と
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
よ
う
な
新
た
な
意
味
作
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
新
た
な
意
味
作
用
の

媒
体
と
し
て
、
旧
類
型
の
一
方
を
表
現
す
る
語
彙
（「
犬
」）
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら

れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
典
型
的
な
隠
喩
と
な
る
。
例
え
ば
「
人
間
は
犬
だ
」
と

い
う
隠
喩
的
言
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
充
実
化
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、

「A
b (f)

」
が
隠
喩
で
あ
る
場
合
の
体
験
f
は
、
当
の
第
三
の
独
特
な
類
型
の
も
と

に
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
体
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、「
犬
」
と
い
う
表
現
は

多
義
的

0

0

0

に
な
る
。
そ
れ
は
一
方
で
︿
犬
﹀
と
い
う
対
象
の
類
型
的
所
与
性
を
表
現

す
る
と
同
時
に
、
い
ま
や
あ
の
第
三
の
類
型
的
所
与
性
の
表
現
と
し
て
も
機
能
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
隠
喩
に
「
意
味
の
拡
張
」（
ブ
ラ
ッ
ク
）
が
伴
う

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
こ
の
多
義
性
に
求
め
ら

れ
よ
う
。

四　

相
互
作
用
と
隠
喩
の
内
容

さ
て
、
私
た
ち
が
上
で
描
い
て
み
せ
た
分
析
に
︱
︱
と
り
わ
け
隠
喩
が
何
か
し

ら
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
点
に
、
相
互
作
用
説
に

似
た
も
の
を
見
出
す
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
隠
喩
に
お
い
て
表

現
さ
れ
る
も
の
の
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
ゆ
え
隠
喩
的
表
現
の
内
容
が
何
で
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
両
者
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
た

ち
が
述
べ
て
き
た
こ
と
の
要
点
を
、
少
し
言
い
方
を
変
え
て
ま
と
め
な
が
ら
、
こ

れ
を
明
確
に
し
て
み
よ
う
。

表
現
原
理
に
し
た
が
え
ば
、
隠
喩
が
何
を
表
現
す
る
に
せ
よ
、
表
現
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
（
意
味
）
と
の
あ
い
だ
に
、
他
の
表
現
の
場
合
と
区
別
さ
れ
る
特
別
な

関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
隠
喩
的
言
明
に
せ
よ
通
常
の
述
定
的
言
明
に
せ

現象学年報37号.indb   91 2021/11/04   14:42:53



92

よ
、
自
身
の
体
験
し
て
い
る
事
柄
を
表
現
し
、
そ
し
て
認
識
す
る

0

0

0

0

も
の
だ
と
い

う
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
が
既
存
の
表
現
で
十

分
に
特
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
何
か
と
し
て
対
象
を
与
え
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
T1

（
人
間
）
と
し
て
与
え
ら
れ
る
対
象
の
独
特
な
あ
り
方
T3

（
あ
る
独
特
な
性
格
や

ふ
る
ま
い
な
ど
）
が
認
識
的
・
実
践
的
に
十
分
な
関
心
を
惹
く
場
合
、
私
た
ち

は
、
こ
の
T3

と
し
て
の
対
象
を
適
切
に
表
現
す
る
た
め
に
、
当
の
対
象
が
そ
れ
で0

あ
り

0

0

、
T2

も
そ
れ
で
あ
る

0

0

0

よ
う
な
T2

（
犬
、
狼
、
葦
、
塩
、etc.

）
を
探
し
、
語

句
と
し
て
T2

に
固
有
の
既
存
の
表
現
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
対
象
の
独
特

0

0

0

0

0

な
与
え
ら
れ
方

0

0

0

0

0

0

へ
の
気
づ
き

0

0

0

0

0

が
あ
っ
て
、
隠
喩
は
こ
の
独
特
の
与
え
ら
れ
方
へ
の

洞
察

0

0

を
表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

新
た
に
気
づ
か
れ
た
対
象
の
独
特
な
与
え
ら
れ
方
を
既
存
の
表
現
を
用
い
て
表

現
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
少
な
く
と
も
上
に
見
た
そ
れ
く
ら
い
は
複
雑
な
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
隠
喩
の
内
容
の
複
雑
さ
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ

は
、
話
し
手
か
ら
す
れ
ば
そ
の
内
容
を
言
葉
と
し
て
表
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
、
聞

き
手
か
ら
す
れ
ば
言
葉
か
ら
内
容
を
特
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
属
す
る
複
雑
さ
で

あ
る
。
あ
ら
た
め
て
述
べ
れ
ば
、
隠
喩
的
言
明
の
表
現
す
る

0

0

0

0

も
の
は
、
あ
る
独
特

な
与
え
ら
れ
方
に
お
け
る
対
象
な
い
し
そ
の
体
験
で
あ
っ
て
、
こ
の
体
験
を
充
実

化
作
用
と
し
て
持
つ
よ
う
な
単
一
の
意
味
作
用
の
内
容
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

隠
喩
的
言
明
の
内
容
な

の
で
あ
る
。
相
互
作
用
説
は
、
隠
喩
的
言
明
が
理
解
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
当
の
も
の

（
つ
ま
り
内
容
）
の
説
明
で
は
な
い
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
死
ん
だ
隠
喩
（dead m

etaphor

）」
を
考
え
て
み
よ
う

（「
テ
ー
ブ
ル
の
脚0

」「
組
織
の
ト
ッ
プ

0

0

0

」「
株
価
の
暴
落

0

0

」「
意
識
の
流
れ

0

0

」「
志
向

的
内
容

0

0

」etc.

）。
一
般
に
普
及
し
て
、
も
は
や
こ
と
さ
ら
に
隠
喩
と
し
て
意
識
さ

れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
き
、
そ
の
表
現
は
確
か
に
何
ら
か
の
心
理
的
な
効
果
、

そ
の
理
解
の
難
し
さ
、
美
的
な
趣
き
等
々
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

に
は
、
二
つ
の
主
題
の
相
互
作
用
な
る
独
特
な
現
象
も
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
当
の
表
現
の
内
容
（
意
味
）
は
、
そ
の
表
現
が
隠
喩
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た

と
き
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
何
か
で
は
あ
る
ま
い
。
相
互
作
用
の
教
説
は
、

隠
喩
が
い
わ
ば
生
き
生
き
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
説
明
と
は
な
り
う
る
が
、
隠
喩

が
表
現
し
、
伝
え
る
も
の
の
説
明
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る

9

。

し
か
し
他
方
で
、
私
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
立
論
は
、
少
々
逆
説
的
な
結
論
を
伴

う
よ
う
に
見
え
る
。
私
た
ち
は
隠
喩
の
内
容
を
、
対
象
の
あ
る
独
特
な
与
え
ら
れ

方
を
充
実
化
の
条
件
と
し
て
持
つ
よ
う
な
意
味
作
用
の
内
容
だ
と
考
え
た
。
こ
の

点
で
は
、
隠
喩
的
な
表
現
も
、
隠
喩
的
で
な
い
と
さ
れ
る
表
現
も
違
い
は
な
い
。

ど
の
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
あ
る
独
特
な
体
験
、
ま
た
そ
の
体
験
で

の
独
特
な
対
象
の
与
え
ら
れ
方
（
そ
の
独
特
さ
に
ど
の
よ
う
な
程
度
の
差
が
あ
っ

て
も
）
を
し
か
る
べ
く
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
隠
喩
的
な
表
現
と
隠
喩
的
で
な
い
表
現
、
い
わ

ゆ
る
「
字
義
的
な
表
現
」
と
の
差
異
を
実
は
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
最
後
に
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え

を
与
え
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

結
び

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
隠
喩
に
せ
よ
、
他
の
ど
ん
な
表
現
に
せ
よ
、
そ
れ
が
あ

る
内
容
を
直
接
の
内
容
と
し
て
持
ち
、
あ
る
認
識
を
表
明
す
る
も
の
だ
と
い
う
点

で
は
変
わ
り
は
な
い
。
仮
に
そ
の
内
容
の
同
一
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
な
ら
、
隠
喩
的
言
明
が
持
つ
の
と
同
一
の
内
容
が
、
隠
喩
的
で
な
い
語
句
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や
言
い
回
し
の
工
夫
（
例
え
ば
「
造
語
」）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
う
る
こ
と
を
妨

げ
る
も
の
は
︱
︱
少
な
く
と
も
、
他
の
隠
喩
的
で
な
い
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
言

明
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
は
︱
︱
何
も
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
こ
の

か
ぎ
り
で
先
の
逆
説
的
な
結
論
を
受
け
入
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
隠
喩
に
は
そ
れ
に

し
か
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
特
別
な

0

0

0

種
類
の

0

0

0

意
味
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
な
い
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
隠
喩
的
な
表
現
と
そ
う
で
な
い
表
現
と

を
区
別
す
る
の
は
意
味
の
種
類
の
相
違
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
両

者
を
区
別
す
る
た
め
の
視
点
は
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
表
現
が
隠
喩
と
な
る
か
は
、
既
存
の
言
語

と
、
そ
の
言
語
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
私
た
ち
の
生
活
経
験
の
根
本
的
な
偶
然
性

に
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
人
間
は
葦
で
あ
る
」
が
隠
喩
で
あ
る
の
は
、
私
た
ち

の
言
語
が
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
認
識
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

語
彙
を
既
存
の
語
彙
と
し
て
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
の
認
識
を
的
確
に

表
現
す
る
よ
う
な
単
独
の
語
彙
を
持
つ
言
語
を
想
像
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
で

は
同
じ
認
識
が
隠
喩
を
用
い
る
こ
と
な
し
に
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
隠
喩
的
表

現
と
そ
う
で
な
い
表
現
と
の
相
違
は
、
私
た
ち
の
経
験
の
な
か
に
い
わ
ば
閃
く
認

識
と
、
利
用
可
能
な
既
存
の
言
語
体
系
の
双
方
を
含
む
独
自
の
力
学
の
な
か
で
解

釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
隠
喩
に
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
「
創
造
性
」

を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
も
お
そ
ら
く
は
こ
こ
に
あ
る
。
私
た
ち
の
経
験
は

常
に
新
た
な
認
識
の
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
に
体
験
し

た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
事
柄
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
の
体
験
を
一
個
の
認
識
と
し

て
既
存
の
言
語
内
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
い
わ
ゆ
る
創
造
的
な
隠
喩
に
結

実
す
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
隠
喩
の
創
造
性
と
は
私
た
ち
の
体
験
そ
の
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
の
認
識
的
創
造
性
に
由
来
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
と
は
言
え
ま
い
か
。

こ
う
し
た
事
柄
に
立
ち
入
っ
て
考
察
を
加
え
、「
隠
喩
の
現
象
学
」
の
標
題
の

も
と
に
さ
ら
に
展
開
す
る
こ
と
は
他
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
出
発

点
と
な
る
考
察
を
与
え
た
と
こ
ろ
で
、
い
ち
ど
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
た
い
。

注
1　

例
え
ば
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
「
隠
喩
は
短
い
形
式
の
直
喩
で
あ
る
」
と

書
く
（W

atson 1875, B
ook 8, C

hapter 6, §8

）。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
反
対
に
「
直
喩
も
ま
た
隠
喩
で
あ
る
」（『
修
辞
学
』1406b

）
と

書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
む
し
ろ
直
喩
は
い
っ
そ
う
展
開
さ
れ
た
隠
喩
な
の

だ
」（R

icœ
ur 2003, 23; cf. 293

）
と
読
む
の
が
素
直
な
読
み
方
だ
ろ
う
（cf. 

Johnson 1981, 7f.

）。
本
稿
に
お
け
る
隠
喩
の
分
析
は
、
最
終
的
に
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
言
明
を
あ
る
仕
方
で
支
持
す
る
も
の
に
な
る
こ
と
は
こ
こ
で
示
唆
し

て
お
き
た
い
。

2　

実
際
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
論
考
が
こ
の
分
野
に
お
け
る
古
典
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
ひ
と
つ
の
意
味
は
、
そ
れ
が
隠
喩
に
対
す
る
哲
学
的
見
解
を
「
代
替
説
」

（
ま
た
そ
の
亜
種
と
し
て
の
「
比
較
説
」）
と
「
相
互
作
用
説
」
と
に
結
果
と
し

て
整
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
に
あ
る
（cf. Johnson 1981, 16–44; R

icœ
ur, 

96–104; K
urz 2009, 7–29

）。
相
互
作
用
説
の
原
型
はR

ichard (1936, C
hapters 

5, 6) 

に
あ
る
。

3　

正
確
に
は
リ
チ
ャ
ー
ズ
（R

ichards 1936

）
の
主
張
を
そ
う
解
釈
し
て
い
る
。

4　
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』
へ
の
参
照
は
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字

で
頁
数
を
示
す
。

5　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
「
充
実
化
す
る
意
味
」

と
「
志
向
す
る
意
味
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
参
照
（cf. X

IX
/1, 56f.

）。
ち
な
み
に
、
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
』
の
な
か
で
「
論
理
的
意
味
が
表
現
で
あ
る
」「
論
理

的
意
味
が
表
現
す
る
」
と
い
う
単
純
化
を
行
な
っ
て
い
る
が
（III/1, 286

）、
こ
れ

は
「
表
現
す
る
こ
と
」
と
「
認
識
す
る
こ
と
」
と
の
あ
い
だ
の
区
別
を
（
少
な
く

と
も
外
延
的
に
）
消
去
す
る
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
言
語
現
象
と
し

て
の
隠
喩
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
多
少
難
し
く
す
る
の
だ
が
、
今
は
こ
の
点
に
は

立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
て
お
く
。

6　
『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
資
料
集
』
へ
の
参
照
は 

「M
at

」
の
略
号
の
あ
と
に
ロ
ー

マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数
を
示
す
。

7　

類
型
の
概
念
に
つ
い
て
は
『
経
験
と
判
断
』（e.g. §8, §80, §83

）、
ま
た
そ

の
形
成
に
つ
い
て
は
『
受
動
的
綜
合
の
分
析
』（§§40f.

）
を
参
照
。

8　

隠
喩
と
い
う
現
象
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
も
の
や
そ
の
類
似
性

と
い
う
二
項
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
二
つ
の
も
の
に
関
連
し
て
構
成
さ
れ
る
第

三
の
も
の
を
含
ん
だ
三
項
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
む
し
ろ
美
学
の
分
野
でH

ester (1966) 

やA
ldrich (1968) 

の
優
れ
た
古

典
的
論
考
が
あ
る
。
両
者
は
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
の
問
題
と
隠
喩
と
を
関
連
づ
け

る
も
の
で
あ
る
。

9　

実
際
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
「
隠
喩
は
字
義
的
な
語
彙
の
欠
落
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
」

と
か
「
古
い
語
に
新
し
い
意
味
を
盛
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
、
そ
れ
が
成

功
し
た
場
合
に
は「
導
入
さ
れ
る
新
し
い
意
味
は
字
義
的
な
意
味
の
一
部
と
な
」
り
、

も
は
や
隠
喩
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
退
け
て
い
る
（Black 

1955, 280f.

）。
こ
の
ラ
イ
ン
で
考
え
れ
ば
、
隠
喩
は
隠
喩
と
し
て
死
を
迎
え
た
瞬
間

に
意
味
を
そ
の
変
質
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う

は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
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序
他
者
を
他
の
主
観

0

0

0

0

と
し
て
経
験
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
こ
の
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
主
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の

課
題
は
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』「
第
五
省
察
」
で
提
示
さ
れ
る
「
超
越
論
的
独
我

論
（transzendentaler Solipsism

us

）」（I, 121
）
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
要

請
さ
れ
る
。「
絶
対
的
で
超
越
論
的
な
エ
ゴ
」
へ
の
還
元
を
行
う
現
象
学
的
考
察

は
、「
超
越
論
的
独
我
論
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︱
︱
こ
の

疑
念
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
我
の
「
固
有
領
域
」
へ
の
還
元
を
行
い
、
他

者
経
験
の
構
造
を
分
析
す
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
者
論
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
採
る
「
他
者
の
構
成
」
と
い
う

構
図
で
は
他
者
の
あ
り
方
を
開
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
の
批
判
が

向
け
ら
れ
て
き
た

1

。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
構
図
を
採
る
の
は
、
そ
の
主
な
関
心

が
、︿
い
か
に
し
て
他
者
経
験
は
一
種
の
間
接
的
な
経
験
に
留
ま
り
な
が
ら
成
立

し
う
る
の
か
﹀
と
い
う
「
共
現
前
（A

ppräsentation

）」（I, 139

）
の
構
造
に
関

す
る
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

2

。
だ
が
、
他
者
の

構
成
の
詳
細
を
分
析
し
て
も
、
明
ら
か
に
な
る
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
構
成
の
客
観

と
し
て
の
他
者
の
あ
り
方
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
︱
︱
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル

の
議
論
に
対
す
る
根
本
的
な
疑
問
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者

論
と
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
、
自
我
と
非
主
題
的
な
他
者
と
の
関
係

を
重
視
す
る
議
論
で
あ
る
。

自
我
が
世
界
に
お
け
る
諸
事
象
へ
と
関
わ
る
際
に
す
で
に
非
主
題
的
な
他
者
へ

の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
︱
︱
こ
の
事
態
に
関
す
る
考
察
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
の
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
共
現
存
在
（M

itdasein

）」3

に
関
す
る
議
論
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
日
常
的
に
「
道
具
」
を
使
う
と
き
に
、
す
で

に
そ
の
道
具
の
指
示
の
連
関
の
先
に
い
る
他
者
た
ち
に
出
会
っ
て
い
る
。「
感
情

移
入
」
の
体
験
に
よ
っ
て
他
者
が
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

共
存
在
を
前
提
と
し
て
「
感
情
移
入
」
に
よ
る
主
題
的
な
他
者
把
握
が
可
能
と
な

る
︱
︱
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
論
じ
る

4

。

一
見
す
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
他
者
観
は
対
立
し
て
い
る
。
し
か

し
、
実
際
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
の
中
に
も
非
主
題
的
な
他
者
に
関
す
る
論
点

が
見
出
さ
れ
う
る

5

。
ま
た
、
そ
の
非
主
題
的
な
他
者
へ
の
関
係
は
私
た
ち
が
従

う
慣
習
・
伝
統
や
、
知
覚
的
対
象
と
そ
の
地
平
の
公
共
的
性
格
に
関
す
る
フ
ッ

サ
ー
ル
の
記
述
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
も
提
示
さ
れ
て
き
た

6

。

本
稿
で
は
、
こ
の
非
主
題
的
な
他
者
の
あ
り
方
に
関
連
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
諸

見
解
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
ら
に
さ
ら
な
る
内
実
を
与
え
る
。
そ
の
上
で
、
そ
こ
か

ら
導
か
れ
る
他
者
観
に
よ
っ
て
他
者
問
題
が
ど
こ
ま
で
解
消
さ
れ
う
る
の
か
、
ま

た
そ
れ
で
は
解
消
さ
れ
え
な
い
問
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
考

他
者
経
験
と
人
間
的
世
界
の
連
関
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察
し
、
他
者
問
題
の
性
質
を
新
た
な
角
度
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
る
。

ま
ず
第
一
節
で
は
、
主
に
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構

想
』
第
一
巻
（
以
下
『
イ
デ
ー
ン
I
』）
お
よ
び
第
二
巻
（
以
下
『
イ
デ
ー
ン

II
』）
で
の
議
論
の
内
実
を
検
討
し
、
自
我
の
世
界
へ
の
関
わ
り
と
他
者
の
存
立

に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
基
本
的
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、︿
自
我
が
世

界
の
諸
事
象
へ
と
関
わ
る
際
に
常
に
す
で
に
他
者
の
存
立
が
前
提
さ
れ
て
い
る
﹀

と
い
う
事
態
が
、
認
識
と
行
為
の
い
か
な
る
局
面
で
示
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
第
二
節
で
は
、
認
識
す
る
主
観
と
し
て
の
自
我
の
あ
り
方
に
着
目
し
、

『
Ｃ
草
稿
』
で
の
人
間
と
動
物
（
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
存
在
者
）
の
相
違
に

関
す
る
諸
考
察
を
手
掛
か
り
と
し
て
︿
他
者
の
存
立
の
前
提
﹀
と
い
う
事
態
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
続
く
第
三
節
と
第
四
節
で
は
、
行
為
す
る
主
体
と
し
て
の
自

我
の
あ
り
方
に
着
目
し
、『
イ
デ
ー
ン
II
』
と
『
Ｃ
草
稿
』
で
の
議
論
を
検
討
し

つ
つ
、
自
我
が
「
実
践
的
可
能
性
」
の
意
識
に
よ
っ
て
行
為
を
構
想
す
る
と
い
う

局
面
に
お
け
る
︿
他
者
の
存
立
の
前
提
﹀
と
い
う
事
態
を
開
示
す
る
。
そ
の
上
で

結
論
で
は
、
以
上
の
議
論
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
他
者
観
の
射
程
に
つ
い
て
考
察

し
、
他
者
問
題
の
性
質
と
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節　
〈
各
自
の
環
境
世
界
〉
と
〈
同
じ
世
界
〉
の
関
係

私
た
ち
は
、
自
ら
が
日
常
的
に
生
き
て
い
る
人
間
的
世
界
の
こ
と
を
、
客
観
的

世
界
・
間
主
観
的
世
界
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
の
環
境
世
界
と
他

者
の
環
境
世
界
は
、
客
観
的
に
「
同
じ
世
界
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
（cf. 

III/1, 60

）。
こ
の
見
解
は
『
イ
デ
ー
ン
I
』
の
自
然
的
世
界
に
関
す
る
記
述
で
確

認
さ
れ
、
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
単
に
自
然
的
態
度
の
範
囲

で
の
み
有
効
な
も
の
で
は
な
く
、
世
界
を
構
成
す
る
主
観
の
本
質
的
な
あ
り
方
に

関
わ
っ
て
い
る
。『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
も
こ
の
こ
と
は
同
様
に
述
べ
ら
れ
、
自
我

は
他
者
た
ち
と
共
に
「
一
つ
の
共
通
の
環
境
世
界
」（IV, 185

）
を
共
有
す
る
と

い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
自
我
や
他
者
が
そ
れ
ぞ
れ
持

つ
環
境
世
界
と
客
観
的
世
界
は
別
々
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

7

。

こ
の
世
界
に
関
す
る
洞
察
の
内
実
に
つ
い
て
、『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
の
記
述
を

参
照
し
つ
つ
考
察
す
る
。
ま
ず
一
方
で
、
私
た
ち
は
世
界
へ
と
関
わ
る
際
に
、
自

ら
が
持
つ
諸
事
物
の
現
出
を
自
ら
に
独
自
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
私
と
他
者
は
「
間
主
観
的
な
現
在
」（IV, 205

）
に
お
い
て
同
じ
現
出
を
持

つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主

観
は
、
諸
事
物
の
現
出
を
、
も
し
も
他
者
が
自
ら
と
同
じ
立
場
に
立
て
ば
そ
の
他

者
が
持
つ
で
あ
ろ
う
も
の
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
と
他
者
の

空
間
的
な
位
置
を
交
換
す
れ
ば
︱
︱
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
現
実
的
に
可
能
か
否

か
は
別
と
し
て
、
身
体
的
な
条
件
な
ど
も
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
す
べ
て
交

換
す
れ
ば
︱
︱
、
そ
れ
ぞ
れ
が
把
握
す
る
事
物
の
現
出
は
入
れ
替
わ
る
（cf. IV, 

206

）。
こ
う
し
た
洞
察
に
よ
り
示
さ
れ
る
事
柄
は
単
純
に
見
え
る
が
重
要
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
私
が
事
物
の
現
出
を
持
つ
と
き
、
す
で
に
私
は
そ
の
現
出
を
他
者

と
共
有
し
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
と
他
者
が
事
物
に
関

し
て
持
つ
諸
現
出
を
、
私
は
そ
も
そ
も
同
列
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
当
該
の
事
物

に
関
す
る
認
識
を
進
展
さ
せ
う
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
自
我

が
他
者
を
経
験
す
る
際
に
そ
の
他
者
を
「
私
自
身
と
同
様
の
諸
主
観
」
と
し
て
経

験
す
る
︱
︱
し
た
が
っ
て
他
者
を
「
そ
れ
ら
に
妥
当
す
る
環
境
世
界
に
対
す
る
諸

主
観
」
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
と
「
同
時
に
（zugleich

）」（IV, 354

）、「
同
じ

世
界
に
対
す
る
諸
主
観
」
と
し
て
経
験
す
る
︱
︱
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る
と
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99 他者経験と人間的世界の連関

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
我
が
日
常
的
に
世
界
の
中
の
諸
事
象
へ
と
関
わ

る
際
に
は
、
自
分
が
体
験
す
る
現
出
を
共
有
し
う
る
相
手
と
し
て
の
他
者
の
存
立

が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
と
他
者
は
同
じ
立
場
に
立
て
ば
同
じ
現
出

を
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
私
が
事
物
を
知
覚
す
る
際
に
意
識
し
て
い
る
背

景
の
地
平
は
、
私
が
そ
こ
に
視
線
を
向
け
れ
ば
知
覚
で
き
る
も
の
と
し
て
意
識
さ

れ
る
と
同
時
に
、
も
し
他
者
が
そ
こ
に
い
れ
ば
現
に
知
覚
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
も

の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。

他
者
を
、
相
互
に
知
見
を
伝
達
し
合
う
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
世
界
（
の
諸

現
出
）
の
内
容
を
更
新
し
う
る
よ
う
な
相
手
と
見
な
し
、
自
我
と
共
に
同
じ
世
界

へ
と
関
わ
る
相
手
と
見
な
す
こ
と
の
根
底
に
は
、
以
上
で
示
し
た
よ
う
な
、
自
我

と
他
者
の
持
つ
現
出
は
同
列
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
了
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
私
が
世
界
へ
と
関
わ
る
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
他
者
の
存
立
が
前

提
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節　

人
間
的
世
界
の
特
質
―
―
人
間
と
動
物
と
の
対
比

︿
自
我
の
世
界
へ
の
関
わ
り
に
お
け
る
他
者
の
存
立
の
前
提
﹀
と
い
う
事
態
は
、

人
間
的
な
主
観
の
あ
り
方
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
考
察
の
中
で
さ
ら
に

際
立
た
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
本
節
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
後
期
の
『
Ｃ

草
稿
』
で
示
し
た
人
間
と
動
物
の
相
違
に
関
す
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
考
察
す

る
。
た
だ
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
動
物
（Tier

）」
と
呼
ぶ
存
在
者
の
規
定
は
曖

昧
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
規
定
に
関
す
る
私
た
ち
の
見
解
も
多
様
で
あ
る
。
本
節
の

目
的
は
そ
れ
ら
を
解
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
人
間
と
動
物
の
境
界
を
確
定

す
る
こ
と
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
人

間
的
世
界
と
人
間
的
主
観
の
特
質
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

動
物
と
人
間
の
相
違
に
関
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概

念
』
で
の
考
察
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
動
物
は
「
世
界
貧
乏
的

（w
eltarm

）」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
、
少
な
く
と
も
人
間
と
同
様
の
意
味
で
の
世

界
を
持
た
な
い
存
在
者
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る

8

。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー

ル
の
考
察
で
は
、
動
物
と
人
間
の
把
握
は
あ
る
程
度
ま
で
共
通
点
を
持
つ
も
の
と

見
な
さ
れ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
、
動
物
は
人
間
の
「
変
様

（A
bw

andlung

）」（I, 154

）
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
示
す
。
だ
が
、

こ
こ
で
は
人
間
と
動
物
の
相
違
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
動
物

と
人
間
の
把
握
が
同
型
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
イ
デ
ー
ン

II
』
の
「
付
論
」
で
も
、
身
体
と
心
の
関
係
と
、
表
現
と
意
味
の
関
係
と
の
類
比

に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
や
は
り
動
物
と
人
間
の
把
握
が
同
型
の
も
の
と
見
な
さ

れ
て
い
る
（cf. IV, 340-343

）。

そ
れ
に
対
し
て
『
Ｃ
草
稿
』
に
含
ま
れ
る
考
察
で
は
動
物
と
人
間
の
相
違
に
関

す
る
洞
察
が
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
も
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
は
異
な
り
、
世
界
の
所
持
と
い
う
点
に
関
し
て
あ
る
程
度
ま
で
両
者
の
同
型

性
を
認
め
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
二
九
年
の
草
稿
で
、「
動
物
的
に
経
験

さ
れ
る
動
物
的
な
環
境
世
界
は
、
人
間
的
な
環
境
世
界
の
志
向
的
変
様
で
あ
る
」

（M
at V

III, 174

）
と
い
う
見
解
を
示
す
。
ま
た
一
九
三
四
年
の
草
稿
で
は
、「
動

物
は
、
様
々
な
方
法
と
階
層
に
お
け
る
再
認
（W

iedererkennen

）
と
同
一
化

（Identifikation

）
を
遂
行
す
る
」（M

at V
III, 212

）
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
私
た
ち
は
、
動
物
た

ち
が
人
間
と
類
似
し
た
仕
方
で
「
恒
常
的
な
知
覚
領
野
」（M

at V
III, 211

）
を

持
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
に
動
物
の
振
る
舞
い
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を
理
解
す
る
。
動
物
は
さ
ま
よ
い
、
長
い
時
間
が
経
過
し
た
後
に
、
再
び
以
前
の

狩
場
に
戻
っ
て
く
る
。
ま
た
渡
り
鳥
は
古
い
巣
に
帰
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
理
解

の
中
で
は
、
動
物
た
ち
が
古
い
環
境
や
同
じ
事
物
を
再
認
し
、
同
一
化
し
う
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（cf. M

at V
III, 212

）。
こ
の
意
味
で
は
、
動
物
は
世
界

を
持
つ
存
在
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

だ
が
そ
の
一
方
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
動
物
は
、
人
間
が
持
つ
よ
う
な
認
識
意

味
と
目
的
意
味
を
伴
う
一
つ
の
世
界
を
持
た
な
い
」（M

at V
III, 210

）
と
主
張

し
、
こ
の
「
認
識
意
味
」
と
い
う
面
に
つ
い
て
、「
動
物
は
問
い
を
持
た
ず
、
そ

れ
ゆ
え
に
答
え
も
持
た
な
い
」（M

at V
III, 211

）
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
動
物
は
「
真
理
を
目
指
す
こ
と
」
は
な
く
、「
真
理
に
関
す
る
問
題
設
定
」

や
「
立
証
の
方
法
」
を
持
た
な
い
と
い
う
見
解
を
示
す
（cf. M
at V

III, 212

）。

こ
う
し
た
見
解
は
『
現
象
学
の
限
界
問
題
』
所
収
の
一
九
三
四
年
の
テ
キ
ス
ト
に

も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
人
間
は
存
在
諸
様
相
（Seinsm

odalitäten

）
を
持

つ
」
が
「
動
物
は
可
能
性
や
蓋
然
性
を
持
た
な
い
」（X

LII, 66

）
と
主
張
さ
れ
、

「
動
物
は
存
在
と
非
存
在
を
持
た
な
い
が
、
諸
統
一
を
持
つ
」（X

LII, 68

）
と
い

う
見
解
が
示
さ
れ
る

9

。
そ
れ
に
対
し
て
人
間
は
、「
人
間
的
な
間
主
観
性
に
お

い
て
非
常
に
拡
大
さ
れ
た
、
様
々
な
変
様
の
層
に
お
け
る
再
認
の
領
域
」
を
持

ち
、
世
界
内
の
事
象
を
「
真
の
現
実
性
の
現
出
」
と
し
て
、
そ
し
て
「
そ
れ
は
存

在
す
る
の
か
否
か
」「
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
」
を
問
い
う
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
る
（cf. M

at V
III, 211

）。

さ
ら
に
動
物
と
の
対
比
に
お
け
る
人
間
の
独
自
性
は
、「
目
的
（Zw

eck

）」

（V
III, 213

）
の
設
定
と
い
う
点
に
も
見
出
さ
れ
る
。
人
間
は
目
的
を
持
ち
、
所

有
物
や
財
産
を
獲
得
し
、
支
配
と
い
う
関
係
を
持
つ
。
そ
の
中
で
必
然
的
に
私
の

も
の
と
他
者
の
も
の
と
い
う
区
別
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
自
分
が
属
す
る
小
さ
な

共
同
体
と
他
の
共
同
体
と
の
交
流
が
生
じ
、
共
同
体
が
拡
大
し
て
い
く
（cf. M

at 

V
III, 213-215

）。
こ
う
し
た
一
連
の
記
述
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
見
え
る
。
だ

が
そ
こ
で
は
、
諸
対
象
か
ら
成
る
世
界
を
保
持
し
つ
つ
も
真
理
や
目
的
に
関
わ
ら

な
い
と
い
う
あ
り
方
を
し
た
存
在
者
が
想
定
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お

い
て
、
真
理
や
目
的
に
関
わ
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
が
人
間
的
主
観
の
本
質
的
な

特
徴
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
真
理
へ
の
関
与
は
他
者
の
存
立
を
前
提
し
て
い
る
。
人
間
的
主

観
が
目
指
す
真
理
は
、
そ
の
当
人
だ
け
に
真
理
と
し
て
通
用
す
る
も
の
と
見
な
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
我
は
、
自
ら
が
直
接
知
覚
す
る
対
象
を
持
つ
だ

け
で
は
な
く
、「
他
者
が
見
て
私
が
見
て
い
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
他
者
か
ら
の

「
伝
達
（M

itteilung

）」（M
at V

III, 216

）
を
介
し
て
知
り
、
そ
れ
ら
を
再
認
と

同
一
化
の
能
力
に
よ
っ
て
対
象
と
し
て
存
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
我
が
世

界
へ
と
関
わ
る
際
に
は
す
で
に
こ
う
し
た
自
我
と
他
者
と
の
連
関
が
前
提
さ
れ
て

お
り
、
対
象
に
つ
い
て
の
把
握
内
容
は
、
自
分
が
持
つ
体
験
に
よ
っ
て
の
み
な
ら

ず
、
他
者
か
ら
伝
達
さ
れ
る
内
容
に
よ
っ
て
も
更
新
や
訂
正
を
求
め
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
真
理
は
自
我
と
他
者
の
間
で
一
致
す
る
も
の
と
し
て
目
指
さ
れ
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
人
間
が
目
的
を
持
っ
て
行
為
す
る
主
体
で
あ
り
う
る
た
め
に
も
、
他

者
と
間
主
観
性
の
存
立
が
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
目
的
を
持
つ

こ
と
は
、
自
我
が
把
握
す
る
現
状
の
世
界
の
更
新
を
構
想
す
る
こ
と
を
含
む
が
、

こ
の
構
想
は
他
者
の
存
立
を
前
提
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し

て
、
次
節
以
降
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
実
践
的
可
能
性
」
に
関
す
る
議
論
を
手
掛

か
り
と
し
て
考
察
す
る
。
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101 他者経験と人間的世界の連関

第
三
節　

実
践
的
可
能
性
と
論
理
的
可
能
性

前
節
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
諸
考
察
を
再
構
成
し
つ
つ
、
主
に
人
間

的
主
観
の
認
識
の
側
面
に
お
け
る
世
界
へ
の
関
わ
り
の
様
式
に
着
目
し
、
真
理

を
目
指
し
う
る
と
い
う
人
間
的
主
観
の
特
質
が
他
者
の
存
立
を
前
提
し
て
成
り

立
つ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
と
次
節
で
は
、「
実
践
的
可
能
性

（praktische M
öglichkeit

）」
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、

行
為
に
つ
い
て
の
想
像
と
い
う
体
験
の
中
で
他
者
と
間
主
観
性
の
存
立
が
前
提
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
開
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

ま
ず
、
こ
の
実
践
的
可
能
性
に
関
し
て
『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
提
示
さ
れ
る
基

本
的
な
区
別
に
つ
い
て
確
認
す
る
。『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
は
、
実
践
的
可
能
性

は
「
自
由
な
自
我
」
と
し
て
の
人
格
に
関
す
る
議
論
の
中
で
言
及
さ
れ
る
（IV, 

257f.

）。
そ
こ
で
は
、
実
践
的
可
能
性
は
「
私
が
で
き
る
こ
と
」
と
し
て
規
定
さ

れ
る
（cf. IV, 258

）。
そ
の
上
で
、
行
為
に
関
す
る
「「
論
理
的
」
可
能
性
」（IV, 

261

）
と
「
実
践
的
可
能
性
」
が
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は
「
ド
ク
サ
的
な
論
理
的

可
能
性
」（IV, 262

）
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
対
象
的
な
も
の
に
関
す
る
「
直
観
的

な
表
象
の
可
能
性
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
自
分
の
︿
手
の
動
き
﹀
を

対
象
的
に
捉
え
、
そ
れ
を
「
中
立
性
変
様
（N

eutralitätsm
odifikation

）」
に
お

い
て
表
象
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
手
は
動
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
「
ド
ク
サ

的
な
論
理
的
可
能
性
」
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
（cf. IV, 262

）。
だ
が
こ
の

よ
う
な
意
味
で
の
論
理
的
可
能
性
と
、
実
践
的
可
能
性
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
の
実
践
的
可
能
性
に
関
す
る
議
論
の
力
点
は
こ
の
区
別

に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
区
別
の
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
中
立
性
変
様
が
様
々
な
形
態
を
持
つ
こ

と
に
言
及
し
、
対
象
に
関
す
る
意
識
の
中
立
性
変
様
と
行
為
の
中
立
性
変
様
を
区

別
す
る
。
そ
し
て
、「
私
は
す
る
」
と
い
う
行
為
を
中
立
性
変
様
に
転
換
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
私
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
実
践
的
可
能
性
を
取
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
（IV, 263

）。

こ
の
実
践
的
可
能
性
に
関
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
私
は
、
私
が
殺
人
や
窃
盗

な
ど
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
、
や
は
り
「
私
は

そ
れ
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
問
題
を
提

示
す
る
（cf. IV, 265

）。
こ
れ
は
動
機
付
け
が
行
為
の
想
像
を
制
限
す
る
例
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
制
限
は
さ
ら
に
広
い
場
面
で
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
想
像
の
制
限

に
関
し
て
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
行
為
の
可
能
性
を
さ
ら
に
区
別
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
の
区
別
に
関
し
て
『
Ｃ
草
稿
』
に
含

ま
れ
る
草
稿
の
中
で
提
示
さ
れ
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
考
察
す
る
。

第
四
節　

実
践
的
可
能
性
の
意
識
と
自
由
な
想
像

　
　
　
　
　

―
―
世
界
に
よ
る
想
像
の
制
限

『
Ｃ
草
稿
』
で
の
考
察
の
中
で
明
確
化
さ
れ
る
の
は
、
実
践
的
可
能
性
は
現

実
の
世
界
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
一
年
の

草
稿
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
実
践
的
可
能
性
の
意
識
（das B

ew
usstsein einer 

praktischen M
öglichkeit

）」（M
at V

III, 220

）
を
行
為
の
想
起
・
予
期
や
単
な

る
自
由
な
想
像
か
ら
区
別
し
て
い
る
（cf. M

at V
III, 220, 221, 227

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
旅
を
す
る
」
と
い
う
行
為
を
例
と
し
て
挙
げ
、
明
日
駅
か

ら
始
ま
る
行
為
に
は
、「
明
日
に
対
す
る
今
」
や
「
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
駅
に

対
し
て
こ
こ
に
あ
る
私
の
住
居
の
持
続
的
な
存
在
」、「
そ
こ
へ
行
く
で
あ
ろ
う
こ

と
」
な
ど
が
属
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（cf. M

at V
III, 220

）。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
「
単
な
る
想
像
」
で
は
な
く
、「
設
定
立
的
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な
準
現
在
化
（positionale Vergegenw

ärtigung

）」（M
at V

III, 221

）
で
あ
る
と

述
べ
る

10

。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
的
可
能
性
の
意
識
は
『
イ
デ
ー
ン
II
』
で
は
行

為
の
「
中
立
性
変
様
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
広
義
の
定
立
を
含
む

設
定
立
的
な
作
用
と
し
て
再
規
定
さ
れ
る
（cf. M

at V
III, 221, 228

）。
例
え
ば
、

列
車
の
出
発
時
刻
ま
で
に
駅
に
到
着
す
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
思
い
描
く
際
に

は
、
自
宅
か
ら
駅
へ
の
現
実
の
道
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
私
た
ち

は
、
出
発
時
刻
に
間
に
合
う
よ
う
に
実
際
よ
り
も
こ
の
道
を
短
く
想
像
す
る
よ
う

な
こ
と
は
し
な
い
。
こ
れ
が
実
践
的
可
能
性
の
意
識
に
よ
る
行
為
の
思
い
描
き
で

あ
り
、
そ
れ
は
現
実
の
駅
へ
の
道
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
こ
と
が
明
確
に
な
る
の
は
、
行
為
に
対
す
る
様
々
な
「
抵
抗
（W

ider-
stand

）」「
妨
害
（H

em
m

ung

）」（M
at V

III, 221
）
に
遭
遇
す
る
場
合
で
あ
る
。

例
え
ば
、
旅
の
途
中
で
転
倒
し
て
骨
折
し
た
場
合
や
、
電
車
が
脱
線
し
た
場
合

な
ど
に
は
、
そ
れ
を
「
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（N
icht-K

önnen

）」
と
い
う
実

践
的
可
能
性
の
意
識
が
生
じ
る
。
ま
た
、「
最
初
の
意
志
が
、
す
で
に
本
来
的
に

は
意
志
で
は
な
く
、
意
志
の
確
実
性
（W

illensgew
issheit

）
で
は
な
い
よ
う
な

場
合
」（M

at V
III, 221

）
に
は
、
そ
れ
を
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
「
疑
い
」
が
妨
害
と
し
て
生
じ
る
（cf. M

at V
III, 

221

）。
自
由
な
想
像
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
妨
害
を
乗
り
越
え
る
と
こ
ろ
を
思
い
描
く
の

は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
的
可
能
性
の
意
識
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
乗

り
越
え
難
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
私
は
能
動
的
に
想
像
の
範
囲
を
狭

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
範
囲
を
制
限
し
て
い
る
の
は
、
過
去
の
体
験
の

中
で
獲
得
さ
れ
沈
殿
し
た
「
先
所
有
物
（Vorhabe

）」（M
at V

III, 227

）
と
し
て

の
諸
事
物
で
あ
る

11

。
こ
の
点
で
、
実
践
的
可
能
性
に
基
づ
く
行
為
の
構
想
は
単

な
る
想
像
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
一
九
三
二
年
の
草
稿
で
は
、
実
践
的
可
能
性
の
意
識
が
可
能
と
な
る
た

め
に
は
、
地
平
と
客
観
世
界
が
成
立
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

見
解
が
示
さ
れ
る
（cf. M

at V
III, 320

）。
例
え
ば
、
騒
音
や
悪
臭
を
発
す
る
不

快
な
事
物
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
快
さ
を
解
消
で
き
る
と
い
う
実

践
的
可
能
性
は
、
予
め
「
近
さ
」
や
「
遠
さ
」
に
お
い
て
そ
う
し
た
諸
事
物
が
体

験
さ
れ
、「
持
続
的
な
諸
獲
得
（bleibende Erw

erbe

）」（M
at V

III, 320

）
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
そ
う
し
た
可
能
性
は
、
自
我
が
直
接
把
握
し
た

諸
事
物
に
限
ら
ず
、
他
者
か
ら
の
伝
達
を
通
じ
て
把
握
し
た
諸
事
物
に
も
適
用
さ

れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
自
我
と
他
者
の
体
験
の
協
働
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
諸
事

物
が
地
平
を
伴
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
的
可
能
性
の
意
識

は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
実
践
的
可
能
性
の
意
識
と
自
由
な

想
像
を
分
け
隔
て
る
も
の
は
、
世
界
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
制
限
の
有
無
で
あ

る
。
私
は
行
為
の
想
像
に
先
立
っ
て
、「
持
続
的
な
諸
獲
得
」
と
し
て
の
、
間
主

観
的
に
形
成
さ
れ
た
世
界
に
関
す
る
信
念
に
よ
る
制
限
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
実
践
的
可
能
性
の
意
識
の
成
立
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
こ
の
実
践
的

可
能
性
の
意
識
は
、
当
然
な
が
ら
自
我
の
身
体
に
関
す
る
信
念
の
成
立
を
前
提
し

て
い
る
。
例
え
ば
、︿
予
定
通
り
に
駅
に
到
着
で
き
な
い
﹀
と
い
う
こ
と
は
同
時

に
こ
の
身
体
で
は
到
着
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
︿
重
す
ぎ
て
動
か

す
こ
と
が
で
き
な
い
﹀
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
こ
の
身
体
で
は
動
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
身
体
に
関
す
る
信
念
も
ま
た
、
間

主
観
的
な
構
成
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
行
為
を
思
い
描
く
際
に
働
く
実
践
的
可
能
性
の
意

識
は
、
自
由
な
想
像
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
間
主
観
的
に
形
成
さ
れ
た
世
界
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か
ら
受
け
る
制
限
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
が
行
為
に
よ
っ

て
世
界
へ
と
関
わ
る
場
面
に
お
い
て
も
、
他
の
主
観
と
し
て
の
他
者
と
間
主
観
的

に
形
成
さ
れ
た
世
界
の
存
立
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

結
論

以
上
の
考
察
で
は
、
自
我
が
認
識
と
行
為
の
両
側
面
に
お
い
て
世
界
に
お
け
る

諸
事
象
へ
と
関
わ
る
際
に
、
す
で
に
他
者
の
存
立
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

態
を
開
示
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
現
象
学
に
お
け
る

他
者
問
題
の
構
造
を
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
る
。

ま
ず
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
の
「
固
有
領
域
」
へ
の
還
元
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
我
の
「
固
有
領
域
」
の
中
で
他
者
が
い
か
に
現
れ
る
の

か
を
探
究
す
る
が
、
結
果
的
に
こ
の
思
考
方
法
は
「
超
越
論
的
独
我
論
」
と
し
て

設
定
さ
れ
た
問
題
と
は
別
種
の
他
者
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
認
識
と
行
為
に
関
連
す
る
様
々
な
場
面
に
お

い
て
自
我
が
世
界
へ
と
関
わ
る
と
き
に
、
常
に
す
で
に
他
者
の
存
立
が
前
提
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
諸
事
象
か
ら
他
者
を
示
す
諸
規
定
だ

け
を
捨
象
し
た
「
固
有
領
域
」
に
は
何
が
残
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い

12

。
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
「
固
有
領
域
」
を
想
定
す
る
こ
と

は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
我
が
関
わ
る
世
界
が
そ
も
そ
も
他
者
の

存
立
を
前
提
す
る
客
観
的
・
間
主
観
的
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
者
問
題
は
問
題

と
し
て
成
立
し
な
い
。
そ
の
世
界
は
最
初
か
ら
自
我
だ
け
の
所
有
物
と
は
見
な
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、︿
私
が
関
わ
る
世
界

は
客
観
的
世
界
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
﹀
と
い
う
他
者
論
の
出
発
点
に
あ
る

直
観
の
中
に
、
す
で
に
こ
の
問
題
の
解
答
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
他
者
は
自
我
と
共
に
間
主
観
的
世
界
を
構
成
す
る

主
観
で
あ
り
、
ま
た
世
界
は
間
主
観
的
世
界
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
え
な
い
と
い

う
見
方
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
他
者
は
︿
言
語
を
介
し
た
伝
達
に
よ
っ
て
体
験
に

関
す
る
知
見
を
交
換
し
な
が
ら
、
自
我
と
共
に
世
界
を
構
成
す
る
主
観
﹀
と
し
て

規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
基
づ
く
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
取
り
組
ん
だ
問
題
︱
︱
自
我

の
「
固
有
領
域
」
に
お
い
て
他
者
が
い
か
に
構
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
︱
︱

は
、「
固
有
領
域
」
へ
の
還
元
と
い
う
操
作
そ
の
も
の
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
問

題
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
問
題
を
解
消
す
る

こ
と
で
、
こ
れ
と
は
別
の
他
者
問
題
が
際
立
っ
て
く
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
こ

れ
ら
二
つ
の
問
題
を
同
一
視
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
︿
他
の
主
観

と
の
協
働
を
通
し
て
構
成
さ
れ
た
間
主
観
的
世
界
そ
の
も
の
が
、
根
本
的
に
は
自

我
に
と
っ
て
の
世
界
で
あ
る
﹀
と
い
う
見
方
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
を
「
唯
一
の
絶
対
的
で
具
体
的
な
も
の
」

「
可
能
な
意
味
の
全
体
」（H

ua I, 117

）
と
見
な
す
。
間
主
観
的
に
構
成
さ
れ
る

諸
対
象
も
ま
た
結
局
は
私
に
と
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
者
を
他
の
主
観

と
し
て
経
験
す
る
の
も
、
間
主
観
性
を
間
主
観
性
と
し
て
理
解
す
る
の
も
私
で
あ

る
︱
︱
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
私
が
構
成
す
る
世
界
の
外
部
は
無
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
の
自
我
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的

現
象
学
』
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
構
成
の
究
極
的
に
唯
一
的
な
機
能
中
心
と
し
て
の
絶

対
的
エ
ゴ
」（V

I, 190

）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た

自
我
に
対
す
る
他
者
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
︱
︱
実
際
に
は
、
こ
れ
こ
そ

が
最
初
に
提
示
し
た
「
超
越
論
的
独
我
論
」
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
他
者
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
が
他0
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者0

問
題
な
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
我
に
対
す
る
他
者
は
存
在

す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
意

味
で
の
自
我
は
そ
の
複
製
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
よ
う
な
「
唯

一
の
も
の
」（X

V, 589

）
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
す
。
だ
が
も
し
こ
う
し
た
見

解
が
適
切
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
意
味
で
の
自
我
に
対
す
る
他
者
は
存
在
せ
ず
、
他

者
の
問
題
も
ま
た
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
唯
一
の
も
の
」
を
自0

我0

と
見
な
す
こ
と
の
妥
当
性
も
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
こ
の
「
唯
一
の
も
の
」
が
他
の
「
唯
一
の
も
の
」
と
し
て
の
他
者
を
理
解

し
う
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
（cf. V

I, 188-189; X
V, 366

）。

一
つ
の
方
策
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
、「
唯
一
の
も
の
」
が
構
成
す
る
も
の
の

領
域
が
、
他
者
と
対
比
さ
れ
た
自
我

0

0

が
持
つ
「
固
有
領
域
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
が
正
し
い
な
ら
ば
、
こ
の
「
唯
一
の
も
の
」
に
よ
る
他
の
「
唯
一
の

も
の
」
の
構
成
と
い
う
問
題
設
定
も
ま
た
、︿
自
我
は
世
界
へ
と
関
わ
る
際
に
そ

も
そ
も
他
者
の
存
立
を
前
提
し
て
い
る
﹀
と
い
う
見
方
を
徹
底
す
る
こ
と
で
解
消

可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
は
そ
れ
と
は
別
種
の
解
決
を
要
求
す

る
問
題
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
考
察
で
得
ら
れ
た
視
点
に
基

づ
い
て
こ
の
問
題
の
成
立
構
造
と
性
質
を
さ
ら
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
残
さ
れ
た

課
題
で
あ
る
。

註フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana

）
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ

数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
資
料
篇

（H
usserliana M

aterialien

）
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、M

at

と
い
う
略
号
の
後
に
、

巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
し
た
。
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、p.210.

6　

C
f. Zahavi, D

., Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person 

Perspective., The M
IT Press, 2008, p.166-168.

7　

こ
の
こ
と
は
自
我
と
他
者
が
生
き
る
世
界
の
間
に
区
別
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
下
記
で
は
そ
う
し
た
見
解
へ
の
批
判
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。C

f. Lee, N
., Edm

und H
usserls Phänom

enologie der Instinkte, 

K
luw

er A
cadem

ic Publishers, 1993, p.200-201.

8　

H
eidegger, M

., D
ie G

rundbegriffe der M
etaphysik. W

elt–Endlichkeit–

Einsam
keit., G

esam
tausgabe B

d. 29/30, V
ittorio K

losterm
ann, 1983, p.272. 

（
川
原
栄
峰
・
セ
ヴ
ェ
リ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
訳
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念　

世

界
-
有
限
性
-
孤
独
』、
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

人
間
と
動
物
は
「
⋮
へ
と
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」（p.349

）
と
い
う
点
で
共

通
し
て
い
る
が
、
動
物
は
「
と
ら
わ
れ
（B

enom
m

enheit

）」（p.348

）
と
い
う

あ
り
方
を
し
て
お
り
「
あ
る
も
の
と
し
て
の
あ
る
も
の
」
に
は
関
わ
ら
な
い
（cf. 

p.397
）。
そ
の
た
め
動
物
に
は
人
間
と
同
様
の
意
味
で
の
世
界
と
自
己
性
が
認

め
ら
れ
ず
、
こ
の
点
に
両
者
の
相
違
が
見
出
さ
れ
る
。
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105 他者経験と人間的世界の連関

9　

な
お
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
第
三
巻
所
収
の
一
九
三
四
年
の
草
稿
で
は
、

動
物
は
原
初
的
な
再
認
を
持
つ
に
す
ぎ
ず
、
一
つ
の

0

0

0

世
界
に
つ
い
て
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（cf. X

V, 184

）。

10　

設
定
立
的
意
識
と
中
立
変
様
に
つ
い
て
は
『
イ
デ
ー
ン
I
』
で
論
じ
ら
れ
る

（cf. III/1, 254f.
）。

11　

こ
こ
で
「
先
所
有
物
（Vorhabe

）」
と
訳
し
た
用
語
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論

を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
予
持
（Vorhabe

）」
は
あ
る
も
の
を
あ

る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
諸
契
機
の
一
つ
で
あ
る
（cf. 

H
eidegger, M

., Sein und Zeit, M
ax N

iem
eyer, 1993., p.150.  

原
佑
・
渡
邊

二
郎
訳
『
ハ
イ
デ
ガ
ー　

存
在
と
時
間
II
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年
、

p.51.

）。
そ
れ
に
対
し
て
目
下
の
文
脈
で
は
、
こ
の
用
語
は
過
去
の
体
験
の
獲
得

物
と
し
て
受
動
的
に
保
持
さ
れ
た
知
を
表
す
も
の
と
理
解
で
き
る
。
双
方
の
概

念
の
位
置
付
け
の
相
違
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

12　

例
え
ば
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
、「
超
越
論
的
エ
ゴ
」
に
よ
り
構
成
さ
れ

た
も
の
の
全
体
は
「
超
越
論
的
エ
ゴ
の
固
有
性
の
領
域
」
と
「
他
な
る
も
の
の

領
域
」
に
区
別
さ
れ
、
後
者
は
前
者
に
属
す
る
と
い
う
見
解
が
提
示
さ
れ
る（cf. 

I, 131

）。
だ
が
、
こ
の
見
解
は
不
明
確
で
あ
る
。

（
吉
田
聡
・
よ
し
だ 

あ
き
ら
・
千
葉
工
業
大
学
）
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107 コロナ禍における大学授業のオンライン化は何を示したか？

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
–１
９
）
に
由
来
す
る
「
コ
ロ

ナ
禍
」
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
様
々
な
面
と
同
様
に
、
大
学
に
お
け
る
授
業
の
あ

り
方
に
も
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
感
染
拡
大
防
止
策
と
し
て
採
ら
れ
た
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン
グ
（
対
人
的
距
離
確
保
）
戦
略
の
た
め
に
、
多
く
の
大

学
で
は
、
対
面
授
業
か
ら
、
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
や
学
習
管
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｌ

Ｍ
Ｓ
）
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
や
、
対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
授
業
へ
の
移
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化

は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
／
学
習
に
一
体
何
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
か
？

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
（D

reyfus 2002

）

の
批
判
的
議
論
を
筆
頭
に
、
哲
学
（
特
に
技
術
哲
学
や
教
育
哲
学
）
の
分
野
で
も

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
唐
突
な
授
業
形
態
の
変
化
は
、
こ
う
し
た

従
来
の
議
論
の
妥
当
性
を
大
規
模
な
仕
方
で
実
地
に
検
証
す
る
機
会
と
も
な
っ

た
。
筆
者
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
到
来
か
ら
間
も
な
い
二
〇
二
〇
年
三
月
に
、
テ
レ
ビ

会
議
シ
ス
テ
ム
を
含
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
有
効
性
と
倫
理
に
つ

い
て
論
文
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）
を
発
表
し
て
い
た
。
そ
こ
で
主
題
と
し
た
の
は
、

メ
デ
ィ
ア
が
私
た
ち
の
活
動
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
メ
デ
ィ

ア
を
介
さ
な
い
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
点
で

あ
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
と
の
関
連
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
つ
い

て
も
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
同
時
に
筆
者
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
大
学
教

員
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
実
施
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
う

し
た
経
験
と
上
記
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
実
践
と
理
論
の
両
面
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍

に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
そ
こ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
、
身
体
性
、
技
術
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
教
訓
を
述
べ
る
。

一　

コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の
授
業
実
践
と
そ
の
結
果

ま
ず
筆
者
自
身
の
体
験
を
述
べ
よ
う
。
筆
者
は
昨
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）、

大
阪
に
あ
る
（
本
務
先
と
は
別
の
）
大
学
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
前
期
・
後
期
と

も
に
同
内
容
の
哲
学
の
入
門
的
講
義
を
担
当
し
て
お
り
、
前
期
は
大
学
の
指
示
に

従
っ
て
同
期
型
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
実
施
し
た
。
そ
の
大
学
で
授
業
を
行
う
の

は
初
め
て
で
あ
り
、
Ｌ
Ｍ
Ｓ
等
に
も
習
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
大
学
か
ら
授
業
方

法
に
関
す
る
細
か
な
指
示
と
多
数
の
資
料
が
送
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
確
認

し
つ
つ
準
備
を
進
め
る
際
に
は
大
き
な
不
安
を
覚
え
た
。

授
業
で
は
、
事
前
に
Ｌ
Ｍ
Ｓ
に
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
資
料
を
配
付
し
、
当
日
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
何
を
示
し
た
か
？

︱
︱
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
哲
学
Ⅱ
︱
︱

呉　

羽　
　
　

真
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を
用
い
て
ス
ラ
イ
ド
を
提
示
し
な
が
ら
解
説
を
加
え
る
、
と
い
う
方
法
を
と
っ

た
。
大
学
か
ら
の
指
示
も
あ
っ
て
授
業
中
は
学
生
に
は
カ
メ
ラ
を
オ
フ
に
さ
せ
た

ほ
か
、
授
業
冒
頭
で
顔
を
見
せ
た
後
は
自
分
の
カ
メ
ラ
も
オ
フ
に
し
た
。
成
績
評

価
は
Ｌ
Ｍ
Ｓ
を
用
い
た
数
回
の
小
テ
ス
ト
に
よ
り
行
っ
た
。
自
室
で
一
人
Ｐ
Ｃ
に

向
か
っ
て
話
す
、
と
い
う
行
為
に
最
初
は
違
和
感
を
覚
え
た
が
、
じ
き
に
感
じ
な

く
な
っ
た
。
困
っ
た
の
は
、
小
テ
ス
ト
の
際
に
、
受
験
中
に
回
線
が
ダ
ウ
ン
し
た

と
し
て
受
験
を
断
念
す
る
学
生
が
い
た
こ
と
だ
。
当
初
は
こ
ち
ら
も
不
慣
れ
な
た

め
に
十
分
な
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

後
期
は
、
大
学
の
指
示
に
従
っ
て
、
対
面
授
業
を
実
施
し
た
。
た
だ
し
、
同
じ

く
大
学
の
指
示
で
、
通
学
で
き
な
い
学
生
の
た
め
に
、
非
同
期
型
の
オ
ン
ラ
イ
ン

授
業
（
授
業
動
画
の
オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
）
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形

態
を
採
っ
た
。
成
績
評
価
は
、
基
本
的
に
は
対
面
で
の
筆
記
試
験
を
、
通
学
不
可

の
学
生
に
は
レ
ポ
ー
ト
を
課
し
た
。
こ
う
し
て
同
内
容
の
講
義
を
前
期
に
は
オ
ン

ラ
イ
ン
、
後
期
に
は
主
に
対
面
で
実
施
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
比
較
が
で
き
た
。

マ
ス
ク
着
用
の
た
め
に
後
期
の
対
面
授
業
で
は
通
常
よ
り
大
き
な
疲
労
を
感
じ

た
が
、
そ
れ
を
勘
案
し
て
も
、
前
期
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
感
じ
た
疲
労
は
よ
り

大
き
か
っ
た
気
が
す
る
。
た
だ
し
、
通
勤
の
手
間
が
省
け
る
点
で
、
非
常
勤
講
師

の
身
に
と
っ
て
は
後
者
の
方
が
あ
り
が
た
か
っ
た
。
ま
た
、
後
期
に
は
多
少
あ
っ

た
授
業
中
の
私
語
が
前
期
に
は
な
か
っ
た
の
も
快
適
だ
っ
た
。
心
理
的
に
負
担
と

な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
授
業
外
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
一
部
の
保
護
者
が
、
大
学
で
対
面

授
業
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
を
教
員
の
怠
慢
と
し
て
激
し
く
非
難
す
る
の
を
目

に
し
た
こ
と
だ
。
制
約
の
中
で
な
る
べ
く
良
質
な
授
業
を
提
供
す
る
た
め
に
（
報

酬
に
は
見
合
わ
な
い
）
多
大
な
労
力
を
費
や
し
て
授
業
準
備
に
励
ん
で
い
た
身
に

と
っ
て
、
そ
の
努
力
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
だ
っ
た
。

教
育
効
果
の
面
で
は
、
成
績
評
価
方
法
や
受
講
者
の
所
属
学
部
が
異
な
る
た
め

に
比
較
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
前
期
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
受
講
者
は
、
後
期

の
対
面
授
業
の
受
講
者
に
少
な
く
と
も
劣
ら
な
い
程
度
に
は
、
授
業
内
容
を
理
解

し
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
講
師
が
労
力
を
費
や
し
た
か
い
も
あ
っ
た

ろ
う
が
、
何
よ
り
も
受
講
生
の
努
力
の
結
果
だ
ろ
う
。
前
期
の
受
講
者
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、「
質
問
が
し
に
く
い
」
と
い
う
声
も
若
干
あ
っ
た
が
、
対
面
で
授

業
を
行
っ
た
後
期
に
も
授
業
後
等
の
教
室
で
の
質
問
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
前

期
・
後
期
と
も
熱
心
な
学
生
は
Ｌ
Ｍ
Ｓ
で
質
問
を
く
れ
て
い
た
。
教
員
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
学
生
に
と
っ
て
も
、
授
業
で
感
じ
る
不
満
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
る

こ
と
に
由
来
す
る
も
の
か
、
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

各
大
学
や
文
部
科
学
省
が
実
施
し
た
調
査
結
果
で
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に

対
す
る
学
生
の
評
価
は
概
ね
高
い
。
例
え
ば
、
文
部
科
学
省
の
調
査
で
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
へ
の
満
足
度
は
、「
満
足
」
が
13
・
8
％
、「
あ
る
程
度
満
足
」
が

43
・
1
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、「
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
」
は
14
・
9
％
、「
満

足
し
て
い
な
い
」
は
5
・
7
％
に
留
ま
っ
た

1

。
こ
の
結
果
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
と
対
面
授
業
の
効
果
を
比
較
し
た
こ
れ
ま
で
の
教
育
学
の
研
究
（
齊
藤
・
金 

二
〇
〇
九
、
冨
永
・
向
後 

二
〇
一
四
）
か
ら
も
当
然
予
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

2

。

調
査
か
ら
見
え
た
学
生
の
主
要
な
不
満
点
は
、
課
題
等
の
負
担
の
増
大
だ
が
、
こ

れ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
問
題
で
は
な
く
、
改
善
が
可
能
で
あ

る
。無

論
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
今
後
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
上
で
は
、
多
数
の

課
題
が
あ
る
。
筆
者
の
非
常
勤
先
の
大
学
で
は
端
末
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い

た
が
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
な
か
っ
た
大
学
も
あ
ろ
う
し
、
十
分
な
ネ
ッ

ト
環
境
が
整
わ
な
い
学
生
も
い
た
。
実
習
等
の
講
義
以
外
の
授
業
形
態
や
、
大
学

院
生
の
研
究
活
動
に
と
っ
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
不
都
合
な
面
も
多
々
あ
る
だ

ろ
う
（
本
務
先
で
工
学
の
研
究
室
に
属
し
て
い
た
筆
者
は
、
同
僚
や
大
学
院
生
た
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109 コロナ禍における大学授業のオンライン化は何を示したか？

ち
が
通
勤
・
通
学
の
禁
止
や
抑
制
の
た
め
に
不
便
に
悩
ま
さ
れ
る
声
を
直
に
聞
い

た
）。
だ
が
、
こ
う
し
た
課
題
を
残
す
と
は
い
え
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授

業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
、
突
貫
工
事
で
行
わ
れ
た
に
も
か
わ
わ
ら
ず
一
定
程
度
の

成
功
を
収
め
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
巡
る
従
来
の
議
論
と
コ
ロ
ナ
禍
で
の
議
論

次
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
関
す
る
従
来
の
議
論
状
況
を
、
ド
レ
イ

フ
ァ
ス
の
悲
観
論
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
中
心
に
、
紹
介
し
よ
う
。

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
著
書
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
』（D

reyfus 2001

）
に

お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
等
の
メ
デ
ィ
ア
を
介
し

た
経
験
全
般
を
、
身
体
性
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
欠
く
も
の
と
し
て
批
判
し
た
。

特
に
そ
の
第
二
章
で
は
、
彼
自
身
が
考
案
し
た
ス
キ
ル
獲
得
の
モ
デ
ル
に
基
づ

い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
遠
隔
学
習
の
有
効
性
を
疑
問
視
し
て
い
る
。

当
該
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
ス
キ
ル
獲
得
は
、
①
「
入
門
（novice

）」、

②
「
初
級
（advanced beginner

）」、
③
「
中
級
（com

petence
）」、
④
「
熟
練

（proficiency

）」、
⑤
「
専
門
的
技
能
（expertise

）」、
⑥
「
精
通
（m

astery

）」、

⑦
「
実
践
知
（practical w

isdom

）」、
と
い
う
諸
段
階
を
た
ど
る
。
こ
の
う
ち
遠

隔
学
習
は
、
文
脈
に
依
存
し
な
い
規
則
に
従
う
こ
と
を
学
ぶ
「
入
門
」
と
、
状

況
に
関
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
を
認
識
す
る
こ
と
を
学
ぶ
「
初
級
」
に
は
有
効
だ
が
、

「
中
級
」
を
突
破
し
て
「
熟
練
」
以
降
の
段
階
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と

い
う
の
も
、「
中
級
」
の
段
階
で
は
、
プ
ラ
ン
の
立
案
と
視
点
の
選
択
と
い
う
、

重
要
な
も
の
を
識
別
す
る
こ
と
に
関
わ
る
ス
キ
ル
を
身
に
着
け
る
の
だ
が
、
こ
う

し
た
識
別
能
力
の
習
得
に
は
、
学
習
者
が
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
が
評
価
さ
れ
た
り

さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
リ
ス
キ
ー
な
経
験
が
不
可
欠
で
あ
り
、
遠
隔
学

習
に
は
こ
う
し
た
経
験
が
欠
け
て
い
る
か
ら
だ
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ

の
段
階
、
お
よ
び
状
況
の
識
別
や
そ
れ
へ
の
反
応
を
学
ぶ
「
熟
練
」
や
「
専
門
的

技
能
」
の
段
階
の
学
習
に
は
、
情
動
と
関
与
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
身
体
性

が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
面
学
習
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
一
定
の
効
果
が
あ
る
こ
と
は
こ

れ
ま
で
の
調
査
や
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、

こ
れ
は
そ
の
授
業
が
「
入
門
」
か
ら
「
初
級
」
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
た
に
す
ぎ

ず
、
よ
り
高
度
な
段
階
の
学
習
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
原
理
的
に
不
可
能
だ
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
論
点
に
は
、
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て

す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
、
非
同
期
型
の
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
に
は
リ
ス
キ
ー
な
経
験
が
欠
け
て
お
り
、
ま
た
同
期
型
の
授
業
も
互
い
に

顔
を
現
し
た
状
態
で
は
行
わ
れ
な
い
た
め
に
そ
の
リ
ス
ク
は
限
定
さ
れ
る
、
と
論

じ
た
。
し
か
し
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
等
の
現
在
の
テ
レ
ビ
会
議
装
置
で
は
、
画
面
に
顔
を

映
し
た
状
態
で
議
論
を
交
わ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
単
純
に
こ
の
論
点
に
基
づ

い
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
へ
の
批
判
は
も
は
や
成
り
立
た
な
い
。

ま
た
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
悲
観
論
は
、
し
ば
し
ば
反
論
を
蒙
っ
て
き
た
。
現
象

学
の
中
で
は
、
例
え
ば
、
ウ
ォ
ー
ド
（W

ard 2018

）
は
身
体
的
ス
キ
ル
に
関
す

る
メ
ル
ロ
＝ポ
ン
テ
ィ
の
理
論
を
、
ま
た
ケ
ッ
キ
（K

ekki 2020

）
は
他
者
経
験

に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
有
意
味
な
学
習
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
る
。
現
象
学
以
外
か
ら
の

重
要
な
反
論
と
し
て
は
、
ガ
ー
ナ
ー
（G

arner 2018

）
の
も
の
が
あ
る
。
彼
は
、

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
遠
隔
学
習
批
判
を
含
め
て
、
教
育
技
術
へ
の
批
判
に
共
通
に
見

ら
れ
る
誤
り
と
し
て
、
技
術
的
な
教
育
と
非
技
術
的
な
教
育
を
対
比
す
る
点
が
あ

る
、
と
指
摘
す
る
。
ガ
ー
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
教
育
は
常
に
技
術
的

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
個
々

の
教
育
技
術
は
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
場
面
の
目
的
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
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な
の
だ
。
以
上
の
よ
う
な
反
論
が
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
高
度

な
学
習
の
段
階
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
有
効
性
を
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
示

せ
て
い
る
か
は
疑
問
が
残
る
も
の
の
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
議
論
の
不
十
分
な
点
を

暴
く
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
批
判
に
も
、
反
論
が
提
起

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ク
ラ
ー
ク
（C

lark 2003

）
は
、
身
体
性
は

0

0

0

0

「
融
通
が
利

0

0

0

0

く0

（negotiable

）」（ibid., p. 114

）
と
す
る
観
点
か
ら
、
そ
れ
に
反
論
し
た
。
ク

ラ
ー
ク
は
、
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
を
介
し
た
経
験
が
も
つ
特
徴
を
、
ド
レ
イ

フ
ァ
ス
が
言
う
よ
う
な
︿
脱
身
体
化
﹀
で
は
な
く
︿
身
体
性
の
変
容
﹀
と
捉
え
る

こ
と
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
狭
義
の
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
だ
け

で
な
く
、
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
な
も
の
に
も
適
用
可
能
だ
ろ
う
。
筆
者

（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）
も
ま
た
、
ク
ラ
ー
ク
の
「
身
体
性
」
理
解
に
依
拠
し
、
さ
ら

に
様
々
な
経
験
科
学
分
野
の
知
見
を
援
用
し
て
、
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
へ
の
批

判
者
た
ち
の
議
論
に
は
十
分
な
根
拠
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
哲
学
の
議
論
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
あ
る
い
は
テ
レ

プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
流

の
悲
観
論
は
あ
ま
り
賛
同
を
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
は
他
の
分

野
に
浸
透
し
て
は
お
ら
ず
、
心
理
学
等
の
文
献
で
は
、「
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
遠

隔
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
身
体
性
に
欠
け
て
お
り
、
質
の
面
で
対
面
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
劣
る
」
と
い
っ
た
、「
対
面
神
話

0

0

0

0

」
と
も
呼
び
う
る
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
的
な
言
説
が
散
見
さ
れ
て
い
た
（e.g. Turkle 2015

）。
さ
ら
に
、
コ
ロ
ナ

禍
が
到
来
す
る
と
、
こ
う
し
た
言
説
は
ブ
ロ
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
始
め
と
す
る
様
々
な

媒
体
を
通
し
て
世
間
に
あ
ふ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
効
果
に
つ
い
て
も
同
様
の

発
言
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
を

巡
る
こ
う
し
た
言
説
は
一
面
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
が
犯
し
が
ち
な
幾
つ

か
の
誤
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
誤
り
を
具
体
的
に
指
摘
す

る
。

三　

コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
教
訓
―
―
教
育
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

　
　

身
体
性
と
技
術
の
位
置

こ
こ
ま
で
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
一
定
の
効

果
を
示
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
以
前
か
ら
は
び
こ
っ
て
い
た
対
面
神

話
が
依
然
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
事

態
か
ら
何
を
教
訓
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
る
活
動
と
対
面
に
よ
る
そ
れ
と

を
対
比
し
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
に
は
〇
〇
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
語
り
方
を
す
る
。

そ
し
て
大
抵
の
場
合
、
こ
の
「
〇
〇
」
に
は
、
身
体
性
と
関
わ
る
要
素
︱
︱
表
情

や
仕
草
等
の
非
言
語
的
・
身
体
的
情
報
の
や
り
取
り
や
、「
臨
場
感
」、「
雰
囲
気
」

等
︱
︱
が
挙
げ
ら
れ
る
（e.g. C

acioppo &
 Patrick 2008; 

中
津 

二
〇
一
〇
）。

だ
が
、
こ
う
し
た
語
り
方
を
す
る
際
に
私
た
ち
が
犯
し
や
す
い
誤
り
が
幾
つ
か
あ

る
。
こ
こ
で
は
二
点
指
摘
し
よ
う
。

第
一
に
、
身
体
性
が
重
要
か
ど
う
か
、
は
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
何

を
も
っ
て
「
身
体
化
さ
れ
て
い
る
」
と
見
な
す
か
、
で
あ
る

3

。
学
習
／
教
育

を
、
身
体
を
用
い
た
環
境
と
の
相
互
作
用
と
す
る
見
方
は
、
デ
ュ
ー
イ
（D

ew
ey 

1916

）
以
来
の
古
典
的
な
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
活
動
一
般
に
お
い
て
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
身
体
性
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
前
出
の
ウ
ォ
ー
ド
（W

ard 2018

）
が
述
べ
て
い
る
点
だ
が
、
身
体
性
が
あ
る

活
動
に
は
伴
い
、
あ
る
活
動
に
は
欠
け
る
、
と
い
っ
た
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で

な
く
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

活
動
に
見
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
学
習
／
教
育
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111 コロナ禍における大学授業のオンライン化は何を示したか？

に
も
そ
れ
は
当
然
伴
う
は
ず
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
ク
ラ
ー
ク
は
︿
身
体
性
は

融
通
が
利
く
﹀
と
論
じ
た
が
、
筆
者
は
こ
れ
に
加
え
て
、︿
身
体
性
は
多
様
で
あ

る
﹀
と
い
う
点
を
強
調
し
た
い
。
そ
れ
は
様
々
な
相
互
作
用
の
形
態
に
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
仕
方
で
伴
う
が
、
人
は
自
ら
の
そ
れ
と
は
異
な
る
身
体
性
を
容
易
に
見
過

ご
す
の
だ
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
︿
脱
身
体
化
﹀
さ
れ
た
も
の
と
し
て
批
判
す
る

論
者
た
ち
は
、
単
に
あ
る
種
の
身
体
性
を
特
権
化
し
、
他
の
種
の
そ
れ
を
無
視
し

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
こ
の
点
を
示
そ
う
。

対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

勝
る
点
と
し
て
、
身
体
を
用
い
て
非
言
語
的
情
報
が
や
り
取
り
で
き
る
、
と
い
う

点
を
挙
げ
る
論
者
は
多
い
。
し
か
し
、
聴
覚
障
害
を
も
ち
（
部
分
的
に
で
も
）
口

の
動
き
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
受
講
者
に
と
っ
て
、
話
し
て
い
る
人
を
正
面
か
ら

見
ら
れ
る
テ
レ
ビ
会
議
ベ
ー
ス
の
授
業
は
通
常
の
対
面
授
業
以
上
に
都
合
が
よ

く
、
ま
た
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
行
わ
れ
る
対
面
授
業
は
極
め
て
不
都
合
で
あ
る

（
赤
田 

二
〇
二
一
）。
や
り
取
り
さ
れ
る
情
報
量
等
の
観
点
か
ら
一
概
に
対
面
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
優
越
性
を
説
く
者
は
、
こ
う
し
た
人
々
の
も
つ
身
体
的
経

験
の
あ
り
方
を
無
視
し
て
い
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目

的
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
質
を
情
報
量
な
ど
の
観
点
か
ら
一
元
的
に
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）。

別
の
例
で
は
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
よ
う
な
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
で
は
、
カ
メ
ラ
が

画
面
と
は
違
う
位
置
に
あ
る
た
め
、
ユ
ー
ザ
ー
同
士
の
視
線
が
合
わ
ず
、
違
和
感

を
覚
え
る
人
も
い
る
、
と
言
わ
れ
る
（
大
浦 

二
〇
二
〇
）。
し
か
し
、
元
々
他
人

と
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
苦
手
な
人
に
と
っ
て
上
記
の
点
は
何
ら
問
題
に
は
な
ら

な
い
。
で
は
、
こ
う
し
た
人
は
身
体
性
に
欠
け
る
の
だ
ろ
う
か
？　

む
し
ろ
彼
ら

は
、
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
得
意
な
人
と
は
異
な
る
身
体
性
を
有
し
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
筆
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
践
を
通
し
て
改
め
て
確
認
し

た
の
は
、
自
分
が
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
得
意
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ

と
だ
。
同
様
に
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
な
人
は
、

そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
何
ら
か
の
種
の
身
体
的
相
互
作
用
を
苦
手
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

第
二
に
、
問
題
を
単
に
、
対
面
／
オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
う
、
一
要
素
の
相
違
に
還

元
す
る
の
は
、
的
外
れ
で
あ
る
。
対
面
で
あ
れ
オ
ン
ラ
イ
ン
で
あ
れ
、
私
た
ち
が

他
者
と
関
わ
り
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
は
す
べ
て
、
技
術
的
・
社
会
的

等
の
様
々
な
要
因
が
絡
み
合
っ
た
複
雑
な
全
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
対
面
か

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
へ
の
移
行
は
、
単
に
、
こ
の
全
体
に
あ
る
要
素
が
付
け
加
わ
り
、

そ
の
代
わ
り
に
あ
る
要
素
が
抜
け
落
ち
る
こ
と
、
で
は
な
い
。
全
体
の
構
造
に
大

き
な
変
化
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
に
は
活
動
全
体
の
再
組
織

化
が
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
。
実
際
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
有
効
に
機
能

す
る
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
無
自
覚
に
行
っ
て
い
る
様
々
な

工
夫

0

0

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
も
含
め
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
不
満
を
感
じ
る
場
合
、
そ
れ
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
工

夫
が
欠
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
拙
稿
（
呉
羽 

二
〇
二
〇
）
で
述
べ
た
よ

う
に
、
技
術
の
及
ぼ
す
影
響
は
、
当
該
技
術
の
内
在
的
特
性
に
よ
っ
て
決
ま
る
の

で
は
な
く
、
こ
こ
で
述
べ
た
「
工
夫
」
を
含
め
て
、
技
術
を
取
り
巻
く
文
化
的
諸

要
因
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
だ
。

な
お
、
上
記
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
再
組
織
化
を
行
う
上
で

留
意
す
べ
き
は
、
対
面
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
再
現
す
る
こ
と

が
必
ず
し
も
最
善
で
は
な
い
、
と
い
う
点
だ
。
例
え
ば
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
ホ
ス

ト
が
参
加
者
の
画
像
の
表
示
順
を
設
定
で
き
る
機
能
が
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
搭
載
さ
れ
た

際
、
こ
れ
が
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
日
本
法
人
に
よ
る
と
そ
の
意
図
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ

が
）「
上
座
を
設
定
す
る
機
能
」
と
捉
え
ら
れ
、
無
用
な
も
の
と
し
て
批
判
を
浴
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び
た

4

。
こ
こ
で
揶
揄
さ
れ
た
「
上
座
」
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お

い
て
特
定
の
誰
か
を
権
威
づ
け
、
主
導
権
を
握
り
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
だ

が
、
多
く
の
場
合
に
は
無
用
（
な
い
し
有
害
）
で
あ
り
、
再
現
す
る
必
要
は
な

い
。
対
面
の
会
議
で
は
、
こ
う
し
た
工
夫
と
し
て
、
座
席
配
置
だ
け
で
な
く
声
音

や
視
線
、
体
勢
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
テ
レ
ビ
会
議
を
嫌
う

人
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ら
の
工
夫
が
使
え
ず
、
対
面
会
議
の
と
き
の
よ
う
に
場
を

支
配
で
き
な
い
こ
と
に
不
満
を
覚
え
る
人
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
等
を
用
い
た
同
期
型
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
の
学
生
の
「
顔
出
し
」
の

是
非
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
筆
者
は
不
要
と
考
え
る
が
、
顔
が
見

え
な
い
と
学
生
が
話
を
聞
い
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
理
由
で
そ
れ
を

学
生
に
強
い
る
教
員
が
い
る
と
聞
く

5

。
こ
れ
も
ま
た
、
対
面
の
場
合
に
伴
っ
て

い
た
非
言
語
的
情
報
の
や
り
取
り
を
オ
ン
ラ
イ
ン
の
場
合
で
も
再
現
す
る
た
め
の

方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
授
業
中
に
他
の
学
生
か
ら
名
前
が
分
か
る
状
態

で
正
面
か
ら
顔
を
眺
め
続
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
対
面
授
業
で

は
普
通
起
こ
ら
な
い
事
態
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
る
学
生
が
い
る
の

は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
対
面
の
際
の
や
り
方
を
オ
ン
ラ
イ
ン
の
際
に
無
理
に

再
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
生
じ
る
問
題
の
一
例
で
あ
る
。

以
上
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
大
学
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
示
し
た
、
私
た

ち
の
陥
り
が
ち
な
誤
り
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
誤
り
は
総
じ
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
面
性
や
複
雑
さ
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
現
状
の

オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
で
で
き
る
こ
と
に
は
制
約
が
あ
る
が
、
一
概
に
、
そ
し
て
原
理

的
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
授
業
が
対
面
の
そ
れ
ら
に
劣
る

と
は
言
え
ず
、
対
面
授
業
が
必
ず
し
も
授
業
の
模
範
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ

ロ
ナ
禍
が
終
わ
っ
て
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
だ

ろ
う
。
そ
の
過
程
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
そ
の
も
の
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
イ
ン
フ

ラ
も
進
歩
し
て
い
く
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
に
は
、
そ
う
し

た
技
術
と
そ
の
使
い
方
を
巡
る
私
た
ち
の
考
え
方
を
も
進
歩
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多

面
性
や
複
雑
さ
へ
の
目
配
り
と
、
そ
こ
に
お
い
て
身
体
性
や
技
術
が
占
め
る
位
置

に
つ
い
て
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。
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田
圭
亮
（
二
〇
二
一
）「
コ
ロ
ナ
禍
の
学
校
か
ら
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
」
ス
ク
ー
ル
構

想
」
を
考
え
る
」『
現
代
思
想
』
二
〇
二
一
年
四
月
号
、
一
二
六
～
一
五
一

頁
、
青
土
社
。

大
浦
康
介
（
二
〇
二
〇
）「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
「
対
面
」
を
考
え
る
」『
ち

く
ま
ｗ
ｅ
ｂ
』
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
三
日
。︿
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝http://w

w
w.

w
ebchikum

a.jp/articles/-/2210  

、
二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
閲
覧
﹀

呉
羽
真
（
二
〇
二
〇
）「
テ
レ
プ
レ
ゼ
ン
ス
技
術
は
人
間
関
係
を
貧
困
に
す
る
か
？ 

︱
︱
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
哲
学
」『C

ontem
porary and 

A
pplied Philosophy

』
一
一
：
五
八
～
七
六
。

︱
︱
︱
（
二
〇
二
一
）「
身
体
化
さ
れ
た
心
の
哲
学
と
知
能
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
」『
日

本
ロ
ボ
ッ
ト
学
会
誌
』
三
九
（
一
）：
二
八
～
三
三
。

齊
藤
貴
浩
・
金
性
希
（
二
〇
〇
九
）「
高
等
教
育
に
お
け
る
ｅ
―Ｌ
ｅ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｎ

ｇ
の
効
果
に
関
す
る
メ
タ
分
析
」『
日
本
教
育
工
学
会
論
文
誌
』
三
二（
四
）：

三
三
九
～
三
五
〇
。

冨
永
敦
子
・
向
後
千
春
（
二
〇
一
四
）「
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
実
践
的
研
究
の

進
展
と
課
題
」『
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育
心
理
学
年
報
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五
三
：
一
五
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～
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〇
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の
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社
。

注
1　
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
「
満
足
」
56
％　

コ
ロ
ナ
禍
、
初
の
学
生
調
査
︱
文
科

省
」『
時
事
ド
ッ
ト
コ
ム
ニ
ュ
ー
ス
』
二
〇
二
一
年
五
月
二
五
日
︿
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝

https://w
w

w.jiji.com
/jc/article?k=2021052501121 

、
二
〇
二
一
年
六
月
二
三

日
閲
覧
﹀。

2　

た
だ
し
、
齊
藤
・
金
（
二
〇
〇
九
）
も
冨
永
・
向
後
（
二
〇
一
四
）
も
、
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
単
独
よ
り
も
、
対
面
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
授
業
の

方
が
効
果
は
高
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

3　

認
知
科
学
の
哲
学
に
お
い
て
は
近
年
、「
身
体
性
」
の
多
義
性
を
巡
る
混
乱
が

問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
と
そ
れ
へ
の
対
処
法
に
つ
い
て
は
、
呉

羽
（
二
〇
二
一
）
を
参
照
せ
よ
。

4　
「
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
会
議
も
上
座
と
下
座
？　

新
機
能
で
誤
解
、
謎
ル
ー
ル
も
」『
朝

日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
』
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
︿
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝https://w

w
w.asahi.

com
/articles/A

SN
9K

53X
N

N
9H

U
TIL03J.htm

l  

、
二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日

閲
覧
﹀。

5　
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
「
カ
メ
ラ
を
オ
ン
に
」 

応
じ
た
学
生
は
₁
％
」『
朝
日
新

聞
デ
ジ
タ
ル
』
二
〇
二
一
年
五
月
一
七
日
︿
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝https://w

w
w.asahi.com

/

articles/A
SP5F4W

7ZP5C
U

SPT00L.htm
l 

、
二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
閲

覧
﹀。
大
浦
（
二
〇
二
〇
）
も
参
照
。

（
呉
羽
真
・
く
れ
は 

ま
こ
と
・
山
口
大
学
）
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115 福島と香港、あるいは故郷喪失について

一　

 

は
じ
め
に

『
現
象
学
年
報
』
第
三
〇
号
に
二
〇
一
一
年
香
港
中
文
大
学
で
行
わ
れ
た
サ

マ
ー
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
の
文
章

1

が
掲
載
さ
れ
て
以
来
、
同
誌
に
は
香
港
に
関

す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
香
港
の
近

年
の
事
情
だ
け
で
は
な
く
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
つ
い
て
の
私
見
も
述
べ
た

い
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
多
く
の
福
島
の
人
々
が
汚
染
さ
れ
た
故
郷
を
離
れ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
一
方
で
、
多
く
の
香
港
の
人
々
は
今
、
香
港
を
離
れ
る
こ
と
を
考

え
て
い
る
。
福
島
の
人
も
香
港
の
人
も
、
ま
さ
に
故
郷
喪
失
と
い
う
実
存
的
危
機

に
直
面
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
克
服
す
る
か
と
い
う
経
験
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

二　

福
島

今
か
ら
一
〇
年
前
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
。
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

で
は
、
テ
レ
ビ
の
画
面
で
確
認
で
き
た
水
素
爆
発
だ
け
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な

い
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
も
起
き
た
。
こ
の
過
酷
事
故
で
放
射
性
汚
染
物
が
大
気
中
に

放
出
さ
れ
、
土
や
海
が
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
一
〇
万
人
以
上
の
人
々

が
、
自
宅
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ず
、
避
難
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

当
時
、
香
港
中
文
大
学
文
学
部
に
所
属
し
て
い
た
私
は
、
自
分
に
何
が
で
き
る

の
か
を
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
石
巻
で
現
地
調
査
を
行

い
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
東
北
大
学
で
行
わ
れ
た
「
大
震
災
と
価
値
の
創
生
」
と

い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
携
わ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
、
私
は
「
痛
み
、

苦
し
み
、
メ
モ
リ
ー
、
ト
ラ
ウ
マ
」
と
い
う
知
識
移
転 (K

now
ledge Transfer)

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
文
学
部
の
同
僚
や
院
生
た
ち
と
一
緒
に
岩
手
・
宮

城
・
福
島
の
被
災
地
を
巡
っ
た
。
福
島
県
出
身
の
知
人
の
案
内
で
た
ど
り
着
い

た
、
原
発
が
見
え
る
あ
る
丘
の
上
で
、
現
象
学
者
の
サ
ウ
リ
ア
ス
・
ゲ
ニ
ア
ス

（Saulius G
eniusas

）
氏
は
当
時
の
風
景
を
的
確
に
描
述
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
発
電
所
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
に
来
た
リ
ト
ア
ニ
ア
人
は
お
そ

ら
く
私
が
初
め
て
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然
を

見
に
来
た
の
だ
と
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
は
重
度
の
汚
染
地
域
な

の
で
す
。
私
は
、
こ
の
場
所
の
美
し
さ
と
災
害
の
深
刻
さ
と
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
に
つ
い
て
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
地
を
訪
れ
て
、
こ
れ
ま
で

に
訪
れ
た
場
所
の
中
で
最
も
美
し
い
場
所
の
ひ
と
つ
だ
と
言
う
人
を
た
く
さ

ん
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
太
平
洋
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
道
は
大

変
素
晴
ら
し
い
で
す
。
通
過
し
た
村
々
は
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
、
歴
史
が

長
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
べ
て
が
清
潔
で
整
っ
て
い
ま
す
が
、
今
は
人
が
少

福
島
と
香
港
、
あ
る
い
は
故
郷
喪
失
に
つ
い
て　

張　
　
　

政　

遠
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な
い
で
す
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
非
常
に
理
解
し
が
た
い
も
の
で
す
。
こ

ん
な
に
美
し
い
場
所
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
住
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
人
々
が
こ
こ
で
生
き
て
い
く
た
め
の
唯
一
の
方
法
は
、
自

分
を
騙
す
こ
と
、
つ
ま
り
こ
こ
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
で
す
。

「
何
も
問
題
な
い
、
何
も
起
き
て
い
な
い
」
と
自
分
を
ご
ま
か
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
か

ら
。︹
筆
者
に
よ
る
記
録
︺

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
の
後
、
発
電
所
の
近
く
に
住
む
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
く
な
っ
た
の
に
、
福
島
で
は
帰
ろ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、

こ
こ
は
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
実
家
も
田
ん
ぼ

も
お
墓
も
あ
る
か
ら
、
帰
属
意
識
が
か
な
り
強
い
。「
除
染
」（
国
の
補
助
事
業
で

周
囲
の
放
射
性
物
質
を
取
り
除
く
こ
と
）
を
す
れ
ば
、
近
い
将
来
、
自
分
の
故
郷

に
戻
れ
る
だ
ろ
う
、
と
私
は
彼
に
説
明
し
た
。

た
し
か
に
、
日
本
語
で
故
郷
を
意
味
す
る
言
葉
は
「
フ
ル
サ
ト
」
で
あ
り
、
文

字
通
り
古
い
里
を
意
味
し
て
い
る
。
被
災
地
巡
礼
に
参
加
し
た
、
歴
史
学
科
の
山

口
潔
子
氏
は
、
や
は
り
「
故
郷
」
に
注
目
し
、「M

em
ories of Tohoku

」
と
題
し

た
講
演
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
四
日
・
香
港
中
文
大
学
に
て
）
の
中
で
、「
ふ
る

さ
と
」
と
い
う
唱
歌
を
紹
介
し
た
。
山
口
氏
の
出
身
地
は
福
島
県
で
は
な
い
が
、

故
郷
を
失
っ
た
福
島
の
人
た
ち
に
強
く
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
仮
設
住
宅
で
出

会
っ
た
地
元
の
方
々
の
声
を
彼
女
は
記
録
し
た
。

・
お
金
貰
っ
て
も
、
田
ん
ぼ
出
来
な
い
。

・
何
が
欲
し
い
？
お
金
じ
ゃ
な
い
。
以
前
と
同
じ
暮
ら
し
が
し
た
い
だ
け
。

・
福
島
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
。
日
本
の
ほ
か
の
県
の
人
は
も
う
楽
し
く
生

き
て
い
る
、
そ
れ
は
い
い
こ
と
だ
。
で
も
自
分
た
ち
だ
け
置
い
て
か
れ
て

い
る
気
が
す
る
。

・
一
年
目
は
泣
い
て
ば
か
り
だ
っ
た
。
で
も
二
年
目
に
皆
で
決
め
た
の
。
も

う
泣
か
な
い
、
前
を
向
こ
う
ね
、
っ
て
決
め
た
の
。

・
香
港
の
人
に
伝
え
て
欲
し
い
こ
と
？
福
島
い
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る

ん
だ
よ
っ
て
言
っ
て
。
観
光
に
来
て
と
は
言
わ
な
い
。
外
国
の
人
は
怖
い

ん
だ
ろ
う
し
。
福
島
き
れ
い
な
と
こ
ろ
だ
よ
。
う
ち
の
家
も
こ
ん
な
大
き

な
梁
が
あ
っ
て
、
見
せ
た
い
な
ぁ
。

生
の
声
が
聞
け
た
こ
と
は
実
に
重
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
裏
で
聞
こ
え
な
い
声

が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
私
の
元
同
僚
で
、
現
在
は
国
連
児
童
基
金
で
働
い
て

い
る
水
野
谷
優
氏
は
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち
の
声
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘

し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
原
子
力
発
電
所
の
爆
発
か
ら
わ
ず
か
一
个
月
で
、
い

わ
き
市
は
学
校
の
再
開
を
決
定
し
、
給
食
で
地
元
の
食
材
を
使
う
こ
と
に
し
た
。

市
長
は
、
地
元
の
大
人
た
ち
の
声
に
応
え
た
の
だ
ろ
う
が
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち

の
声
は
誰
も
代
弁
し
て
い
な
い
。2 

水
野
谷
氏
は
幼
い
頃
、
福
島
の
浜
通
り
に
住

ん
で
い
て
、
原
子
力
発
電
所
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
が
、
原
発
事
故
を
目
の
当
た

り
に
し
て
初
め
て
、
自
分
が
出
来
た
潮
干
狩
り
や
キ
ノ
コ
狩
り
は
次
の
世
代
あ
る

い
は
将
来
の
世
代
は
出
来
な
く
な
る
と
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
「
私
の
故
郷

は
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
嘆
い
た
。

死
ん
だ
故
郷
に
帰
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
二
〇
一
四
年
に
『
家

路
』
と
い
う
邦
画
が
作
ら
れ
、
そ
の
中
で
、
故
郷
を
捨
て
上
京
し
た
主
人
公
・
次

郎
は
震
災
後
、
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
と
な
っ
た
故
郷
に
戻
っ
て
き
た
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
在
住
の
日
本
の
哲
学
者
、
小
林
敏
明
氏
は
『
故
郷
喪
失
の
時
代
』
の
中
で
『
家

路
』
に
つ
い
て
触
れ
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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自
然
と
の
共
存
に
お
い
て
成
り
立
つ
村
は
、
誰
か
が
世
話
を
し
な
け
れ

ば
、
死
ん
で
し
ま
う
。
主
人
公
が
母
親
を
背
負
っ
て
実
家
に
戻
る
シ
ー
ン
は

そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
も
あ
る
。
そ
し
て
故
郷
と
は
ま
さ
に
そ
の
自
然
と
人
間

と
の
共
存
の
う
え
に
堆
積
し
た
記
憶
の
ト
ポ
ス
な
の
だ
。
主
人
公
が
そ
の
こ

と
に
気
づ
い
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
自
身
が
故
郷
に
対
し
て
疚
し
さ
を
抱

き
つ
づ
け
て
い
た
離
郷
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。︹
中
略
︺
汚
染
地
域
に
住

む
こ
と
を
覚
悟
し
た
主
人
公
の
青
年
と
老
母
は
自
ら
「
緩
慢
な
自
殺
」
を
選

択
し
た
と
言
え
る
の
だ
が
、
こ
の
映
画
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な

絶
望
的
な
決
断
を
強
い
る
故
郷
と
い
う
ト
ポ
ス
の
も
つ
引
力
で
あ
る
。3

故
郷
喪
失
と
は
何
か
。
小
林
氏
に
直
接
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
説
い
た
「
存
在
忘
却
の
し
る
し
」
と
し
て
の H
eim

atlosigkeit 

か
ら
と
っ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、『Lettre International

』
と

い
う
雑
誌
に
『
故
郷
喪
失
の
時
代
』
の
序
章
部
分
が
ド
イ
ツ
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
雑
誌
で
の
ド
イ
ツ
語
の
タ
イ
ト
ル
は
『Ä

ra der H
eim

atlosigkeit

』
に
な
っ

て
い
る
。4 

故
郷
喪
失
の
時
代
に
お
い
て
、
敢
え
て
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
、
あ
る

意
味
故
郷
喪
失
の
「
克
服
」
と
し
て
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現

実
は
決
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
原
発
事
故

後
、
日
本
は
福
島
の
住
民
の
放
射
線
量
の
許
容
レ
ベ
ル
を
一
㍉
Sv
／
年
か
ら
二
〇

㍉
Sv
／
年
に
引
き
上
げ
て
い
る
か
ら
だ
。
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｏ
Ｈ

Ｃ
Ｈ
Ｒ
）
は
日
本
政
府
に
対
し
、
許
容
で
き
る
被
ば
く
量
を
福
島
以
前
の
レ
ベ

ル
に
戻
す
よ
う
勧
告
し
た
。5 

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
高
い
放
射
線
量
の
あ
る
場
所

（
福
島
や
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
な
ど
）
に
戻
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
基
本
的
人
権
の

侵
害
で
あ
り
、
決
し
て
美
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

な
ぜ
自
己
欺
瞞
ま
で
し
て
故
郷
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う

疑
問
を
持
っ
た
ゲ
ニ
サ
ス
氏
の
意
見
に
、
い
ま
私
は
賛
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

記
憶
が
堆
積
し
た
故
郷
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
居
住
域
」（écoum

ène

）
か
ら

「
非
居
住
域
」（érèm

e

）
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
は
や
は
り
故
郷
を
離
れ
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。6

三　

香
港

二
〇
二
一
年
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら
一
〇

周
年
を
迎
え
る
年
だ
け
で
は
な
く
、
延
期
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
の
年
で
も
あ
る
。
遡
っ
て
、
安
倍
晋
三
元
首
相
は
二
〇
一
三
年

に
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
開
催
さ
れ
た
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）

で
、
福
島
の
状
況
は
「
ア
ン
ダ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
で
あ
る
と
表
明
し
た
。
こ
の

主
張
に
エ
ビ
デ
ン
ス
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
原
発
事
故

も
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
も
収
束
さ
れ
て
い
な
い
中
、
私
は
昨
秋
、
故
郷
す
な
わ
ち
香
港

を
離
れ
、
東
京
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
。 

香
港
生
ま
れ
、
香
港
育
ち
の
私
だ
が
、
祖
父
は
も
と
も
と
広
州
近
郊
の
南
海
の

出
身
で
あ
っ
た
。
香
港
に
移
住
し
て
か
ら
は
、
故
郷
と
の
接
点
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
私
は
小
学
生
の
頃
、
初
め
て
家
族
で
中
国
を
訪
れ
た
が
、
行
き
先
は
外

祖
母
の
出
身
地
で
あ
る
中
山
で
あ
っ
た
。
当
時
、
私
た
ち
は
「
回
港
証
（
再
入
国

許
可
証
）」
と
「
回
郷
証
（
大
陸
旅
行
許
可
証
）」
と
い
う
二
種
類
の
旅
券
を
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
回
港
証
」
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
の
香
港
の

移
民
局
が
発
行
し
た
も
の
で
、「
回
郷
証
」
は
中
国
旅
行
社
が
発
行
し
た
も
の
で

あ
る
。

香
港
と
中
山
の
直
線
距
離
は
わ
ず
か
八
七
㎞
だ
が
、
当
時
は
ほ
ぼ
一
日
が
か
り

の
旅
だ
っ
た
。
早
朝
に
バ
ス
で
中
国
の
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
行
き
、
そ
こ
か
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ら
マ
カ
オ
行
き
の
フ
ェ
リ
ー
に
乗
っ
た
。
マ
カ
オ
・
フ
ェ
リ
ー
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
に

到
着
後
、
バ
ス
で
拱
北
に
行
き
、
国
境
を
越
え
、
そ
こ
か
ら
車
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し

中
山
ま
で
行
っ
た
。
中
山
に
着
く
と
、
乗
り
合
い
の
三
輪
車
に
乗
り
換
え
て
、
外

祖
母
が
以
前
住
ん
で
い
た
石
岐
と
い
う
村
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
到
着
し
た

と
き
に
は
す
で
に
夕
方
に
な
っ
て
い
た
が
、
親
戚
の
人
た
ち
が
親
切
に
も
夕
食
を

用
意
し
て
迎
え
て
く
れ
た
。
す
る
と
突
然
、
外
祖
母
は
広
東
語
を
話
す
の
を
や

め
、
当
地
の
方
言
す
な
わ
ち
石
岐
語
を
話
し
始
め
た
。
私
は
外
祖
母
と
親
戚
の
会

話
の
意
味
を
全
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

幼
い
私
は
、
こ
の
旅
の
意
義
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
村
の
写
真
を

撮
っ
た
り
、
自
転
車
の
乗
り
方
を
習
っ
た
り
、
香
港
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
花
火

や
砂
鉄
砲
で
遊
ん
だ
り
し
て
、
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
た
い
と
こ
た
ち
に
ま
た
会
い

た
い
と
い
う
気
持
ち
で
香
港
に
戻
っ
て
き
た
。
外
祖
母
は
若
く
し
て
故
郷
を
離
れ

た
が
、
故
郷
を
忘
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
中
国
は
改
革
開
放
を
始
め
た
が
、
生
活
環
境
は
理
想
と
は

程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
九
七
年
に
は
香
港
が
中
国
本
土
に
返
還
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
国
境
」
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
香
港
人
が
中
国
本
土
に
出

入
り
す
る
際
に
は
、
今
で
も
「
回
郷
証
」
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
高
架
鉄
道

や
高
速
道
路
網
の
整
備
に
よ
り
、
香
港
か
ら
中
山
へ
の
移
動
は
よ
り
便
利
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
数
年
前
に
外
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
私
は
故
郷
に
帰
る
理
由

を
失
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
あ
の
故
郷
は
私
の
故
郷
で
は
な
く
、
外
祖
母
の
故
郷
で

あ
っ
た
が
、
今
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
外
祖
母
が
な
ぜ
こ
の
漢
詩
を
好
き
だ
っ
た
の

か
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

少
小
離
家
老
大
回 

少
小
家
を
離
れ
老
大
に
し
て
回
る

鄉
音
無
改
鬢
毛
衰 

郷
音
改
ま
る
無
く
鬢
毛
衰
う

兒
童
相
見
不
相
識 

児
童
相
見
る
も
相
識
ら
ず        

笑
問
客
從
何
處
來 

笑
っ
て
問
う
、
客
は
何
処
よ
り
来
た
る
と

人
々
は
新
し
い
環
境
で
新
し
い
言
語
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
母
語
を
保

つ
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
二
〇
一
五
年
に
公
開
さ
れ
た
『
十
年
（Ten 

Years

）』
と
い
う
香
港
映
画
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
〇
年
後
の
香
港
の
姿
を
想
像

し
た
五
つ
の
短
編
映
画
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、「
方
言
」
と
い
う

短
編
が
あ
り
、
香
港
の
公
用
語
で
あ
る
広
東
語
が
普
通
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た

後
、
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
が
そ
れ
に
適
応
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
内
容
に
な
っ
て

い
る
。
実
際
、
二
〇
二
五
年
に
香
港
で
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
、
香
港
に
別
れ
を
告

げ
る
多
く
の
香
港
人
に
と
っ
て
、
広
東
語
は
依
然
と
し
て
話
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。 

香
港
人
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
将
来
へ
の
不
安
や
外
国
で
の
就
職
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
海
外
に
移
住
し
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
六
月
三
〇
日

以
降
、
一
部
の
香
港
人
が
故
郷
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
た
な
理
由
が
出
て

き
た
。
か
つ
て
香
港
中
文
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
現
在
東
京
に
在
住
し
て
い
る
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ナ
ギ
ー
（Stephen N

agy

）
氏
は
、
香
港
の
国
家
安
全
保
障
法
の

影
響
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
新
法
は
、
国
家
安
全
保
障
と
香
港
の
秩
序
維
持
を
名
目
に
、
社
会

（
お
よ
び
国
家
）
の
安
定
を
脅
か
す
行
為
を
犯
罪
化
す
る
こ
と
で
、
香
港
の

経
済
と
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
に
安
定
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
破
壊
行
為
、
分
離
独
立
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
新
法
で
処
罰
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
犯
罪
が
、
中
国
の

「
三
悪
」
で
あ
る
民
族
分
離
主
義
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
宗
教
的
過
激
主
義
と
重
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119 福島と香港、あるいは故郷喪失について

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
、
新
疆
に
再
教
育
キ
ャ
ン
プ

を
作
り
、
一
〇
〇
万
人
以
上
の
民
族
ウ
イ
グ
ル
人
を
投
獄
し
、
チ
ベ
ッ
ト
の

少
数
民
族
を
弾
圧
し
て
き
た
。

香
港
市
民
に
と
っ
て
、
こ
の
新
法
は
、
反
乱
分
子
、
分
離
独
立
分
子
、
最

悪
の
場
合
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
地
元

政
府
や
北
京
に
平
和
的
に
抗
議
す
る
こ
と
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
中
国
本
土
と
比
較
し
て
香
港
人
の
権
利
と
特
権
を
保
護
し
て
き

た
「
一
国
二
制
度
」
モ
デ
ル
の
終
焉
で
も
あ
る
。7

香
港
特
別
行
政
区
の
『
基
本
法
』8 
は
こ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
香
港

住
民
は
言
論
、
報
道
、
出
版
の
自
由
、
結
社
、
集
会
、
デ
モ
、
示
威
行
動
の
自

由
、
労
働
組
合
の
組
織
お
よ
び
参
加
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
う
権
利
と
自
由
を
享

有
す
る
。」（
第
二
七
条
）「
香
港
住
民
の
人
身
の
自
由
は
何
人
た
り
と
も
侵
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
香
港
住
民
は
任
意
の
、
ま
た
は
不
法
な
逮
捕
、
拘
留
、
監
禁
を

受
け
な
い
。
任
意
の
ま
た
は
不
法
な
住
民
に
対
す
る
身
体
の
捜
査
、
住
民
の
人
身

の
自
由
剥
奪
お
よ
び
制
限
を
禁
止
す
る
。
住
民
に
対
す
る
酷
刑
、
任
意
の
ま
た
は

不
法
な
住
民
の
生
命
の
剥
奪
を
禁
止
す
る
。」（
第
二
八
条
）
し
か
し
、
こ
れ
か
ら

の
香
港
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ナ
ギ
ー
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
七
月
一
日
に
国
家
安
全
法
に
違
反
し
た
疑
い
で
約
三
七
〇
人
、
そ
の
う
ち
少
な

く
と
も
一
〇
人
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
国
が
香
港
市
民
に
大
規
模
な
抗
議
活

動
は
も
う
許
さ
れ
な
い
と
い
う
最
も
強
い
シ
グ
ナ
ル
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
、
私
た
ち
は
現
実
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」。
二
〇
一
四
年
の
「
雨
傘
運
動
」

や
二
〇
一
九
年
の
「
反
逃
亡
犯
条
例
改
正
案
の
運
動
」
に
お
け
る
平
和
的
な
抗
議

活
動
が
歴
史
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
香
港
を
故
郷
と
す
る
す
べ
て
の
人
に
と
っ

て
正
真
正
銘
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

一
九
四
九
年
に
香
港
で
生
ま
れ
た
、
現
象
学
者
の
張
燦
輝
氏
は
、
近
刊
『
我
城

存
歿
』9 

の
中
で
、「To be, or not to be, that is the question

」
と
い
う
『
ハ
ム

レ
ッ
ト
』
の
名
セ
リ
フ
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
実
存
的
な
問
い
か
け
は
、
香
港

に
住
ん
で
い
る
人
々
に
と
っ
て
、
と
て
も
刺
激
的
で
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
運
命

の
暴
虐
な
矢
を
黙
っ
て
受
け
る
か
、
そ
れ
と
も
世
界
の
果
て
し
な
い
苦
し
み
に
立

ち
向
か
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
は
生
と
死
の
選
択
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
〇
一
九
年
か
ら
香
港
で
起
き
て
い
る
変
化
は
、
私
た

ち
自
身
に
実
存
的
な
問
い
を
突
き
つ
け
て
い
る
。
結
局
、
私
た
ち
は
ま
だ
留
ま
っ

て
抑
圧
と
い
う
運
命
を
受
け
入
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
香
港
を
離
れ
て
ど
こ
か
へ

行
っ
て
し
ま
う
の
か
。

多
く
の
福
島
の
人
々
が
汚
染
さ
れ
た
故
郷
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
方

で
、
多
く
の
香
港
の
人
々
は
今
、
香
港
を
離
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
福
島
と

香
港
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
を
「
ア
ジ
ア
の
孤
児
」10 

と
考
え
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
故
郷
喪
失
状
態
を
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
経
験
を
共
有
す

る
時
が
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

四　

お
わ
り
に

張
燦
輝
氏
の
『
我
城
存
歿
』
は
五
章
構
成
で
あ
る
が
、
第
三
章
の
内
容
は
、

『H
K

: Existential C
risis - Ten Essays on M

ourning the D
eath of H

ong K
ong

』

と
い
う
電
子
書
籍
（
個
人
出
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
香
港
の
実
存
的
危
機
あ

る
い
は
香
港
は
死
ん
だ
と
い
う
刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、
現
象
学
者
の
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ク
ロ
ウ
ェ
ル
氏
か
ら
、
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
︹
こ
の
本
の
︺
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ま
さ
に
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
燦
輝

現象学年報37号.indb   119 2021/11/04   14:42:55



120

の
作
品
は
、
サ
ル
ト
ル
が
不
可
能
だ
と
言
っ
た
、
つ
ま
り
、
瞬
間
的
に
意

味
を
考
え
る
試
み
（Versuche, essais

）
で
あ
る
。
香
港
の
貴
重
な
（
し
か

し
究
極
的
に
は
非
現
実
的
な
）
過
去
と
、
受
け
入
れ
が
た
い
（
し
か
し
必

然
的
な
）
未
来
の
間
に
挟
ま
れ
た
現
在
を
、「
反
抗
的
な
エ
レ
ジ
ア
ッ
ク

（defiantly elegiac

）」
と
で
も
言
う
べ
き
か
、
そ
の
ト
ー
ン
は
エ
レ
ジ
ア
ッ

ク
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
燦
輝
の
ス
タ
ン
ス
は
、
世
界
に
目
を

背
け
て
獄
中
か
ら
書
か
れ
た
『
哲
学
の
慰
め
』
と
い
う
完
全
な
ボ
エ
テ
ィ
ア

ン
で
も
な
け
れ
ば
、
来
る
べ
き
革
命
の
た
め
の
戦
略
を
提
示
す
る
『
刑
務
所

ノ
ー
ト
』
と
い
う
完
全
な
グ
ラ
ム
シ
ア
ン
で
も
な
い
。
元
々
は
進
行
中
の
出

来
事
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
と
し
て
登
場
し
た
こ
れ
ら

の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
、
本
当
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
抵
抗
の
呼
び
か
け
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
存
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
形
を
取
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
ス
ミ
ス
が
「
抵
抗
は
役
に
立

た
な
い
」
を
学
ん
だ
が
、
し
か
し
「
抵
抗
は
必
要
で
あ
る
」
と
も
考
え
た
。

あ
る
い
は
ベ
ケ
ッ
ト
に
は
、「
あ
な
た
は
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
続
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
続
け
る
」
と
の
葛
藤
が
あ
っ
た
。
燦
輝
に
と
っ

て
、
こ
こ
で
学
ぶ
よ
う
に
、
反
抗
は
哲
学
的
な
自
由
の
表
現
で
あ
り
、
意
味

は
、
人
生
が
持
つ
と
思
わ
れ
る
い
か
な
る
目
標
よ
り
も
、
生
き
て
い
く
過
程

に
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
著
作
の
中
で
香
港
人
が
直
面
し
て
い
る
ジ
レ
ン
マ
を
語
る
場
面
が
あ

る
。
残
っ
て
戦
う
の
か
、
抑
圧
の
運
命
を
受
け
入
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
去

る
の
か
。
し
か
し
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
香
港
が
「
死
ん
だ
」
と
い
う
恐
ろ

し
い
現
実
の
前
で
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
何
を
選
択
し
て
も
「
亡
命
者
」
と

し
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
香
港
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
移
住
す
る

こ
と
を
選
ん
だ
著
者
が
、
よ
り
広
い
世
界
に
向
け
て
発
信
し
た
。
政
治
的
自

由
、
民
主
、
法
治
が
い
か
に
脆
弱
で
あ
る
か
を
物
語
る
と
同
時
に
、
思
想
の

自
由
、
近
く
て
遠
い
他
者
へ
の
共
感
、
理
性
に
よ
る
自
治
の
能
力
が
い
か
に

持
続
す
る
の
か
。
こ
の
本
は
物
語
っ
て
い
る
。

︹
中
略
︺

香
港
人
で
は
な
い
私
た
ち
が
こ
こ
で
経
験
す
る
の
は
、
故
郷
が
「
死
ん

だ
」
と
い
う
状
況
下
で
は
、「
物
事
そ
の
も
の
」
が
曖
昧
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
よ
う
な
意
味
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
身
に
沁
み
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ

る
。
プ
ラ
ト
ン
的
な
ト
ポ
ス
・
ハ
イ
パ
ー
ウ
ラ
ニ
オ
ス
の
当
た
り
障
り
の
な

い
普
遍
的
な
真
理
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
メ
ト
ロ
ン
の
よ
り
世
俗
的
な

知
恵
も
、
故
郷
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
っ
た
よ
う
に
、
人
が
地
上
に
住
み
、
自

分
自
身
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
）
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、

根
無
し
草
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
真
理
」「
怒
り
」「
恐
れ
」「
勇
気
」「
復
讐
」

「
悪
」「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」「
希
望
」「
赦
し
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考

で
、
燦
輝
は
同
じ
問
い
を
私
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い
る
。
道
徳
心
理
学
や
形

而
上
学
の
こ
れ
ら
の
側
面
は
、
美
徳
や
悪
徳
と
し
て
タ
グ
付
け
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
亡
命
者
に
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ

う
か
？
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
実
際
に
死
ぬ
前
に
死

を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
に
見
出
し
た
「
粗
野
な
唯
物

論
」
を
拒
否
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
や
る
べ
き
こ
と
は
あ

る
の
だ
ろ
う
か
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
燦
輝
は
、
こ
の
時
期
に

留
学
し
て
い
た
若
い
学
生
に
宛
て
た
手
紙
の
形
で
、
サ
ル
ト
ル
の
「
フ
ラ

ン
ス
人
は
ナ
チ
ス
の
占
領
下
ほ
ど
自
由
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
を
訴

え
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
状

況
下
で
は
、
抵
抗
は
無
駄
か
も
し
れ
な
い
が
、
加
担
す
る
必
要
は
な
い
と
い
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う
、
自
由
の
原
点
で
あ
る
良
心
の
呵
責
を
感
じ
さ
せ
る
。
亡
命
者
の
道
徳
心

理
学
と
形
而
上
学
は
、
す
べ
て
の
「
美
徳
」
と
「
悪
徳
」
を
こ
の
状
況
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
再
考
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
が
何

者
で
あ
る
か
を
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
。︹
未
刊
行
原
稿
︺

香
港
で
生
ま
れ
、
教
育
を
受
け
た
張
燦
輝
氏
は
、
香
港
大
学
で
は
建
築
学
を
専

攻
し
て
い
た
が
、
後
に
哲
学
に
転
向
し
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
哲
学
を
研
究
し
、
博
士
号
を
取
得
し
た
。
一
九
九
二
年
に
香
港
中
文
大
学
に
就

職
し
て
以
来
、
哲
学
科
の
教
授
兼
主
任
・
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長
・

香
港
現
象
学
会
の
創
設
者
兼
会
長
を
務
め
た
。
二
〇
一
二
年
に
定
年
退
職
し
た
同

氏
は
昨
年
、
故
郷
の
香
港
を
離
れ
た
。
こ
れ
は
、
学
問
の
自
由
だ
け
で
は
な
く
、

自
由
そ
の
も
の
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
由
な
し
に
は
生
き

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
香
港
が
死
ん
だ
と
し
た
ら
、
現
象
学
あ
る
い
は
哲
学
は
生

き
残
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
香
港
の
実
存
的
危
機
は
、
実
に
哲
学
の
危
機
で
も
あ
る

と
言
え
よ
う
。
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
危
機
に
視
而
不
見
（
み
れ
ど
も

み
え
ず
）
せ
ず
、
真
剣
に
直
面
す
る
ほ
か
な
ら
な
い
。

注
1　

本
林
良
章
「
香
港
・
現
象
学
国
際
セ
ミ
ナ
ー
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
・
主
観
性
研

究
セ
ン
タ
ー
へ
」『
現
象
学
年
報
』
三
〇
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
五
一
八
七

頁
。
な
お
、 

本
稿
は
、『Philosophy W

orld D
em
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』
に
て
発
表
し
た
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vercom

ing H
om

elessness: Fukushim
a and H

ong K
ong
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た
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。
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九
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w.undocs.org/A
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6　
「
居
住
域
」
と
「
非
居
住
域
」
に
つ
い
て
、
Ａ
・
ベ
ル
ク
『
風
土
の
日
本
』
か

ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
が
、
詳
し
く
は
別
稿
で
論
じ
た
い
。

7　

https://w
w

w
.japantim

es.co.jp/opinion/2020/07/02/com
m

entary/

w
orld-com

m
entary/hong-kong-national-security-law

-china-aim
ing-save-

golden-goose/

8　

https://hkm
n.jp/香

港
基
本
法

%
E3%

80%
80日
本
語
完
訳

/

9　

張
燦
輝
『
我
城
存
歿
』
山
道
出
版
、
二
〇
二
一
年
。
な
お
、
こ
の
本
の
邦
訳

は
論
創
社
に
て
近
刊
予
定
で
あ
る
。

10　
『
ア
ジ
ア
の
孤
児
』
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
で
生
ま
れ
た
呉
濁
流（
一
九
〇
〇

一
九
七
六
年
）
の
代
表
作
で
あ
る
。

（
張
政
遠
・
ち
ょ
う 

せ
い
え
ん
・
東
京
大
学
）

現象学年報37号.indb   121 2021/11/04   14:42:55



122

現象学年報37号.indb   122 2021/11/04   14:42:55



123 書評　松田智裕著『弁証法、戦争、解読　前期デリダ思想の展開史』

本
書
が
目
指
す
の
は
、
デ
リ
ダ
の
前
期
の
著
作
、
す
な
わ
ち
一
九
五
〇
年
代
～

七
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
諸
著
作
に
お
い
て
デ
リ
ダ
が
「
解
読
（déchiffrem

ent; 
décryptage

）」
の
思
想
を
展
開
し
た
過
程
を
、「
戦
争
（guerre

）」
と
い
う
主
題

を
軸
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（4; 
以
下
、
本
書
の
頁
数
を
丸
括
弧

で
示
す
）。
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
戦
争
」
概

念
を
解
釈
の
主
軸
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
先
行
研
究
と
比
較
し
た
際
の
本
書
の
独

創
的
な
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
に
お
け
る
「
戦
争
」

概
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
ま
で
遡
り
哲
学
の
歴
史
に
お
い

て
様
々
な
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
ポ
レ
モ
ス
」
に
関
わ
る
（10
）。
デ
リ
ダ

に
お
い
て
「
ポ
レ
モ
ス
」
は
「
差
延
」、「
間
隔
化
」
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
お
り

（12-14

）、「
解
読
」
の
問
題
と
も
交
叉
す
る
（16

）。

本
書
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ

の
戦
争
概
念
の
端
緒
を
「
弁
証
法
的
軋
轢
」
と
い
う
概
念
に
見
出
し
、
デ
リ
ダ
の

弁
証
法
思
想
の
主
た
る
着
想
源
と
な
っ
た
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ピ
カ
ー
ル
、
ジ
ャ
ン
・

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
、
ト
ラ
ン
＝
デ
ュ
ク
・
タ
オ
の
三
人
を
中
心
と
し
て
、
デ
リ
ダ
が

ど
の
よ
う
に
「
弁
証
法
的
軋
轢
」
の
思
想
を
模
索
し
て
い
た
の
か
を
辿
る
。
次

に
第
Ⅱ
部
で
は
、
主
に
ア
ル
ト
ー
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
の
デ
リ
ダ
の
解

釈
を
取
り
上
げ
、
デ
リ
ダ
が
「
悲
劇
」、「
彷
徨
」、「
戦
争
」、「
遊
戯
」、「
解
読
」

と
い
っ
た
主
題
を
通
し
て
「
弁
証
法
的
軋
轢
」
を
捉
え
直
し
、
そ
の
結
果
と
し

て
「
差
延
」
概
念
が
生
じ
て
く
る
過
程
を
追
跡
す
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
各
章
の

内
容
を
追
っ
て
い
く
が
、
本
誌
の
読
者
の
多
く
は
特
に
現
象
学
に
関
心
が
あ
る
は

ず
な
の
で
、
現
象
学
と
直
接
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す

る
。ま

ず
第
一
章
で
は
ピ
カ
ー
ル
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
時
間
意
識
の
問
題
は
デ
リ

ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
、
ピ
カ
ー
ル

は
こ
の
点
で
デ
リ
ダ
の
先
駆
者
な
の
で
あ
る
。
ピ
カ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存

在
と
時
間
』
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
基
づ
い
て
両
者

の
時
間
論
を
比
較
検
討
し
た
の
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
質
主
義
を
厳
し
く
批
判
す

る
（41f.

）。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論
は
、
現
存
在
が
本
来
性

へ
と
立
ち
還
る
プ
ロ
セ
ス
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、「
死
」
や
「
瞬
間
」
の
よ
う
な

そ
れ
自
体
と
し
て
は
時
間
に
は
属
さ
ず
、
時
間
を
硬
直
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
契

機
に
訴
え
る
（42f.

）。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
問
題
と
な
る
「
時

間
」
の
概
念
は
、「
瞬
間
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
間
の
運
動
の
な
か
で

生
じ
た
様
々
な
時
間
経
験
が
一
挙
に
現
前
す
る
と
同
時
に
そ
の
運
動
を
停
止
さ
せ

書
評 
松
田
智
裕
著
﹃
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
︶

橋　

詰　

史　

晶
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て
し
ま
う
よ
う
な
「
時
間
の
画
一
性
」
で
あ
っ
て
、
時
間
そ
の
も
の
の
動
的
な

運
動
性
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
と
い
う
（44

）。
他
方
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て

は
、
絶
え
ず
新
た
な
今
が
出
現
し
て
は
過
去
へ
と
変
様
す
る
と
い
う
意
識
流
の

動
的
な
運
動
が
記
述
さ
れ
て
お
り
（49

）、
ピ
カ
ー
ル
は
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な

「
統
一
と
非
統
一
の
統
一
」、
す
な
わ
ち
「
弁
証
法
」
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る

（50

）。
こ
れ
ま
で
ピ
カ
ー
ル
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

が
、「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
象
学
受
容
の
隠
れ
た
着
想
源
の
ひ
と
つ
」
で
あ
り

（38

）、
本
書
が
ピ
カ
ー
ル
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
た
こ
と
自
体
に
一
定
の
意
義
が

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ

は
ピ
カ
ー
ル
か
ら
「
時
間
の
弁
証
法
」
と
い
う
着
想
を
継
承
し
つ
つ
、
同
時
に
そ

の
議
論
を
拡
張
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
デ
リ
ダ
は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
枠
組
み

に
お
い
て
は
「
構
成
す
る
も
の
」
と
「
構
成
さ
れ
る
も
の
」
と
の
あ
い
だ
に
絶
え

ず
差
異
が
生
じ
る
た
め
に
、
自
己
へ
の
反
省
の
ま
な
ざ
し
か
ら
自
己
自
身
が
逃
れ

去
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
、「
自
己
疎
外
」
の
問
題
に
踏
み
込
む
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
る
（61f.

）。
こ
う
し
て
、
デ
リ
ダ
に
お
い
て
「
時
間
の
弁
証
法
」

は
「
弁
証
法
的
軋
轢
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
無
際
限
な
反
省
を
可
能
に
す
る
原

動
力
と
し
て
、
捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
（78

）。

次
に
第
二
章
で
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
デ

リ
ダ
の
応
答
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
著
者
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判

か
ら
次
の
三
つ
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、

（
１
）フ
ッ
サ
ー
ル
は
イ
デ
ア
的
対
象
を
単
な
る
「
意
識
に
よ
っ
て
︹
恣
意
的
に
︺

産
み
出
さ
れ
た
も
の
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（94

）、（
２
）「
構
成
す
る
も
の
」

で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
は
「
構
成
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
論
理
学
の
一
部
と

な
る
こ
と
で
し
か
反
省
さ
れ
え
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
論
理
学
は
も

は
や
構
成
す
る
意
識
そ
れ
自
体
で
は
な
い
の
で
、
構
成
す
る
も
の
と
構
成
さ
れ
た

も
の
と
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
（94-97

）、（
３
）フ
ッ
サ
ー
ル
は
確
定
的
多
様

体
に
よ
っ
て
数
学
を
規
定
し
、
数
学
を
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
公
理
体
系
と
見

做
す
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
反
す
る
た
め
不
可

能
で
あ
る
（97f.

）。
以
上
の
よ
う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
に
対

し
、
デ
リ
ダ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
応
答
す
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）超
越
論
的
主

観
性
の
能
動
性
は
イ
デ
ア
的
対
象
を
恣
意
的
に
創
造
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

（102

）。（
２
）意
識
の
根
本
的
な
時
間
性
で
あ
る
生
き
生
き
し
た
現
在
は
、
沈
み

込
み
つ
つ
あ
る
過
去
と
到
来
し
つ
つ
あ
る
未
来
と
を
含
み
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
の

相
互
作
用
の
な
か
で
構
成
さ
れ
て
い
く
「
綜
合
的
な
生
成
」（103

）、
つ
ま
り
弁

証
法
的
な
統
一
で
あ
る
か
ら
、
意
識
に
お
い
て
「
構
成
す
る
も
の
」
と
「
構
成
さ

れ
る
も
の
」
は
弁
証
法
的
に
合
致
す
る
（106f.

）。（
３
）フ
ッ
サ
ー
ル
の
確
定
的

多
様
体
論
の
主
眼
は
完
全
な
公
理
系
の
実
在
や
実
現
可
能
性
そ
れ
自
体
を
主
張
す

る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
り
深
い
次
元
の
、
数
学
の
領
野
そ
の
も
の
を

開
く
根
源
的
な
「
意
味
形
成
」
の
運
動
の
解
明
に
あ
る
（108f.

）。
以
上
の
よ
う

な
応
答
を
通
じ
て
、
デ
リ
ダ
は
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
親
近
性

を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
で
主
題
と
な
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
歴
史
の
目
的
論
」
に
つ
い
て

の
デ
リ
ダ
の
解
釈
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
点
で
デ
リ
ダ
は
タ
オ
の
誤
謬
論
か
ら

大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
主
張
す
る
（128

）。
タ
オ
に
よ
れ
ば
、
誤
謬
は
明

証
性
の
問
題
に
か
か
わ
る
。
明
証
性
は
、
現
在
の
明
証
性
が
過
去
へ
と
退
行
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
記
号
操
作
と
し
て
の
盲
目
的
な
象
徴

の
な
か
で
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
減
退
す
る
。
減
退
し
た
明
証
性

は
再
活
性
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
脱
明
証
化
と
再
明
証
化
の
「
際
限

の
な
い
反
復
」
の
な
か
で
真
理
は
そ
の
つ
ど
修
正
さ
れ
、
絶
え
ず
体
験
し
直
さ
れ

る
（136

）。
そ
こ
か
ら
弁
証
法
的
唯
物
論
へ
と
向
か
う
タ
オ
の
方
向
性
に
は
デ
リ
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ダ
は
批
判
的
だ
が
、
タ
オ
と
デ
リ
ダ
は
と
も
に
、「
誤
り
」
が
新
た
な
再
活
性
化

の
駆
動
力
と
な
り
、
そ
の
無
際
限
な
繰
り
返
し
こ
そ
が
歴
史
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
と
考
え
る
点
で
は
立
場
を
共
有
し
て
い
る
（166

）。
し
た
が
っ
て
デ
リ
ダ
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
「
一
義
的
な
再
活
性
化
」
を
、
歴
史
を
麻
痺
さ
せ
る
よ
う
な

「
一
義
性
」
で
は
な
く
、「
多
義
性
」
を
無
限
に
受
け
い
れ
て
方
向
づ
け
る
「
無
限

な
極
」
と
し
て
の
「
一
義
性
」
と
し
て
理
解
す
る
（155

）。
同
様
に
、
デ
リ
ダ
は

フ
ッ
サ
ー
ル
の
語
る
「
歴
史
の
目
的
論
」
に
つ
い
て
も
、
確
固
と
し
た
内
容
を
持

つ
目
的
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
歴
史
観
と
し
て
理
解
す
る
立
場
を
斥
け
、
形
相

と
し
て
現
れ
な
が
ら
も
そ
の
も
の
と
し
て
は
退
去
す
る
と
い
う
「
現
出
と
消
失
の

論
争
的
な
統
一
（unité polém

ique

）」
と
し
て
理
解
す
る
（162

）。
こ
う
し
て
歴

史
の
目
的
論
的
理
念
は
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
、「
可
能
性
の
開
け
そ
の
も
の
」（161

）

と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
Ⅰ
部
に
属
し
、
以
下
の
各
章
は
第
Ⅱ
部
に
属
す
る
。
本
稿
で
は
深
く

立
ち
入
ら
な
い
が
、
ま
ず
第
四
章
で
は
デ
リ
ダ
の
ア
ル
ト
ー
論
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
悲
劇
」、「
窃
取
」、「
再
現
前
化
」
と
い
っ
た
問
題
が
、

初
期
フ
ッ
サ
ー
ル
論
に
お
い
て
語
ら
れ
た
弁
証
法
の
問
題
と
連
続
性
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
五
章
で
は
、
デ
リ
ダ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
解
を
通
じ
て
、「
差
延
」
の
言
い
換

え
で
も
あ
る
デ
リ
ダ
の
「
宛
先
彷
徨
（destinerrance

）」
概
念
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
る
。
ナ
ン
シ
ー
の
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
、
著
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
彷
徨
」

と
デ
リ
ダ
の
「
宛
先
彷
徨
」
に
は
隔
た
り
が
あ
り
つ
つ
も
、
前
者
が
後
者
の
問
題

背
景
の
ひ
と
つ
で
は
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
（210f.

）。「
彷
徨
」
は
存
在
の
現
れ

と
隠
れ
の
二
重
運
動
に
由
来
し
て
い
る
（217

）。
存
在
は
存
在
者
を
明
る
み
に
出

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
彷
徨
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
る
。
存
在
の
歴
史
は
、
つ
ね
に
隠

れ
続
け
る
存
在
の
周
り
を
存
在
者
が
彷
徨
い
つ
づ
け
る
よ
う
な
場
で
あ
る
。
デ
リ

ダ
の
考
え
で
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
存
在
が
「
存
在
者
の
隠

喩
」（
存
在
者
的
規
定
性
）
を
通
し
て
し
か
現
れ
も
語
ら
れ
も
し
な
い
と
い
う
根

源
的
な
隠
喩
性
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
だ

と
い
う
（228

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
形
而
上
学
の
「
超
克
」
と
は
、
し
た
が
っ

て
、
存
在
を
存
在
者
と
み
な
す
形
而
上
学
の
歴
史
の
外
へ
の
単
な
る
脱
出
で
は
な

い
。
存
在
者
の
も
と
で
現
れ
な
が
ら
も
絶
え
ず
引
き
退
く
存
在
を
存
在
者
と
し
て

し
か
語
れ
な
い
と
い
う
必
然
性
を
、
自
覚
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

そ
の
よ
う
な
隠
喩
な
い
し
存
在
者
的
規
定
性
は
、
存
在
の
立
ち
現
わ
れ
に
と
っ
て

必
要
不
可
欠
な
条
件
で
す
ら
あ
る
。
ま
た
、
デ
リ
ダ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
ポ
レ

モ
ス
」
を
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
現
れ
と
隠
れ
の
一
体
性
と
し
て
理
解
し
て
い
る

（232

）。
存
在
の
立
ち
現
わ
れ
を
可
能
に
す
る
差
異
（
存
在
論
的
差
異
）
の
運
動

が
現
れ
と
隠
れ
の
相
互
的
な
せ
め
ぎ
あ
い
の
運
動
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
闘
争
の

場
が
「
歴
史
」
な
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
形
而
上
学
の
な
か

に
引
き
留
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
思
考
そ
の
も
の
も
ま
た
、
存
在
論
的
差
異
あ
る
い
は
「
差
延
」
と
し
て
の
歴
史

の
運
動
の
渦
中
に
あ
り
、
こ
の
運
動
を
存
在
者
と
し
て
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
（243

）。
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
著
者
は
デ
リ
ダ
の
「
宛
先

彷
徨
」
と
い
う
概
念
を
、「
存
在
」
と
い
う
語
す
ら
も
越
え
て
、
不
断
に
別
の
も

の
が
出
現
し
多
元
化
す
る
の
を
た
だ
肯
定
す
る
運
動
と
し
て
特
徴
づ
け
る（247

）。

第
六
章
で
著
者
は
、
デ
リ
ダ
の
「
差
延
」
の
思
考
を
、
そ
の
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク

ト
と
し
て
著
者
が
位
置
づ
け
る
「
遊
戯
」、「
戦
争
」、「
解
読
」
を
通
じ
て
具
体
的

に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
遊
戯
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
深

い
影
響
を
受
け
た
ア
ク
セ
ロ
ス
の
「
世
界
の
遊
戯
」
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
デ
リ
ダ

の
遊
戯
を
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
か
ら
受
け
継
い
だ
「
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
し

て
の
「
差
異
」
と
い
う
発
想
を
よ
り
動
態
的
に
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
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し
て
い
る
（251f.

）。
次
に
「
戦
争
」
に
つ
い
て
は
、
差
異
が
差
異
を
呼
ぶ
こ
と

で
絶
え
ず
調
停
が
先
送
り
さ
れ
る
差
延
の
運
動
が
、「『
ポ
レ
モ
ス
』
と
し
て
の
抗

争
」
の
運
動
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（253f.

）。
最
後
に
「
解
読
」

に
関
し
て
著
者
は
、「
あ
る
視
点
や
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
表
現
の
意
味
が

別
の
連
鎖
関
係
へ
と
再
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
理
解
が
不
断
に
更
新
さ
れ
て

い
く
働
き
」
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
（256

）。

本
書
の
以
上
の
議
論
か
ら
著
者
は
、「
戦
争
」
や「
弁
証
法
的
軋
轢
」、「
悲
劇
」、

「
彷
徨
」、「
解
読
」、「
遊
戯
」
と
い
っ
た
主
題
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
デ
リ
ダ
の
前

期
思
想
に
お
け
る
歩
み
は
一
貫
し
て
、
さ
ら
に
思
考
さ
れ
る
余
地
を
そ
の
つ
ど
生

み
出
し
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
理
解
や
解
釈
を
不
断
に
更
新
し
て
い
く
と
い
う
ひ
と

つ
の
事
柄
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
（287

）。

以
下
は
評
者
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
ず
は
著
者
と
い
う
よ
り
ピ
カ
ー

ル
の
解
釈
に
つ
い
て
だ
が
、
彼
女
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
、
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
は
、

一
九
四
一
年
当
時
と
し
て
は
先
駆
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
女
の
慧
眼
が
伺
え
る
。

た
だ
し
現
代
の
研
究
水
準
で
見
れ
ば
、
補
足
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
ピ
カ
ー

ル
が
指
摘
し
た
よ
う
な
側
面
が
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
る
こ
と
は
あ
る

程
度
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

時
間
論
を
簡
単
に
本
質
主
義
と
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い

て
本
質
と
実
存
の
関
係
は
よ
り
慎
重
な
議
論
を
要
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
フ
ッ

サ
ー
ル
の
時
間
論
に
し
て
も
、
そ
れ
が
時
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
を
記
述
す

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
に
せ
よ
、
他
面
で
は
こ
の
分
析
は
本
質
直
観
に
よ
り
記

述
さ
れ
る
本
質
学
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
意
味
で
は
本
質
主

義
的
側
面
を
持
つ
こ
と
が
併
せ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
著
者
自
身
の
議
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
ず
、
著
者
の
筆
致
が
概
し
て
非

常
に
明
晰
で
あ
り
、
読
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
細
や
か
な
配
慮
が
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
、
こ
の
よ
う
な
読
み
や
す
さ
は
、
各
々
の

議
論
に
つ
い
て
一
般
的
な
レ
ベ
ル
の
整
理
が
占
め
る
割
合
が
多
い
こ
と
に
も
一
因

が
あ
る
。
少
な
く
と
も
評
者
は
、
研
究
書
で
あ
る
以
上
は
密
度
の
濃
い
掘
り
下
げ

た
議
論
に
よ
り
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
ま
た
、
全
体

の
議
論
の
結
構
に
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
著
者
は
、
先

行
研
究
が
デ
リ
ダ
の
「
遊
戯
」
を
主
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
結
び
付
け
て
き
た
こ
と

を
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
、
む
し
ろ
ア
ク
セ
ロ
ス
の
遊
戯
論
と
の
関
連
に
注
目
す

る
必
要
を
説
き
（257f.

）、
ア
ク
セ
ロ
ス
に
関
す
る
読
解
に
ふ
た
つ
の
節
を
割
い

て
い
る
。
し
か
し
結
論
と
し
て
「
デ
リ
ダ
は
『
差
延
』
の
問
題
を
ア
ク
セ
ロ
ス
が

語
っ
た
『
世
界
の
遊
戯
』
に
単
に
重
ね
て
い
る
だ
け
」（269

）
で
内
容
的
な
連
関

は
あ
ま
り
な
く
、
デ
リ
ダ
の
「
遊
戯
」
の
主
な
参
照
先
は
や
は
り
ニ
ー
チ
ェ
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（270

）、
ア
ク
セ
ロ
ス
に
深
く
論
及
す
る
必
要
が
本
当

に
あ
っ
た
の
か
が
評
者
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
全
体

の
議
論
の
構
成
に
と
っ
て
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
箇
所
が
散
見

さ
れ
た
。
ま
た
、
序
論
第
四
節
な
ど
に
お
け
る
著
者
の
宣
言
に
よ
れ
ば
、「
軋
轢
」

な
い
し
「
戦
争
」
や
そ
れ
と
関
連
す
る
「
悲
劇
」、「
彷
徨
」、「
遊
戯
」、「
解
読
」

と
い
っ
た
語
に
焦
点
を
当
て
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
前
期
デ
リ
ダ
の
思

想
の
展
開
を
再
構
成
す
る
と
い
う
の
が
、
本
書
の
一
貫
し
た
企
図
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
言
及
が
僅
か
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
語
句

に
つ
い
て
直
截
的
な
議
論
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
書
を

通
読
し
て
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
独
立
し
た
概
念
と
い
う
よ
り
は
、
デ
リ
ダ

に
と
っ
て
弁
証
法
な
い
し
差
延
の
効
果
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
修
辞
的
表
現

の
一
種
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
派
生
的
、
副
次
的
な
位
置
づ
け
を
持
つ
に
過
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
払
拭
で
き
な
か
っ
た
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
本
書
全
体
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
率
直
に
「
弁
証
法
か
ら
差
延
へ
」
な
ど
と

現象学年報37号.indb   126 2021/11/04   14:42:55



127 書評　松田智裕著『弁証法、戦争、解読　前期デリダ思想の展開史』

設
定
し
た
方
が
シ
ン
プ
ル
で
読
者
に
は
分
か
り
や
す
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
実

際
、
本
書
の
議
論
の
流
れ
は
、
前
期
デ
リ
ダ
に
お
い
て
彼
の
中
心
概
念
が
弁
証
法

か
ら
差
延
へ
と
変
化
し
て
い
く
過
程
を
、
様
々
な
論
点
か
ら
照
ら
し
出
す
と
い
う

構
造
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
評
者
に
は
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
も
あ
っ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ

そ
れ
ら
は
些
細
な
問
題
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
思
索
の
跡
を
丁
寧
か
つ
見
通
し
良
く

辿
る
本
書
は
、
ど
の
章
に
も
興
味
深
い
議
論
と
発
見
が
あ
り
、
評
者
は
多
い
に

勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
デ
リ
ダ
を
専
門
と
す
る
研
究
者
は
言
う
に
及
ば
ず
、

フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
本
書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
哲
学
者
に
関
心
を
抱

く
者
な
ら
誰
に
と
っ
て
も
、
本
書
に
は
一
読
の
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
橋
詰
史
晶
・
は
し
づ
め 
ふ
み
あ
き
・
早
稲
田
大
学
）
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129 書評　『フェミニスト現象学入門』へのフェミニスト的批判

『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
︱
︱
経
験
か
ら
「
普
通
」
を
問
い
直
す
』（
稲

原
美
苗
・
川
崎
唯
史
・
中
澤
瞳
・
宮
原
優
編
、
二
〇
二
〇
年
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
書

店
、
以
下
「
本
書
」）
に
お
い
て
、
稲
原
美
苗
は
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
と
は

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
の
経
験
に
則
し
て
、
そ
の
経
験
の
構
造
を
記
述
し
よ
う
と

す
る
哲
学
的
方
法
」（
同
、
一
六
六
頁
）
と
述
べ
る
。
現
象
学
を
専
門
と
し
な
い

評
者
な
り
に
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
経
験
の
構
造
」
の
「
構
造
」
に
説
明
を
加
え
る

な
ら
、
女
性
と
男
性
、
外
国
人
と
日
本
人
、
障
害
者
と
健
常
者
と
い
っ
た
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
集
団
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
集
団
の
間
の
従
属-

支
配
の
不
均
衡
な
力
関
係
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
害
や
利
益
を
と
も
な
う
制
度
や
慣
習
の
こ

と
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
で
は
、
男
性
優
位
社
会
の
あ
り

方
と
維
持
シ
ス
テ
ム
を
指
す
家
父
長
制
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
構
造
を
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
と
ら
え
る
の
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現

象
学
的
な
要
素
は
個
人
の
経
験
か
ら
出
発
す
る
点
に
あ
る
よ
う
だ
。
中
澤
瞳
は
現

象
学
を
「
一
人
称
的
な
記
述
か
ら
出
発
」（
同
、
三
頁
）
し
、
無
自
覚
な
前
提
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
特
徴
づ
け
る
。
さ
ら
に
中
澤
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
由
来

す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
特
徴
と
し
て
「
反
本
質
主
義
」1

を
指
摘
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
女
性
と
は
し
か
じ
か
で
あ
る
」
と
い
う
女
性
や
男
性
と
い
っ

た
社
会
的
属
性
に
不
変
の
必
要
十
分
条
件
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
安
易
に
前
提
す
る
こ
と
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
表
明
す
る
た
め
の
資
格
を
設
け
、
そ
の
結
果
、
一
部
の
人
の
利
益
を
特
権
的
に

考
え
、
他
の
人
を
排
除
す
る
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
個
人
の
経
験
が
重
視
さ
れ

る
の
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
そ
の
担
い
手
に
な
り
う
る
人
を
い
た
ず
ら
に
排
除
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
書
が
共
有
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
前
提
と
し
て
、
中
澤
は
先
に
あ
げ
た
「
反
本
質
主
義
」
に

加
え
て
、「
反
自
然
主
義
」2

す
な
わ
ち
生
物
学
的
決
定
論
の
否
定
を
あ
げ
る
。
染

色
体
、
ホ
ル
モ
ン
、
性
器
と
い
っ
た
生
物
学
的
な
性
の
区
分
が
、
社
会
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
規
範
や
関
連
す
る
制
度
、
ま
た
個
人
の
生
き
方
を
決
め
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
態
度
で
あ
る
。
第
二
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
担
う
主
体
の
社
会
的
属
性
は
多
様

で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
社
会
の
不
正
義
が
わ
れ
わ
れ
の

行
動
次
第
で
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
可
変
性
を
理
論
的
に
確
保
し
て
い

る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
手
法
と
特
徴
は
、
と
り
わ
け
身
体
性

と
そ
れ
に
関
わ
る
社
会
構
造
の
記
述
を
得
意
と
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
こ
で
い

う
身
体
性
と
は
、
人
の
行
為
や
判
断
を
お
こ
な
う
主
体
は
特
定
の
時
空
的
に
位
置

書
評 
﹃
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
﹄
へ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
批
判

︱
︱
ジェン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ジェン
ダ
ー
規
範
を
区
別
す
る
必
要
性
に
つい
て
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に
限
定
さ
れ
た
、
必
ず
し
も
本
人
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
物
理
的
身
体
が
あ

る
、
と
い
う
前
提
条
件
の
こ
と
だ
。
そ
の
強
み
は
、
異
性
愛
者
で
人
種
的
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
で
あ
る
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
男
性
を
主
体
の
標
準
と
み
な
し
て
き
た
哲
学

的
伝
統
の
偏
り
を
是
正
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
の
中
で
遺
憾
無
く
発
揮
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
で
女
性
と
み
な
さ
れ
る
身
体
が
担
う
べ
き
身
ぶ
り
や
役

割
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー

3

の
人
々
が
覚
え
る
「
間
違
っ
た
身
体
」
の
感
覚
、

「
標
準
的
身
体
」
の
基
準
か
ら
外
れ
た
こ
と
で
障
害
者
に
分
類
さ
れ
た
と
き
の
経

験
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
男
性
の
よ
う
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
集
団
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
個
人
の
経
験
も
主
題
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
経
験
を
通
じ
て
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
力
関
係
を
反
省
す
る
も
の
な
ら
ば
、
社
会
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
洞
察
と
い
う
点
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
と
み
な
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
的
立
場
に
あ
る
人
の
経
験
を
論
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
本
書
の
執
筆
者

は
、
そ
の
性
別
は
も
と
よ
り
多
様
な
背
景
を
も
つ
人
々
で
あ
る
こ
と
が
読
み
進
め

る
に
つ
れ
て
明
ら
か
に
な
る
。
日
本
人
男
性
に
偏
り
が
ち
な
日
本
の
哲
学
界
の
不

均
衡
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
編
者
ら
が
強
く
意
図
し
な

け
れ
ば
実
現
し
な
か
っ
た
だ
は
ず
だ
。
現
象
学
の
み
な
ら
ず
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学

全
般
の
入
門
書
に
恥
じ
な
い
構
成
で
あ
る
。

総
じ
て
本
書
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
前
提
で
編
ま
れ
た
す
ぐ
れ
た
哲
学
の
入
門
書

だ
が
、
そ
こ
に
は
同
じ
く
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
観
点
か
ら
み
て
改
善
の
余
地
が
あ
る

点
も
見
ら
れ
る

4

。
一
部
の
論
考
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
社
会
で
成
立
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
概
念
の
区
別
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、

社
会
構
造
の
レ
ベ
ル
で
の
批
判
に
到
達
し
て
い
な
い
か
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
ま

き
こ
ま
れ
る
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
を
捉
え
損
ね
て
し
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
観
点
と
は
、
第
一
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
批
判
対
象
は
、
個

社
会
制
度
や
慣
習
に
お
け
る
不
正
義
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
現
象
学
が
個
人
の
経
験
個
人
の
生
き
ら
れ
た
経
験
を
通
じ
て
そ
の
社
会
の
制
度

や
規
範
を
、
そ
の
「
マ
ク
ロ
な
社
会
問
題
、
政
治
問
題
」（
同
、
一
〇
頁
）
に
接

続
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
類
似
す
る
。
第
二
の
点
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
実
践
は

多
様
な
社
会
的
立
場
の
者
に
よ
っ
て
実
現
可
能
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に

言
及
し
た
「
反
本
質
主
義
」
と
呼
ぶ
態
度
に
つ
な
が
る
。
た
と
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー

不
正
義
の
是
正
を
求
め
な
が
ら
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
利
害
が
、
異
性
愛
者

で
人
種
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
、
教
育
を
受
け
た
、
健
常
者
の
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

若
い
女
性
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
の
人
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
は
包
摂
す
べ
き
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
社
会
構

造
へ
の
批
判
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
を
実
践
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
を
包
摂

す
べ
き
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
以
下
に
述
べ
る
問
題
点
は
、
実
は
本
書
の
中
で
す
で
に
表

明
さ
れ
た
指
摘
と
共
通
す
る
。「
ト
ラ
ン
ス
男
性
性
」
に
関
す
る
コ
ラ
ム
で
藤
高

和
輝
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
に
対
す
る
違
和
感
と
し
て
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て

い
る
「
女
性
」
の
経
験
が
基
本
的
に
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
非
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
）
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
こ
で
生
き
ら
れ
る
身
体
が
社
会
的
次
元
か
ら

い
つ
の
ま
に
か
生
物
学
的
身
体
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
義

を
呈
す
る
（
同
、
一
四
〇
頁
）。
本
書
を
読
ん
だ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
評
者
も
同

じ
印
象
を
抱
い
た
。
藤
高
は
ト
ラ
ン
ス
男
性
性
の
経
験
の
記
述
に
よ
る
シ
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
中
心
主
義
の
再
考
を
提
示
し
て
い
る
が
、
評
者
は
よ
り
一
般
的
に
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
概
念
上
の
区
分
を
行
う
こ
と

で
問
題
を
解
体
す
る
可
能
性
を
探
り
た
い
。

特
定
の
論
者
の
み
を
槍
玉
に
あ
げ
る
の
は
気
が
引
け
る
が
、
宮
原
優
に
よ
る
第

三
章
と
第
四
章
、
妊
娠
と
月
経
の
経
験
を
主
題
と
す
る
論
考
に
、
先
に
あ
げ
た
問
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題
点
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
妊
娠
や
月
経
が
生
殖
に
関
す
る
出
来
事
で

あ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
生
物
学
的
な
生
殖
上
の
メ
ス
と
オ
ス
と
い

う
区
分
は
社
会
規
範
と
歴
史
的
に
関
連
す
る
か
ら
だ
。

具
体
的
に
論
考
を
検
討
し
よ
う
。
第
三
章
「
妊
娠
と
は
、
お
腹
が
大
き
く
な
る

こ
と
だ
ろ
う
か
？
」
で
は
、
妊
娠
に
よ
る
変
化
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
身
体
の
感

覚
や
日
常
生
活
が
崩
れ
、
胎
児
と
の
関
係
を
模
索
し
て
い
く
行
動
が
記
述
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
考
は
、
生
殖
に
関
す
る
倫
理
的
、
哲
学
的
な
議
論
で
は
あ
ま
り
語

ら
れ
な
い
妊
娠
そ
れ
自
体
の
経
験
に
光
を
あ
て
る
と
い
う
点
で
大
い
に
意
義
が
あ

り
、
何
よ
り
そ
の
記
述
は
生
き
ら
れ
た
現
実
の
力
強
さ
に
満
ち
て
い
る
。
こ
の
論

考
で
は
経
験
の
主
体
が
ど
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
か

は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
「
胎
児
と
母
体
」（
同
、
二
四
頁
）
と
い
う

表
現
で
の
み
妊
娠
す
る
身
体
を
生
理
学
的
に
女
性
と
し
て
ほ
の
め
か
す
に
と
ど
ま

る
。
こ
こ
で
宮
原
は
、
妊
娠
を
経
験
す
る
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
、
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
性
、
子
宮
や
卵
巣
を
も
っ
た
ま
ま
男
性
と
し
て
生
活
し

て
い
る
ト
ラ
ン
ス
男
性
、
あ
る
い
は
Ａ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
、
よ
り
流
動
的
な
も
の
で

あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

だ
が
同
時
に
、
こ
の
論
考
で
は
、
妊
娠
が
「
女
性
で
あ
れ
ば
妊
娠
す
る
は
ず

（
べ
き
）
だ
」
と
い
う
、
社
会
で
女
性
と
み
な
さ
れ
る
人
に
課
さ
れ
る
社
会
規
範

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
妊
娠
と
い
う
出
来
事
が
、
男

女
二
元
論
と
男
性
優
位
の
価
値
体
系
を
も
つ
社
会
構
造
で
ど
の
よ
う
な
意
味
づ
け

が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
社
会
構
造
の
側
面
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
の
経
験
を
通
じ
て
接
続
す
べ
き
政
治
的
、
社

会
的
な
次
元
に
ま
で
考
察
が
到
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
妊
娠
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
し
て
機
能
す
る
点
に
言
及
が
な
い
と
別

の
問
題
も
生
じ
る
。
妊
娠
と
い
う
経
験
は
、
そ
の
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
異
質
に
な
り
う
る
こ
と
を
語
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
た
と

え
ば
、
女
性
用
の
公
衆
ト
イ
レ
を
前
に
し
て
、
そ
の
空
間
は
意
識
せ
ず
と
も
立
ち

入
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
立
ち
入
る
べ
き
で
な
い
と
判
断
す
る
の
か
、
不
安
を

覚
え
る
か
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
か
は
、
そ
の
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
異
な
る
経
験
に
な
る
だ
ろ
う
。
妊
娠
と
い
う
女
性

に
む
す
び
つ
く
社
会
規
範
も
同
様
で
あ
る
。
妊
娠
の
経
験
が
女
性
に
対
す
る
規
範

で
あ
る
こ
と
は
、
様
々
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
人
が
妊
娠
を

経
験
し
う
る
こ
と
と
両
立
可
能
で
あ
る
。「
女
性
は
妊
娠
す
る
は
ず
で
あ
る
」
と

い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
ど
の
よ
う
に
経
験
し
た
の
か
を
経
験
の
記
述
に
含
め
れ

ば
、
社
会
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
目
的
を
、
妊

娠
す
る
主
体
の
多
様
性
を
包
摂
し
な
が
ら
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
第
四
章
「
な
ぜ
月
経
を
隠
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
で

は
、
月
経
と
い
う
出
来
事
は
女
性
を
表
す
特
性
で
あ
り
、
女
性
で
あ
れ
ば
月
経
が

あ
る
は
ず
（
べ
き
）
だ
と
い
う
社
会
規
範
は
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
月

経
が
隠
蔽
さ
れ
、
時
に
不
当
に
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
意
味
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
、
働
く

市
民
の
肉
体
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
弱
さ
と
し
て
日
本
社
会
の
周
縁
に
位
置
付

け
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
月
経
に
関
す
る
語
り
に
く
さ
と
い
う
個
人

的
な
経
験
を
端
緒
と
し
つ
つ
、
女
性
の
社
会
的
立
場
に
ま
で
洞
察
を
進
め
る
こ
の

論
考
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
仕
事
に
相
応
し
い
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
妊

娠
論
考
と
は
反
対
に
、
月
経
を
経
験
す
る
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
生
理
休

暇
の
取
得
実
態
を
表
現
す
る
際
に
「
就
労
女
性
」
と
い
う
表
現
を
特
に
断
り
な
く

使
用
し
た
り
、「
月
経
で
つ
ら
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
な
い
人
、
困
っ
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
女
性
は
少
な
い
だ
ろ
う
」（
同
、
三
七
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
は
、

月
経
を
経
験
す
る
の
は
女
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
人
の
み
で
あ
る
よ
う
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に
読
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、「
月
経
が
あ
る
の
は
み
な
女
性
で
あ
る
」
と
い
う
、

生
殖
に
関
わ
る
機
能
を
も
と
に
性
別
を
区
分
す
る
生
物
学
的
メ
ス
の
身
体
を
女
性

の
標
準
と
み
な
し
、
そ
の
他
の
身
体
的
特
徴
を
も
つ
女
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
男
性
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
ち
、
生
活
し

て
い
る
人
が
月
経
を
経
験
す
る
と
き
の
困
難
も
、
こ
こ
で
は
考
慮
か
ら
抜
け
落
ち

て
い
る
。
月
経
も
妊
娠
同
様
に
、
女
性
に
対
す
る
規
範
だ
が
、
こ
の
規
範
に
対
峙

す
る
人
が
ど
う
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
経
験
は
や
は
り
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
同
じ
著
者
が
、
妊
娠
論
考
で
は
慎
重

に
そ
の
経
験
主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
固
定
し
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、

こ
の
規
範
的
な
女
性
的
身
体
に
対
す
る
「
本
質
主
義
的
」
な
記
述
は
不
自
然
に
す

ら
感
じ
ら
れ
る
。

第
四
章
の
こ
う
し
た
排
他
性
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
第
三
章
の
場
合
と
同

様
、「
月
経
は
女
性
に
起
こ
る
は
ず
（
べ
き
）
だ
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と

そ
の
規
範
を
経
験
す
る
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
区
別
を
意
識
し

て
記
述
す
れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
と
え
ば
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
性
と

し
て
月
経
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
経
験
を
し
た
気
ま
ず
さ
や
困
難
を

語
り
、
そ
こ
か
ら
社
会
の
慣
習
や
制
度
的
の
次
元
で
月
経
の
あ
る
身
体
が
女
性
化

さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
排
除
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
女
性
以
外
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
た
と
え
ば
男
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
ひ
と
が
女
性

の
規
範
と
さ
れ
る
月
経
で
直
面
す
る
困
難
が
あ
る
こ
と
両
立
可
能
で
あ
る
。

第
三
章
、
第
四
章
を
通
じ
て
感
じ
る
の
は
、
女
性
に
つ
い
て
の
特
定
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
規
範
を
認
め
る
と
、
そ
の
規
範
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
女
性
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
人
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
だ
が
女
性
の
規
範
に

巻
き
込
ま
れ
る
の
は
、
本
人
が
望
む
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
月
経
や
妊
娠

の
よ
う
に
、
社
会
で
女
性
が
も
つ
べ
き
と
さ
れ
る
特
徴
を
備
え
て
し
ま
う
人
す

べ
て
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
区
別
を

踏
ま
え
れ
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
の
実
践
を
行
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
優
れ
た

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
、
お
よ
び
哲
学
的
成
果
が
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

1　

分
析
哲
学
者
で
あ
る
評
者
に
と
っ
て
、
本
質 essence 

は
、
そ
の
定
義
と
妥

当
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
蓄
積
を
も
つ
形
而
上
学
的
に
意
義
の
あ
る
概
念
で
あ

り
、
一
方
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、
分
析
哲
学
の
背
景

を
も
つ
分
析
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
に
お
い
て
も
、
女
性
概
念
の
定
義
を
試
み
る

S.H
aslanger

の
仕
事
や
、
自
己
の
社
会
的
本
質
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
と
論
じ

る C
.W

itt 

の
仕
事
が
あ
る
。

2　

同
じ
く
分
析
哲
学
に
お
い
て
自
然
主
義
と
は
、
自
然
諸
科
学
の
知
見
と
哲
学

的
知
見
の
調
和
を
目
指
す
立
場
で
あ
る
。
性
別
に
つ
い
て
安
易
な
生
物
学
的
決

定
論
を
是
認
す
る
立
場
と
同
じ
で
は
な
い
。

3　

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
、
生
ま
れ
た
時
に
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
と
は

異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
性
別
で
生
活
し
て
い
る
人
を
指
す
。
対
し
て
シ
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
は
、
出
生
時
に
割
り
当
て
ら
れ
た
性
別
の
ま
ま
一
生
を
過
ご
す
人
を
指

す
。

4　

ま
た
本
書
の
第
七
章
で
、
池
田
喬
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
女
性
に

と
っ
て
家
は
人
種
差
別
へ
の
抵
抗
の
場
に
な
る
と
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
固
有
の

役
割
を
無
視
し
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
経
験
と
の
同
質
性
の
み
を
記
し
て
い
る

（
同
、
八
三
頁
）。
こ
れ
も
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

（
西
條
玲
奈
・
さ
い
じ
ょ
う 

れ
い
な
・
大
阪
大
学
）          
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133 書評　酒井麻衣子著『メルロ＝ポンティの他者論　現れる他者／
消える他者「子どもの心理学・教育学」講義から』

一
般
に
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
は
、
身
体
レ
ベ
ル
で
の
自
他
の
共
存

の
重
要
性
を
力
説
す
る
立
場
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
本
書
は
、
メ
ル
ロ

゠
ポ
ン
テ
ィ
が
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
中
盤
に
お
こ
な
っ
た
パ
リ
大
学
文
学
部
で
の
児

童
心
理
学
お
よ
び
教
育
学
の
一
連
の
講
座
、
い
わ
ゆ
る
「
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
」
の

緻
密
な
読
解
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
認
識
が
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を
雄
弁
に
示
す
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
は
、
心
理
学
、
精
神
分
析
、
人
類
学
な
ど
の

「
人
間
の
科
学
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
め
ぐ
る
︱
︱
や
や
も
す
れ
ば
何

を
目
指
し
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
︱
︱
詳
細
に
わ
た
る
議
論
を
数
多
く
含
ん

で
い
る
。
酒
井
は
、
そ
こ
で
の
多
様
か
つ
複
雑
な
議
論
を
「
表
現
の
他
者
論
」
と

い
う
観
点
か
ら
統
一
的
な
描
像
の
も
と
で
描
き
出
す
と
い
う
壮
大
な
試
み
に
挑
戦

し
、
見
事
な
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
。

本
書
は
、
序
論
と
結
論
を
の
ぞ
け
ば
、
第
一
部
（
第
一
～
五
章
）、
第
二
部

（
第
一
～
五
章
）、
第
三
部
（
第
一
～
二
章
）
と
い
う
三
部
構
成
を
と
る
。
以
下
、

各
部
の
議
論
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

第
一
部
で
は
、
他
者
認
識
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
な
ぜ
私
は
、
他
人
の
肉
体
と

い
う
︿
外
面
﹀
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
私
以
外
の
人
間
に
も
私
と
同
様

の
意
識
な
り
精
神
な
り
が
備
わ
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と

い
う
問
題
」（
三
七
頁
）
の
観
点
か
ら
、
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
メ
ル
ロ
゠

ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
の
変
遷
を
整
理
す
る
。
そ
の
最
後
で
は
、
本
書
の
副
題
に
も

な
っ
て
い
る
「
現
れ
る
他
者
／
消
え
る
他
者
」
と
い
う
対
概
念
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
代
表
さ
れ
る
前
期
他
者
論
は
、
他
者
認
識
が
自
己
と
他

者
の
身
体
の
「
原
初
的
な
交
流
」
を
前
提
に
成
り
立
つ
こ
と
を
重
視
す
る
。
身
体

の
原
初
的
な
交
流
の
た
め
に
、
私
た
ち
は
「
抗
い
難
く
他
人
を
知
覚
し
、
他
人
の

行
為
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う
」（
四
七
頁
）。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
は

「
自
他
未
分
化
な
癒
合
状
態
」（
五
五
頁
）
に
あ
り
、
自
己
と
他
者
が
別
々
の
人
格

と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
数
年
の
歳
月
を
要
す
る
。
第
一
～
二
章
で

は
、
こ
の
時
期
の
「
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
他
者
問
題
を
自
他
未
分
化
性
と
い
う

書
評 
酒
井
麻
衣
子
著
﹃
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論　

現
れ
る
他
者
／

消
え
る
他
者
﹁
子
ど
も
の
心
理
学
・
教
育
学
﹂
講
義
か
ら
﹄

︵
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇
年
、
二
九
一
頁
、
五
，五
〇
〇
円
。ISBN

: 978-4771033634

︶

宮　

原　

克　

典
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概
念
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
単
純
な
読
解
」（
五
四
頁
）
を

退
け
つ
つ
も
、「
原
初
的
な
自
他
未
分
化
性
」（
五
三
頁
）
を
主
軸
に
展
開
す
る
前

期
他
者
論
の
論
点
が
的
確
に
整
理
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
中
期
他
者
論
の
中

核
を
な
す
の
は
、
他
者
経
験
を
言
語
的
表
現
や
芸
術
的
表
現
の
経
験
に
な
ぞ
ら
え

て
解
釈
す
る
「
表
現
の
他
者
論
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

表
現
の
他
者
論
に
よ
る
と
、
他
者
認
識
と
は
、
他
者
の
表
現
を
介
し
て
そ
れ
が

表
す
「
ス
テ
ィ
ル
」
を
把
握
す
る
働
き
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
ス
テ
ィ
ル
と
は
、
メ

ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
論
の
中
核
を
な
す
概
念
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を

介
し
て
知
覚
さ
れ
る
一
般
的
構
造
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
絵
画
の
う
ち
に

は
、
し
ば
し
ば
特
定
の
画
家
や
特
定
の
時
代
に
共
通
の
ス
テ
ィ
ル
が
見
出
さ
れ

る
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
芸
術
作
品
だ
け
で
な
く
、
能
動
的
な
発

話
や
行
為
か
ら
受
動
的
な
仕
草
や
表
情
や
知
覚
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
身
体

的
活
動
を
ス
テ
ィ
ル
の
表
現
だ
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
ネ
コ
の
仕
草
は
ネ
コ
ら

し
さ
の
、
英
国
人
の
皮
肉
な
冗
談
は
英
国
人
ら
し
さ
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ル
に
は
、
特
定
の
人
物
に
特
有
の
「
個
人
の
ス

テ
ィ
ル
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
間
以
外
の
動
物
に
は
見
ら
れ
な
い
「
人
間
一
般

の
ス
テ
ィ
ル
」
や
「
あ
る
集
団
に
特
徴
的
な
集
団
の
ス
テ
ィ
ル
」（
七
三
頁
）
も

含
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
重
要
な
区
別
を
明
確
に
捉
え
る
た
め
に
、
酒
井
は

「
ス
テ
ィ
ル
」
と
い
う
用
語
を
「
個
人
に
独
自
の
ス
テ
ィ
ル
」（
一
二
〇
頁
）
を
表

す
た
め
だ
け
に
用
い
、
集
団
に
共
通
の
行
動
様
式
や
表
現
様
式
、
お
よ
び
、
過
去

の
生
活
か
ら
習
慣
化
し
た
行
動
様
式
や
表
現
様
式
は
「
類
型
」
と
い
う
言
葉
で
表

現
す
る
。
以
下
、
本
稿
で
も
こ
の
用
語
法
を
踏
襲
す
る
。

表
現
の
他
者
論
で
は
、「
他
我
と
し
て
の
他
者
の
認
識
」、
す
な
わ
ち
、
他
者
を

「
他
の
人
間
」
と
し
て
捉
え
る
経
験
は
、
人
間
一
般
の
類
型
、
特
定
の
人
間
集
団

の
類
型
、
特
定
の
個
人
の
ス
テ
ィ
ル
な
ど
を
把
握
す
る
働
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
経
験
は
他
者
が
「
自
然
的
諸
対
象
を

道
具
や
器
具
と
い
っ
た
文
化
的
対
象
と
し
て
扱
う
」（
八
五
頁
）
の
を
知
覚
す
る

場
合
に
生
じ
、
な
か
で
も
言
語
活
動
は
「
思
考
す
る
存
在
と
し
て
の
他
者
」
を
構

成
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
こ
で
酒
井
の
議
論
に
と
っ
て
特
に
重

要
な
の
は
、
主
体
が
言
語
を
通
じ
て
思
考
を
獲
得
す
る
過
程
に
二
つ
の
段
階
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
子
供
は
周
囲
の
大
人
か
ら
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
で
「
他

者
と
共
有
可
能
な
思
考
の
身
体
性
」（
九
二
～
九
三
頁
）
を
獲
得
し
、
そ
の
集
団

に
共
通
の
「
類
型
（
集
団
の
ス
テ
ィ
ル
）
へ
の
同
化
」（
一
〇
〇
頁
）
を
は
た
す
。

だ
が
第
二
に
、
や
が
て
主
体
は
、
言
語
を
決
ま
り
き
っ
た
意
味
を
表
現
す
る
「
記

号
」（「
直
接
的
な
意
味
作
用
」）
で
は
な
く
、
新
た
な
意
味
を
表
現
す
る
創
造
的

な
道
具
（「
斜
か
い
の
意
味
作
用
」）
と
し
て
使
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
、「
一
般
的

な
類
型
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
で
個
人
的
な
言
語
体
系
（
個
人
の
ス
テ
ィ
ル
）
を
創

造
す
る
」（
一
〇
〇
頁
）
よ
う
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
第
二
部
で
詳
し
く
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
二
種
類
の
意
味
作
用
に

よ
っ
て
「
一
般
的
な
類
型
」
と
「
類
型
か
ら
逸
脱
し
た
個
人
の
ス
テ
ィ
ル
」
の
両

方
を
表
現
し
う
る
こ
と
は
、
言
語
表
現
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
な
表

現
に
共
通
の
性
質
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
こ
と
は
他
者
認
識
の
議
論
に
対
し
て
重
要
な
帰
結
を
も
つ
。
と
い
う
の

も
、
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
表
現
が
「
一
般
的
な
類
型
」
と
「
類
型
か
ら
逸
脱
し
た
個

人
の
ス
テ
ィ
ル
」
の
両
方
を
表
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
他
者
を
そ

れ
に
対
応
す
る
二
種
類
の
様
態
で
知
覚
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。

酒
井
は
、
こ
の
事
態
を
捉
え
る
た
め
に
「
役
割
を
残
し
消
え
る
他
者
」（
一
〇
八

頁
）
そ
し
て
「
意
味
と
し
て
現
れ
る
他
者
」（
一
〇
四
頁
）
と
い
う
二
つ
の
概
念

を
用
い
る
。
何
を
聞
い
て
も
決
ま
り
き
っ
た
常
套
句
し
か
言
わ
ず
、
紋
切
り
型
の
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マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
の
行
動
し
か
と
ら
な
い
他
者
と
関
わ
る
と
き
に
一
人
の
個
人
と

し
て
の
相
手
の
存
在
を
感
じ
ら
れ
ず
、
逆
に
、
よ
り
自
発
的
で
即
興
的
な
や
り
と

り
を
始
め
た
と
た
ん
に
そ
の
人
の
仕
草
や
表
情
や
発
言
の
す
べ
て
に
そ
の
人
ら
し

さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
っ
た
経
験
は
誰
も
が
思
い
当
た
る
も
の
が

あ
る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
の
他
者
論
は
、
こ
れ
が
単
な
る
偶
然

で
は
な
く
、
他
者
認
識
が
表
現
を
介
し
て
類
型
／
ス
テ
ィ
ル
を
把
握
す
る
働
き
で

あ
る
こ
と
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
二
部
で
は
、
類
型
と
ス
テ
ィ
ル
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
そ
れ
を
生
き
て
い
る
主

体
の
側
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
他
者
論
が
他
者
認
識
の
問
題
の

枠
組
み
を
超
え
て
論
じ
ら
れ
る
。
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
態

度
や
行
動
の
多
く
は
、
他
者
や
集
団
や
過
去
か
ら
受
動
的
に
継
承
さ
れ
、
み
ず
か

ら
主
体
的
に
選
び
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
諸
類
型
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
酒
井

は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
同
時
代
の
精
神
分
析
学
、
心
理
学
、
社
会
学
、
人
類

学
な
ど
と
格
闘
す
る
テ
キ
ス
ト
の
緻
密
な
読
解
に
基
づ
い
て
、
こ
う
し
た
類
型
論

の
内
容
を
身
体
・
民
族
・
階
級
・
人
種
（
第
一
章
）、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
第
二

章
）、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
第
三
章
）、
基
本
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
タ
イ
プ
（
第
四

章
）
と
い
っ
た
具
体
的
な
相
に
お
い
て
丁
寧
に
明
ら
か
に
す
る
。

し
か
し
、
第
二
部
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
前
期
か
ら
中
期

に
い
た
る
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
自
由
論
を
取
り
上
げ
る
第
五
章
で
あ
る
。
第
一

部
で
は
、
他
者
は
「
役
割
に
埋
没
す
る
」「
意
味
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
二
つ

の
様
態
で
現
れ
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
が
「︿
類
型
か
ら
ス

テ
ィ
ル
へ
﹀
の
自
由
の
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
す
な
わ
ち
、
私
た

ち
が
他
者
や
集
団
や
過
去
か
ら
引
き
継
が
れ
る
類
型
に
受
動
的
に
従
属
す
る
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
ら
の
類
型
を
取
り
上
げ
直
し
て
そ
こ
か
ら
個
人
的
な
ス
テ
ィ
ル
を

創
造
す
る
過
程
の
観
点
か
ら
捉
え
直
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
主
体
の

対
自
の
自
由
は
他
者
を
媒
介
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
二
二
四
頁
）
と
い
う
論
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
的
な
ス
テ
ィ
ル
は
、
主
体
が
自
分
自
身
の
類
型
を
反
省
的

に
捉
え
直
し
て
、
そ
れ
と
は
別
の
行
動
や
態
度
を
意
識
的
に
選
択
す
る
、
と
い
っ

た
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
体
が
社
会
や
他
者

か
ら
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
類
型
は
、
通
常
、
本
人
に
気
づ
か
れ
ず
に
そ
の

態
度
や
行
動
を
「
前
意
識
的
」（
七
八
頁
）
に
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人

の
自
由
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
主
体
の
現
在
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
類

型
を
「
可
視
化
」（
二
二
一
頁
）
な
い
し
「
意
識
化
」（
二
二
三
頁
）
す
る
必
要
が

あ
る
。
し
か
し
、
他
者
が
自
分
を
特
定
の
類
型
に
同
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
、

そ
れ
に
対
応
す
る
類
型
的
な
態
度
で
臨
ん
で
く
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
私
の
ほ
う

も
ま
た
そ
れ
に
対
応
す
る
類
型
的
な
行
動
や
態
度
へ
と
導
か
れ
、
結
局
、
類
型
に

埋
没
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
体
が
自
由
な
人
格
と
し
て
世

界
に
現
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
他
者
が
主
体
を
自
発
的
な
相
互
作
用
の
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
て
承
認
し
て
く
れ
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
る
。
酒
井
は
、
サ
イ
コ
ド
ラ

マ
（
演
劇
を
用
い
た
心
理
療
法
）
を
め
ぐ
る
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
を
、
こ

の
よ
う
な
自
由
論
の
試
み
と
し
て
大
胆
に
読
み
解
く
。
こ
の
あ
た
り
の
論
述
は
、

本
書
の
な
か
で
最
も
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
部
分
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
方
で
、
主
体
が
他
者
と
の
関
係
を
通
し
て
自
由
を
実
現
す
る
過
程
に
つ
い
て

は
、
ま
だ
曖
昧
な
と
こ
ろ
も
多
い
と
感
じ
た
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
の
他
者
の
役

割
が
主
体
に
み
ず
か
ら
の
類
型
へ
の
意
識
的
な
反
省
を
促
す
こ
と
な
の
か
、
意
識

的
な
反
省
を
媒
介
せ
ず
に
主
体
を
新
た
な
ス
テ
ィ
ル
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
二
種
類
の
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
の
か
、
本
章
の
記
述

だ
け
で
は
は
っ
き
り
と
し
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
主
体

が
仲
間
の
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
で
決
意
を
貫
徹
で
き
る
と
い
う
事
例
（
二
〇
一

頁
）
も
論
じ
る
が
、
こ
う
し
た
想
像
上
の
他
者
の
媒
介
だ
け
で
自
由
が
実
現
で
き
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る
場
合
と
現
実
の
他
者
と
の
自
発
的
な
関
わ
り
が
必
要
な
場
合
で
は
、
ど
こ
が
違

う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
現
象
学
の
枠
組
み
を
こ
え

て
、
詳
細
な
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
部
で
は
、
表
現
の
他
者
論
の
規
範
的
な
側
面
へ
と
考
察
が
進
む
。
メ
ル
ロ

゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
の
前
期
他
者
論
に
お
い
て
は
「
幼
児
的
自
他
未
分
化
性
と
共

感
」（
二
六
一
頁
）
を
一
種
の
理
想
的
状
態
と
し
て
描
き
出
す
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
お
け
る
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
嫉
妬
や
「
病
的
」

な
愛
を
め
ぐ
る
考
察
を
通
じ
て
、
い
つ
ま
で
も
自
他
未
分
化
な
癒
合
性
の
状
態

に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
対
人
関
係
を
歪
め
る
要
因
と
な
る
こ
と
を
示
す

（
第
一
章
）。
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
読
解
に
基
づ
い
て
、
酒
井
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン

テ
ィ
の
対
人
関
係
の
描
き
方
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
か
ら
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
に
か

け
て
、「︿
子
ど
も
の
平
和
か
ら
大
人
の
闘
争
へ
﹀
と
い
う
図
式
」
か
ら
「︿
子
ど

も
の
闘
争
か
ら
大
人
の
平
和
へ
﹀
と
い
う
図
式
」（
二
六
〇
頁
）
へ
と
変
化
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
前
期
か
ら
中

期
に
か
け
て
正
反
対
の
他
者
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
他
者
と
の
交
流
に
対
す
る
考
察
を
深
化
さ
せ
た
結
果
と
し
て
、「︿
子
ど
も
の

無
自
覚
的
平
和
か
ら
子
ど
も
の
闘
争
へ
、
さ
ら
に
子
ど
も
の
闘
争
か
ら
大
人
の
自

覚
的
平
和
へ
﹀
と
い
う
新
た
な
図
式
」（
二
六
一
頁
）
が
創
出
さ
れ
た
も
の
と
し

て
解
釈
さ
れ
る
。

し
か
し
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
と
、
大
人
と
大
人
の
関
わ
り
が
「
自
覚

的
平
和
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
、
た
い
て
い
の
場

合
、
自
己
と
他
者
の
関
係
は
「
不
平
等
」
で
あ
る
（
二
七
一
頁
）。
私
た
ち
は
し

ば
し
ば
他
者
の
具
体
的
な
状
況
や
行
動
に
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
相
手
を
特
定

の
類
型
の
も
と
で
捉
え
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
他
者
が
「
自
己
と
同

じ
く
ら
い
も
の
を
考
え
、
生
き
生
き
と
し
た
意
識
で
あ
る
」
こ
と
、
自
分
と
「
同

じ
く
ら
い
様
々
な
過
去
と
悩
み
を
持
つ
人
物
」
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ら
れ
な
い
で

い
る
。
酒
井
に
よ
れ
ば
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
不
平
等
な
関
係

を
不
当
な
も
の
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
他
者
の
交
流
に
か
ん
す
る
「
あ
る
種
の
当

為
」（
二
五
七
頁
）
を
引
き
出
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
と
の
交
流
に
お
い

て
主
体
は
「
主
体
が
他
者
に
つ
い
て
持
つ
「
幻
影
」、「
神
話
」
の
よ
う
な
他
者
像

に
、
他
者
を
閉
じ
込
め
順
応
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
実
際
上
の
生
活
を
営
む
個
々

の
他
者
に
応
じ
た
新
た
な
認
識
の
ス
テ
ィ
ル
と
行
動
・
態
度
の
ス
テ
ィ
ル
を
獲
得

せ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
二
七
四
～
二
七
五
頁
）
と
い
う
。
こ
の
と
き
、
他
者
と
交

流
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
、
み
ず
か
ら
の
類
型
を
取
り
上
げ
直
し
て
新
た
な

ス
テ
ィ
ル
を
創
造
す
る
「
自
由
の
運
動
」
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
酒
井
に
よ
る
と
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、「
他
者
と

の
交
流
は
そ
れ
が
真
に
他
者
経
験
で
あ
る
な
ら
ば
（
⋮
）︿
類
型
か
ら
ス
テ
ィ
ル

へ
﹀
の
運
動
に
よ
っ
て
主
体
と
他
者
を
変
容
さ
せ
な
が
ら
進
展
し
て
い
く
も
の
な

の
で
あ
る
」（
二
七
五
頁
）。

こ
う
し
た
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
「
他
者
と
の
交
流
の
倫
理
」（
二
八
七
頁
）

に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
分
の
世
界
や
他
者
へ
の
向

か
い
方
の
ス
テ
ィ
ル
を
変
容
さ
せ
る
覚
悟
で
他
者
の
具
体
的
な
状
況
に
向
き
合
う

こ
と
が
、
他
者
へ
の
関
わ
り
の
あ
る
種
の
理
想
で
あ
る
こ
と
は
分
か
る
。
互
い
を

類
型
に
押
し
込
め
合
う
よ
う
な
関
係
性
は
し
ば
し
ば
息
苦
し
く
、
そ
れ
が
他
者
と

の
交
流
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
真

の
他
者
経
験
」
を
す
べ
て
の
人
に
当
為
と
し
て
も
と
め
る
の
は
、
そ
れ
も
ま
た
ど

こ
か
残
酷
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ワ
ン
オ
ペ
育
児
や
高
齢
の
両
親
の
介
護
に
翻

弄
さ
れ
疲
れ
切
っ
た
人
々
に
、
そ
れ
で
も
な
お
相
手
の
具
体
的
な
状
況
に
目
を
向

け
る
こ
と
を
も
と
め
る
倫
理
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者

に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
類
型
的
な
態
度
を
取
り
上
げ
直
す
こ
と
に
は
、
体
力
的
に
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も
精
神
的
に
も
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
。
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論

は
、
酒
井
も
本
書
で
触
れ
る
（
一
五
三
頁
）
よ
う
に
、
無
自
覚
に
強
靭
な
男
性
の

身
体
を
前
提
し
て
い
る
点
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
他
者

と
の
自
発
的
な
交
流
を
耐
え
抜
く
だ
け
の
主
体
の
強
靭
さ
が
前
提
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
他
者
と
の
不
平
等
な
関
係
を
乗
り
越
え
た
「
平

等
の
創
設
」
と
い
う
理
想
を
否
定
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
そ
の
理
想

を
実
現
す
る
た
め
の
「
他
者
と
の
交
流
の
倫
理
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
を
批
判
的
に
継
承
し
た
議
論
が
必
要
だ
ろ
う
。

以
上
で
紹
介
で
き
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
書
の
豊
か
な
内
容
の
ほ
ん

の
一
部
で
し
か
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
は
主
要
な
論
点
を
簡
潔
に
再
構
成
す

る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
書
の
見
ど
こ
ろ
は
そ
の
一
つ
一
つ
の
論
点
が

丁
寧
な
テ
キ
ス
ト
読
解
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
読
解
の
詳
細
に

つ
い
て
は
是
非
実
物
を
手
に
取
っ
て
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講

義
の
細
部
と
全
体
像
を
他
者
論
と
い
う
切
り
口
か
ら
バ
ラ
ン
ス
良
く
提
示
し
た
本

書
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
研
究
の
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ

の
他
者
論
や
中
期
思
想
に
関
心
を
も
つ
す
べ
て
の
人
々
に
お
勧
め
の
一
冊
で
あ

る
。

（
宮
原
克
典
・
み
や
は
ら 

か
つ
の
り
・
北
海
道
大
学
）
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本
書
は
ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
に
お
け
る
「
言
語
性
」
の
内
実
と
由
来
を

究
明
す
る
も
の
で
あ
る
（
以
下
の
参
照
・
引
用
は
す
べ
て
本
書
か
ら
の
も
の
で
あ

る
）。
し
か
し
タ
イ
ト
ル
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
が
本
書
に
お
い
て

同
時
に
主
眼
に
お
い
て
い
る
の
が
彼
の
芸
術
哲
学
で
あ
る
。
著
者
は
従
来
の
ガ
ダ

マ
ー
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
包
括
的
に
は
論
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ガ
ダ
マ
ー

の
芸
術
論
が
彼
の
哲
学
的
解
釈
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
ま

た
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
近
代
美
学
に
お
け
る
美
の
思
索
の
伝
統
と
哲
学
的
解
釈
学
は

ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
哲
学
的
解
釈
学
の
中
枢
を
な
す
の
は
「
言
語
性
」
で
あ
る
た
め
、
芸
術
論

と
哲
学
的
解
釈
学
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
必
然
的
に
芸
術
と
言
語
性
の
関

係
を
め
ぐ
る
考
察
と
な
る
。
本
書
で
の
こ
う
し
た
い
わ
ば
美
と
ロ
ゴ
ス
を
め
ぐ
る

考
察
に
は
全
体
を
貫
く
隠
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

「
媒
介
・
中
間
」
と
い
う
、
現
象
学
に
お
い
て
も
注
目
度
の
高
い
事
象
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
ま
ず
本
書
を
概
観
す
る
が
、
紙
面
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
「
媒

介
・
中
間
」
と
い
っ
た
事
象
を
軸
と
し
て
ま
と
め
つ
つ
、
重
要
な
点
を
紹
介
し
た

い
。ガ

ダ
マ
ー
が
『
真
理
と
方
法
（W

ahrheit und M
ethode

）』(

一
九
六
〇
年)

に

お
い
て
立
て
た
根
本
的
な
課
題
と
は
、
自
然
科
学
と
は
異
な
る
精
神
科
学
に
と
っ

て
の
「
真
理
」
お
よ
び
「
理
解
」
と
そ
の
経
験
の
理
論
の
解
明
で
あ
っ
た
。
そ
の

際
、
ガ
ダ
マ
ー
は
人
文
主
義
の
「
教
養
」、「
共
通
感
覚
」、「
趣
味
」
と
い
っ
た
概

念
に
注
目
し
、
そ
こ
に
自
然
科
学
的
な
方
法
意
識
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
得
な
い

「
真
理
」
の
意
味
内
容
を
見
出
す
。
彼
が
と
く
に
注
目
す
る
の
が
、「
共
通
感
覚

は
「
真
（
理
）
な
る
も
の
」（das W

ahre

）
で
は
な
く
「
真
（
理
）
ら
し
き
も
の
」

（das W
ahrscheinliche

）
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
」（
二
三
頁
）
と
い
う
ヴ
ィ
ー
コ

の
主
張
で
あ
る
。「
真
（
理
）
ら
し
き
も
の
」
と
い
う
の
は
、「
真
で
も
偽
で
も
な

い
が
一
般
的
な
理
念
か
ら
外
れ
た
行
動
を
と
ら
な
い
」
と
い
っ
た
実
践
的
（
道
徳

的
、
政
治
的
）
場
面
で
問
題
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
も
と
ヴ
ィ
ー
コ

は
近
代
科
学
の
方
法
が
依
拠
す
る
二
項
対
立
的
な
真
偽
判
断
を
完
全
に
退
け
て
し

ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
お
い
て
「
共
通
感
覚
」
と
は
む
し
ろ
そ
う
し

た
二
項
対
立
的
な
真
偽
判
断
が
可
能
に
な
る
た
め
の
、
い
わ
ば
先
行
的
な
地
平
の

書
評 
小
平
健
太
著
﹃
ハ
ン
ス=

ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
の
芸
術
哲
学

︱
︱
哲
学
的
解
釈
学
に
お
け
る
言
語
性
の
問
題
﹄

︵
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇
年
︶

陶　

久　

明
日
香

現象学年報37号.indb   139 2021/11/04   14:42:56



140

広
が
り
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
ガ
ダ
マ
ー
は
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ

を
「「
真
（
理
）
ら
し
き
も
の
」
か
ら
養
わ
れ
る
共
通
性
を
と
も
に

0

0

0

作
り
あ
げ
て

い
く
感
覚
」（
二
六
頁
）
と
す
る
ヴ
ィ
ー
コ
の
考
え
か
ら
、
こ
の
先
行
的
地
平
自

体
が
、
つ
ね
に
実
践
的
に
わ
れ
わ
れ
が
真
偽
の
判
断
を
遂
行
し
て
い
く
中
で
、
共

に
変
化
し
、
刷
新
さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
ガ
ダ
マ
ー
は
看
取
し

て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
著
者
は
、
ヴ
ィ
ー
コ
的
な
「
共
通
感
覚
」
の
も

と
に
ガ
ダ
マ
ー
が
描
き
出
し
た
も
の
を
鮮
明
化
さ
せ
る
。
そ
れ
は
「︿
実
践
﹀
を

軸
と
し
た
「
経
験
」
と
「
理
念
」
と
の
中
間
に
位
置
す
る
循
環
的
性
格
」（
同
上
）

で
あ
る
。
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ガ
ダ
マ
ー
解
釈
学
に
お
け
る
「
言
語
性
」
と

は
、
言
語
的
経
験
の
遂
行
の
「
内
容
」（
言
語
を
介
し
て
実
際
に
理
解
、
解
釈
を

す
る
と
い
う
経
験
）
と
、
そ
の
「
形
式
」（
理
解
、
解
釈
の
基
と
な
る
先
行
的
地

平
と
い
う
一
般
的
理
念
）
が
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
と
い
う
循
環
関
係
を
可

能
と
し
つ
つ
言
語
的
現
象
の
全
体
を
構
成
す
る
と
い
う
、
双
方
の
「
媒
介
・
中

間
」
な
の
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
こ
の
「
言
語
性
」
の
祖
型
は
人
文
主
義

的
、
実
践
的
な
「
共
通
感
覚
」
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
こ
で
看
取
さ
れ
得
る

「
真
理
」
と
は
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
変
化
の
あ
る
動

的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
人
文
主
義
の
復
権
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
の

が
、
彼
に
よ
る
近
代
美
学
へ
の
批
判
で
あ
る
。
近
代
美
学
は
精
神
科
学
に
お
け
る

「
真
理
」
の
固
有
の
生
成
を
妨
げ
て
き
た
。
そ
れ
が
顕
著
に
分
か
る
の
は
、
カ
ン

ト
に
お
け
る
「
共
通
感
覚
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
美
的
感
情
を
対
象
の
概
念
で
は

な
く
、
そ
れ
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
対
応
す
る
主
観
の
認
識
の
形
式
に
結
び
つ
け
、
そ

れ
に
よ
り
趣
味
判
断
に
固
有
の
主
観
的
普
遍
性
を
確
保
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に

「
共
通
感
覚
」
は
、「
そ
れ
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
趣
味
判
断
が
可
能
と

な
る
よ
う
な
理
想
的
規
範
の
理
念
」（
二
一
頁
）
と
な
っ
て
し
ま
い
、
実
際
の
美

的
経
験
の
進
行
と
と
も
に
絶
え
ず
そ
の
影
響
を
受
け
て
変
化
し
、
形
成
さ
れ
て
い

く
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
ガ
ダ
マ
ー
は
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
著
者
の
解
釈
に
よ
る
と
、
ガ
ダ
マ
ー
は
構
想
力
を
通
じ
た
言
語
的
認
識

を
あ
ら
た
め
て
問
い
た
だ
し
、
近
代
美
学
を
支
配
し
て
き
た
「
感
性
」
と
「
悟

性
」
と
い
う
二
項
図
式
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
二
項
図
式
に
は
回
収
さ
れ
え
な
い

芸
術
経
験
の
本
来
的
な
領
域
を
見
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
詩
作
の
よ
う
な
言
語

芸
術
で
は
、
構
想
力
に
お
い
て
特
殊
な
直
観
が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
は
た
と
え
対

象
の
現
前
が
な
い
と
し
て
も
そ
の
不
在
の
対
象
を
ま
る
で
直
に
観
て
い
る
よ
う
に

思
い
描
く
と
い
う
生
産
的
か
つ
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
言
語
芸

術
に
お
い
て
際
立
つ
構
想
力
に
よ
る
こ
う
し
た
直
観
を
「
直
観
的
で
あ
る
こ
と

（A
nschaulichkeit

）」(

七
三
頁)

と
よ
び
、「
～
的
で
あ
る
こ
と(-lichkeit)

」
の
内

に
こ
の
直
観
が
た
ん
な
る
感
覚
的
所
与
で
は
な
く
、
言
語
的
、
知
識
的
認
識
に
関

わ
る
と
い
う
意
味
を
込
め
る
。
お
そ
ら
く
著
者
は
ヴ
ィ
ー
コ
の
「
真
ら
し
き
も

の
」
の
議
論
と
、
ガ
ダ
マ
ー
の
「
直
観
的
で
あ
る
こ
と
」
の
議
論
の
共
通
性
を
見

抜
い
て
い
る
。
つ
ま
り
著
者
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
こ
の
概
念
で
も
っ
て
近
代
美
学
に

お
け
る
感
性
と
悟
性
と
い
う
二
項
図
式
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
一
方
、
二
項
図
式

を
完
全
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
両
者
の
二
分
化
が
派
生
的

に
可
能
に
な
る
よ
う
な
両
者
を
「
媒
介
」
す
る
次
元
を
確
保
し
た
と
い
う
解
釈
を

と
る
。
そ
し
て
そ
の
次
元
と
は
、
美
と
言
語
と
が
本
来
同
一
的
で
あ
る
よ
う
な
経

験
領
野
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
近
代
美
学
に
お
け
る
美
の
思
索
と
自
身
の
思
索
と
の
「
調
停
」、

「
融
合
」
を
は
か
る
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
的
思
考
の
運
動
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た

あ
と
、
著
者
は
教
授
資
格
論
文
で
ガ
ダ
マ
ー
が
行
っ
た
プ
ラ
ト
ン
『
ピ
レ
ボ
ス
』

に
つ
い
て
の
解
釈
へ
と
遡
る
。『
ピ
レ
ボ
ス
』
に
お
い
て
「
善
」
は
、
非
感
性
的
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な
「
一
」
で
は
あ
る
が
、
つ
ね
に
感
性
と
の
多
様
な
関
係
に
お
い
て
感
覚
さ
れ
、

「
多
」
な
る
も
の
と
し
て
言
表
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
「
一
に
し
て
多
な
る
も
の
」
と
し
て
両
者
の
「
中
間
」
で
あ
る
「
善
」

が
何
で
あ
る
の
か
は
、
弁
証
法
的
対
話
を
通
じ
た
「
合
意
」
に
よ
っ
て
し
か
決
定

で
き
な
い
と
す
る
こ
の
対
話
篇
を
ガ
ダ
マ
ー
は
高
く
評
価
す
る
。
ま
た
言
表
は
そ

れ
に
お
い
て
一
な
る
も
の
が
他
な
る
も
の
と
一
緒
に
現
出
す
る
関
係
で
あ
る
が
ゆ

え
、「
善
」
と
は
「
一
に
し
て
多
な
る
も
の
」
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
の
本
質
を
表
明

す
る
概
念
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
彼
は
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
善
の
経
験
を
イ
デ
ア
と
現
象
（
一
と
多
）
の
「
中
間
」
の
経
験
と

し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
『
ピ
レ
ボ
ス
』
解
釈
と
、「
美
」

が
イ
デ
ア
と
現
象
を
「
媒
介
」
す
る
機
能
を
果
た
す
と
い
う
、『
真
理
と
方
法
』

第
三
部
第
三
節
に
お
け
る
彼
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
解
釈
と
の
対
応
を
論
証
す
る
こ

と
に
よ
り
、
著
者
は
「
善
」・「
言
語
」・「
美
」
の
三
者
を
つ
な
ぐ
。
こ
こ
で
の
著

者
の
主
張
を
二
つ
挙
げ
て
お
く
。
一
つ
は
、
近
代
科
学
に
お
い
て
支
配
的
な
感
性

と
悟
性
、
客
観
と
主
観
な
ど
の
二
項
対
立
の
図
式
な
ら
び
に
そ
こ
で
の
真
偽
判
定

は
、
通
常
プ
ラ
ト
ン
の
二
元
論
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
ガ
ダ

マ
ー
は
む
し
ろ
別
様
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
『
真
理
と

方
法
』
に
お
け
る
近
代
美
学
の
批
判
も
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
も
う
一
つ
は
、
哲
学
的
解
釈
学
に
お
け
る
芸
術
哲
学
の
立
場
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
が
芸
術
哲
学
を
展
開
す
る
上
で
前
提
と
し
て
い
た
の
は

「「
美
的
な
も
の
」
と
「
言
語
的
な
も
の
」
の
形
而
上
学
的
な
親
縁
性
」（
一
〇
二

頁
）
で
あ
り
、
ま
た
「
双
方
を
包
括
す
る
共
通
の
経
験
の
地
平
」（
同
上
）
で
あ

る
と
い
う
。
こ
う
し
た
地
平
を
「
媒
介
性
」
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
を
「
真

理
」
の
問
題
と
絡
め
て
究
明
す
る
こ
と
に
彼
が
至
る
機
縁
と
な
っ
た
の
は
、
他
な

ら
ぬ
彼
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
芸
術
哲
学
、
さ
ら
に
解
釈
学
全
般
を
展
開
す
る
上
で
ガ
ダ
マ
ー

が
そ
の
師
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
芸
術
論
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
を
著
者
は
示
す
。『
芸
術
作
品
の
根
源
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
芸
術

作
品
に
お
い
て
は
存
在
す
る
も
の
の
存
在
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
が
そ
の
存
在
に
関
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と

こ
そ
が
「
真
理
」
の
生
起
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
を
開
く
世
界
と
自
ら
を
閉

鎖
す
る
大
地
と
の
闘
争
に
お
い
て
生
起
す
る
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
著
者

は
確
認
す
る
。
ま
た
著
者
が
注
目
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
開
い
た
中
間
」

（
一
四
三
頁
、
一
四
四
頁
）
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
中
間
」
は
「
真
理
」
が
全
体
と
し
て
生
起
す
る
「
空
け
開
き
（Lichtung

）」

（
一
四
四
、一
四
六
頁
）
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
闘
い
獲
ら
れ
る
場
が

芸
術
作
品
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
著
者
は
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
論
で
は
、
こ
う
し
た
「
真
理
」
の
生
起
は
最
終
的
に
そ
の
根
拠
を
「
詩

作
」
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
、
す
べ
て
の
芸
術
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
「
詩
作
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
を
著
者
は
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

真
理
の
生
起
の
本
質
に
「
言
語
（Sprache

）」
を
置
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
」（
一
四
六
頁
）
と
し
、
芸
術
を
め
ぐ
る
彼
の
思
索
を
言
語
そ
の
も
の
の
思
索

と
し
て
標
識
づ
け
る
。
こ
う
し
た
考
察
か
ら
著
者
は
、
ガ
ダ
マ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
あ
ら
わ
に
し
た
「
真
理
」
の
根
底
に
お
い
て
い
わ
ば
つ
ね
に
全
体
と
し
て
作
動

し
て
い
る
ロ
ゴ
ス
の
働
き
を
「
言
語
性
」
と
し
て
受
容
し
、
そ
れ
を
言
語
的
現
存

在
の
世
界
経
験
の
超
越
論
的
な
地
平
と
し
て
自
ら
の
解
釈
学
思
想
の
中
枢
に
位
置

づ
け
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
成
果
を
、
歴
史
そ
の
も
の
の
経
験
、
ひ
い
て
は
精

神
諸
科
学
に
お
け
る
経
験
の
理
論
的
解
明
へ
と
接
続
し
た
と
解
釈
す
る
。

上
述
の
よ
う
に
ガ
ダ
マ
ー
に
お
け
る
「
言
語
性
」
と
は
、
言
語
を
介
し
て
実
際

に
理
解
、
解
釈
を
す
る
と
い
う
経
験
（
現
実
的
、
事
実
的
、
有
限
的
、
歴
史
的
次
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元
）
と
、
理
解
、
解
釈
の
基
と
な
る
先
行
的
地
平
（
超
越
論
的
次
元
）
と
の
双
方

に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
と
い
う
循
環
関
係

を
可
能
と
し
つ
つ
言
語
的
現
象
の
全
体
を
構
成
す
る
と
い
う
、
双
方
の
「
媒
介
・

中
間
」
で
あ
っ
た
。
著
者
は
最
後
に
、
人
間
に
よ
る
解
釈
の
遂
行
を
規
定
し
、
同

時
に
世
界
経
験
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
も
構
成
す
る
こ
う
し
た
媒
介
そ
れ
自
身

が
い
か
に
し
て
生
成
す
る
の
か
を
問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
ガ
ダ

マ
ー
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
で
あ
り
、
著
者
は
ガ
ダ
マ
ー
が
言
語
的
経
験
の
媒
介

の
過
程
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
基
づ
く
思
弁
的
構
造
を
認
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
確
認
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
意
識
と
対
象
と
い
う
二
つ
の
領
域

に
お
い
て
と
も
に
並
行
し
て
、
段
階
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
否
定
的
媒
介
を
経

る
こ
と
で
、
意
識
の
「
即
か
つ
対
自
」
と
い
う
関
係
を
学
知
に
お
け
る
現
実
性
と

し
て
展
開
す
る
。
こ
の
際
、
自
己
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
対
象
の
自
体
性
も
学
知

の
内
へ
と
と
も
に
救
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
著
者
は
ガ
ダ
マ
ー
と
共

に
強
調
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
が
捉
え
る
事
象
が
そ
の
自
体
性
に
お
い
て
真
理
の

内
に
把
握
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
知
は
ま
さ
に
知
と
し
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ

る
。
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
「︿
知
る
意
識
﹀
と
︿
知
ら
れ
る
対
象
﹀
と
の
分
離
さ

れ
得
な
い
、
い
わ
ば
全
面
的
媒
介
」（
一
九
〇
頁
）
を
可
能
に
す
る
意
識
の
運
動

性
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
か
ら
ガ
ダ
マ
ー
が
受
け
継
い
だ
モ
デ
ル
で
あ
る
。

し
か
し
ガ
ダ
マ
ー
に
お
い
て
そ
れ
は
「
意
識
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
言

語
」
の
運
動
性
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
著
者
は
ガ
ダ
マ
ー

が
言
語
の
思
弁
的
構
造
の
内
に
「
絶
対
精
神
」
へ
と
い
た
る
意
識
の
自
己
発
展

よ
り
も
、
む
し
ろ
現
存
在
お
よ
び
そ
の
理
解
の
歴
史
性
と
有
限
性
と
を
見
出
し
て

お
り
、
そ
の
た
め
意
識
の
絶
対
性
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ガ
ダ

マ
ー
に
お
い
て
知
は
む
し
ろ
言
葉
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
知
と
し
て
現
に
あ
る
の
で
あ
り
、
言
語
を
介
し
た
そ
の
思
考
は
そ
の
都
度
の

変
動
に
晒
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
有
限
的
な
も
の
で
有
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
意
識
は
自
ら
の
思
い
な
し
を
そ
の
都
度
、
否
定
的
媒

介
を
経
て
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
高
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、

知
の
有
限
性
は
見
ら
れ
て
い
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
絶
対
性
、
無
限
性
が
強
調
さ

れ
る
。
そ
れ
は
彼
が
概
念
お
よ
び
言
語
の
領
域
を
、
普
遍
的
対
象
化
の
基
盤
で
あ

る
「
論
理
的
な
も
の
」
と
し
て
見
出
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
を
ガ
ダ

マ
ー
は
見
抜
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
本
来
ヘ
ー
ゲ
ル
が
見
て
い
た
は
ず
の
、

「
論
理
的
な
も
の
」
の
次
元
を
包
括
す
る
次
元
と
し
て
の
「
言
語
性
」、
つ
ま
り
知

の
有
限
性
を
も
含
ん
だ
全
面
的
媒
介
性
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
内
部
か
ら
改
め
て

救
い
上
げ
た
と
い
う
の
が
著
者
の
解
釈
で
あ
る
。

こ
れ
は
解
釈
学
に
お
け
る
弁
証
法
の
「
自
己
回
復
」
と
い
う
課
題
で
あ
り
、
こ

の
課
題
の
遂
行
に
お
い
て
直
接
性
と
媒
介
性
、
無
限
性
と
有
限
性
と
い
っ
た
既
存

の
様
々
な
知
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
け
る
両
項
の
媒
介
そ
の
も
の
が
創
出
さ
れ
る
。

著
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
、
美
的
、
そ
し
て
倫
理
的
事
象
を
「
ロ
ゴ
ス
と
共
に

経
験
す
る
」
と
い
う
解
釈
学
の
普
遍
性
要
求
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
が
捉
え
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
媒
介
項
の
普
遍
的
連
関
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
連

関
の
内
に
お
い
て
の
み
顕
わ
に
な
る
媒
介
性
と
し
て
の
言
語
性
に
他
な
ら
な
い
と

す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
著
者
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
「
媒
介
の

「
媒
介
性
」
の
理
論
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
」（
二
〇
二
頁
）
と
主
張
し
て
い

る
。以

上
が
概
観
で
あ
る
が
、
評
者
の
感
想
や
疑
問
を
以
下
に
お
い
て
記
し
た
い
。

タ
イ
ト
ル
に
「
芸
術
哲
学
」
と
あ
る
と
具
体
的
な
作
品
に
つ
い
て
の
ガ
ダ
マ
ー
の

考
察
に
関
す
る
論
究
を
期
待
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
肩

透
か
し
感
を
覚
え
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
著
者
の
真
の
狙
い

は
お
そ
ら
く
、
美
と
ロ
ゴ
ス
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
ガ
ダ
マ
ー
の
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根
本
思
想
を
提
示
す
る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
各
章
の

連
関
が
理
解
し
に
く
い
と
感
じ
た
。
第
二
章
で
ガ
ダ
マ
ー
が
「
直
観
的
で
あ
る

こ
と
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
、
美
と
言
語
と
が
本
来
同
一
的
で
あ
る
よ
う
な
経

験
領
野
を
確
保
し
た
と
い
う
内
容
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
が
例
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー

経
由
で
見
出
さ
れ
た
芸
術
は
言
語
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
話
と
ど
う
接
続
す
る

の
か
、
双
方
の
箇
所
で
言
わ
れ
て
い
る
「
言
語
」
の
内
容
は
果
た
し
て
同
じ
と
言

え
る
の
か
ど
う
か
な
ど
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け

る
「
開
い
た
中
間
」
の
話
は
少
々
浮
い
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。
お
そ
ら
く
「
媒

介
・
中
間
」
と
い
う
ガ
ダ
マ
ー
の
「
言
語
性
」
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
最
終
的
に
こ
の
「
開
い
た
中
間
」
が
ガ
ダ
マ
ー
の
「
言
語

性
」
の
媒
介
項
の
一
つ
、
つ
ま
り
超
越
論
的
次
元
の
ほ
う
に
回
収
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、「
開
い
た
中
間
」
の
内
実
が
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
書
の
魅
力
は
厳
密
に
論
証
さ
れ
た
研
究
書
で
あ
り

つ
つ
も
、
ガ
ダ
マ
ー
の
思
索
の
生
成
の
場
に
立
ち
合
い
、
そ
の
思
索
の
運
動
そ
の

も
の
を
記
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
評
者
が
取
り
上
げ
た

「
媒
介
」
の
問
題
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
本
書
は
現
象
学
と
解
釈
学
の
地
平
も
融

合
す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

（
陶
久
明
日
香
・
す
え
ひ
さ 

あ
す
か
・
学
習
院
大
学
）
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（8） Phenomenology of Metaphor

Phenomenology of Metaphor

Shun SATO
(Hokkaido University)

What experience does a metaphorical statement such as “He is a wolf” express? This is a 
question central to the phenomenology of metaphor. This study therefore seeks to answer 
the question on the basis of Husserl’s theory of expression, meaning, and experience. In Husserl’s 
account, an expression gains its meaning through a meaning-giving act. A meaning-giving act 
can be fulfilled by an intuitive act, wherein the intuitive act is “expressed”. In the case of 
empirical statements, intuitive acts are perceptual experiences in which an object is given 
as an instance of a type, for example, a desk. The meaning-giving act of the statement “This 
is a desk” is fulfilled by such an experience, and the statement expresses the experience. 
Similarly, the metaphorical statement “He is a wolf” should express an experience wherein 
the object is given as both a man and a wolf. No man can be a wolf, of course; however, the 
case can be given experientially as an instance of an original type that shares characteristics 
with the type man and (partly) the type wolf. Such an experience with a distinctive type fulfills 
the meaning-giving act of the metaphorical statement, and, as this study argues, it is this 
experience that the statement expresses.

（9）Reconsidering the experiences of other subjectivities in relation to our experiential world

Reconsidering the experiences of other subjec-
tivities in relation to our experiential world

Akira YOSHIDA
(Chiba Institute of Technology)

One of the major problems in phenomenology has been explaining how we understand the 
existence of other subjectivities. This paper aims to reconsider this problem by examining 
the implication of Husserl’s view that the subjectivity of the Ego already presupposes the 
existence of others when it is concerned with objects in the world. According to Husserl, 
subjectivity has an unthematic, implicit relationship to others prior to a thematic relationship. 
In this paper, I focus on such a view and apply it to clarify the problem of the existence 
of others.

First of all, I examine the results of Husserl’s analyses of the structure of perception 
in Ideen I and Ideen II. It shows that the subjectivity of the Ego already presupposes the 
existence of other subjectivities when it perceives objects in the world. However, this kind 
of presupposition of others can be found not only in the case of perception but also in other 
kinds of experiences. In order to see this, I focus on Husserl’s views on the contrast between 
human beings and animals as well as his views on the practical possibilities in our acts that 
are found in his later C-manuscripts. Through examining the implications of these views, 
it is demonstrated that there are various forms of unthematic relationships to others in the 
course of our lives. Based on the considerations above, I try to clarify structural issues with 
others in phenomenology and then to uncover a way to engage with them.
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One of the major problems in phenomenology has been explaining how we understand the 
existence of other subjectivities. This paper aims to reconsider this problem by examining 
the implication of Husserl’s view that the subjectivity of the Ego already presupposes the 
existence of others when it is concerned with objects in the world. According to Husserl, 
subjectivity has an unthematic, implicit relationship to others prior to a thematic relationship. 
In this paper, I focus on such a view and apply it to clarify the problem of the existence 
of others.

First of all, I examine the results of Husserl’s analyses of the structure of perception 
in Ideen I and Ideen II. It shows that the subjectivity of the Ego already presupposes the 
existence of other subjectivities when it perceives objects in the world. However, this kind 
of presupposition of others can be found not only in the case of perception but also in other 
kinds of experiences. In order to see this, I focus on Husserl’s views on the contrast between 
human beings and animals as well as his views on the practical possibilities in our acts that 
are found in his later C-manuscripts. Through examining the implications of these views, 
it is demonstrated that there are various forms of unthematic relationships to others in the 
course of our lives. Based on the considerations above, I try to clarify structural issues with 
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（6） Das Problem der Transzendenz bei Heidegger: Die doppelte Transzendenz und ihre Tragweite

Das Problem der Transzendenz bei Heidegger: 
Die doppelte Transzendenz und ihre Tragweite

Yuto KANNARI
(Teikyo-Universität)

Das Ziel dieser Abhandlung ist die Erläuterung des Begriffs der Transzendenz bei Heidegger.
In der Vorlesung „Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang vom Leibniz“ 

(GA26), wird die Transzendenz „auf dem ganzen Weg der Untersuchung immer als zentral“ 
(GA 26, 214) in Sein und Zeit (1927) bezeichnet. Nach Heidegger ist die Transzendenz so 
wichtig, dass „[d]ie Analyse der Angst (§ 40), die Probleme von Dasein, Weltlichkeit und 
Realität, ebenso auch die Auslegung des Gewissens und der Begriff des Todes, alle […] der 
fortschreitenden Herausarbeitung der Transzendenz“(ebd.) dienen. Es ist jedoch nicht immer 
klar, was Heidegger mit Transzendenz meint, und gibt diverse Interpretationen.

Im ersten Abschnitt behandle ich die Unterscheidung zwischen dem klassischen Problem 
der Transzendenz und dem Problem der Transzendenz bei Heidegger in Sein und Zeit. Im 
zweiten Abschnitt greife ich dann die Diskussion der Transzendenz in der Leibniz-Vorlesung 
auf und kontrastiere sie mit Husserls Intentionalität, um Heideggers Transzendenzbegriff 
herauszustellen, der sich von dem in Sein und Zeit unterscheidet. Daraus lässt sich ableiten, 
dass das Verhältnis der Transzendenz der metaphysischen Periode (1927–30) zur Transzendenz 
in Sein und Zeit als Hinzufügung eines neuen Gesichtspunktes betrachtet wird, d. h. die 
Aneignung der Welt durch die Überwindung des „Seienden im Ganzen“ (der Natur), das 
nicht innerweltlich ist.

Im dritten Abschnitt greife ich Heideggers Selbstkritik am Begriff der Transzendenz in 
Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis) (GA65) auf. Es wird geklärt, dass der „Streit“ zwischen 
Welt und Erde die Entwicklung der „Überwindung“ in der metaphysischen Periode ist.

（7）Am I speaking when I think?　—— On the Concept of Husserl᾽s “Monologue” ——

Am I speaking when I think?
—— On the Concept of Husserl’s “Monologue” ——

Takashi KYONENYA
(Hosei University)

Thinking is not inner speaking. It is not because thinking is done without words. There are 
words that are not merely uttered in the thinking process, but constitute the very act of thinking 
itself––which is called “inner speech” ––, but that can never be speech, which will be argued 
in this paper.

In the first half of this paper, the focus is on Husserl’s specification of “monologue” in the 
first investigation of Logical Investigation, which does not have the function of “announcement 
(Kundgabe)”. If this thesis is correct, then “monologue” can no longer mean, contrary to 
Husserl’s self-diagnosis, that there is an “I” as a speaker in the mind and this person speaks 
something (we call this “imagined speech”). Therefore, we specify the essence of inner speech 
as the sole representation of the words, which lacks the representation of the speaker in general.

For this reason, this paper defends Husserl against Derrida᾽s criticism in Voice and 
Phenomenon, which states that “voice” (which is an alias for “monologue”) also has an 
indexical function same as speech. Nevertheless, it is precisely this absence of the announcement 
that is a good illustration of the Derridean nature of voice. Thus, the lack of representation 
of the speaker is a consequence of my inability to see the self, which is the origin of the 
voice. The second half of the paper discusses this non-presence of the voice, using the grammar 
of speech balloons in manga as a clue.
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（4） Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: From the Viewpoint of Intentional Objects

Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: 
From the Viewpoint of Intentional Objects

Kentaro OZEKI
(Keio University)

This study purports a unifying view of the ontology of mathematics and fiction presented in 
Husserl’s 1894 manuscript “Intentional Objects” [Intentionale Gegenstände] in relation to 
his theory of manifolds. In particular, I clarify that Husserl’s argument supposes deductive 
systems of mathematical theories and fictional work as well as their “correlates,” which 
are mathematical manifolds in the former cases. This unifying view concretizes the concept of 
manifolds as an ontological concept that is not bound to mathematics. Although mathematical 
and fictional objects differ in whether they are purely formal or materially filled, the concept 
of manifolds can be extended to admit materially filled objects, thus encompassing the two 
into the unitary theory of manifolds. By contrast, reviewing the subsequent developments of 
Husserl’s theory of manifolds naturally leads to restricting its concept to be strictly formal. 
This notion is consistent with the view that describes manifolds as forms of worlds and 
states of affairs; however, I suggest that the concept of the manifold is more fundamental 
than the concept of the world and state of affairs. 

（5）Violence du langage et violence du silence

Violence du langage et violence du silence

Keisuke KATO
(Kansai University of International Studies)

Jacques Derrida a donné des statuts différents à la « violence originaire » dans son œuvre 
De la grammatologie et dans son essai « Violence et métaphysique ». Dans le premier, la 
première violence consiste en la violence originaire du langage ou de l’archi-écriture. Dans 
le dernier, le discours « originairement violent » résiste à la violence absolue du silence qui 
lui précède. Ici, on essaye d’éclaircir ce que ces statuts différents signifient.

« La déconstruction de la métaphysique de la présence » que Derrida propose dans De 
la grammatologie radicalise la notion saussurienne du signe et applique la structure du signe 
non seulement aux champs de la langue ou du signe en général, mais aussi à l’expérience en 
général. Donc « il n’y a pas de hors-texte ». Ce qui existe et a un sens se construit déjà par la 
structure du signe, de la « différance » et de l’archi-écriture. La violence qui est donnée comme 
violence à l’expérience dérive donc de la violence originaire du langage et de l’archi-écriture.

Mais « la violence absolue » dans « Violence et métaphysique » se définit comme « la 
violence du silence primitif et pré-logique » ainsi que « le rien ou le non-sens purs ». Cette 
violence indique la possibilité de l’existence d’éléments « hors-texte ». 

現象学年報37号.indb   150 2021/11/04   14:42:57



（4） Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: From the Viewpoint of Intentional Objects

Husserl’s Theory of Manifolds and Ontology: 
From the Viewpoint of Intentional Objects

Kentaro OZEKI
(Keio University)

This study purports a unifying view of the ontology of mathematics and fiction presented in 
Husserl’s 1894 manuscript “Intentional Objects” [Intentionale Gegenstände] in relation to 
his theory of manifolds. In particular, I clarify that Husserl’s argument supposes deductive 
systems of mathematical theories and fictional work as well as their “correlates,” which 
are mathematical manifolds in the former cases. This unifying view concretizes the concept of 
manifolds as an ontological concept that is not bound to mathematics. Although mathematical 
and fictional objects differ in whether they are purely formal or materially filled, the concept 
of manifolds can be extended to admit materially filled objects, thus encompassing the two 
into the unitary theory of manifolds. By contrast, reviewing the subsequent developments of 
Husserl’s theory of manifolds naturally leads to restricting its concept to be strictly formal. 
This notion is consistent with the view that describes manifolds as forms of worlds and 
states of affairs; however, I suggest that the concept of the manifold is more fundamental 
than the concept of the world and state of affairs. 

（5）Violence du langage et violence du silence

Violence du langage et violence du silence

Keisuke KATO
(Kansai University of International Studies)

Jacques Derrida a donné des statuts différents à la « violence originaire » dans son œuvre 
De la grammatologie et dans son essai « Violence et métaphysique ». Dans le premier, la 
première violence consiste en la violence originaire du langage ou de l’archi-écriture. Dans 
le dernier, le discours « originairement violent » résiste à la violence absolue du silence qui 
lui précède. Ici, on essaye d’éclaircir ce que ces statuts différents signifient.

« La déconstruction de la métaphysique de la présence » que Derrida propose dans De 
la grammatologie radicalise la notion saussurienne du signe et applique la structure du signe 
non seulement aux champs de la langue ou du signe en général, mais aussi à l’expérience en 
général. Donc « il n’y a pas de hors-texte ». Ce qui existe et a un sens se construit déjà par la 
structure du signe, de la « différance » et de l’archi-écriture. La violence qui est donnée comme 
violence à l’expérience dérive donc de la violence originaire du langage et de l’archi-écriture.

Mais « la violence absolue » dans « Violence et métaphysique » se définit comme « la 
violence du silence primitif et pré-logique » ainsi que « le rien ou le non-sens purs ». Cette 
violence indique la possibilité de l’existence d’éléments « hors-texte ». 

現象学年報37号.indb   151 2021/11/04   14:42:57



（2）
Significance of Feminist Phenomenology: Conducting Examinations 

by Using Yumiko Ehara’s Approach toward Experience

Significance of Feminist Phenomenology: 
Conducting Examinations by Using Yumiko 
Ehara’s Approach toward Experience

Hitomi NAKAZAWA
(Nihon University)

The purpose of this report is to refer to the works of Yumiko Ehara to describe the significance 
of feminist phenomenology.

In all her works to date, Ehara has consistently put great emphasis on women’s 
experience narratives. The reason for the emphasis is her belief that the mechanism of social 
oppression and the function of power can be brought to light critically only in the description 
of individual experiences. Similarly, feminist phenomenology also attempts to describe 
women’s personal experiences in a narrow sense, critically precipitating how social perceptions 
and norms involved in women’s experiences persist. In addition to this, feminist phenomenology 
exhorts women to be aware of the problems in their experiences and shape the foothold of 
resistance through such awareness. This viewpoint of feminist phenomenology and that of 
Ehara can be said to have overlaps.

Ehara thinks that emphasizing personal experience is important for feminism. Feminism 
protests the power that disapproves women being the main actors or invalidates women’s 
opinions, regardless of the occasion being private or public. Such power equates the 
descriptions of women’s personal experiences with chitchats that do not lead to any substantive 
social criticism, which in turn leads to it not trusting women as the main actors. This is 
tantamount to once again making the experiences that have been invalidated inconsiderable, 
denying the power of feminism itself. This perspective of Ehara is also important for considering 
the significance of feminist phenomenology. 

（3）
Why Is the Description of Experience Critical?: 

A Reply to Various Criticisms of Feminist Phenomenology

Why Is the Description of Experience Critical?: 
A Reply to Various Criticisms of Feminist 
Phenomenology

Shojiro KOTEGAWA
(Kokugakuin University)

In response to the criticisms that have been levelled at the feminist phenomenology, this 
paper addresses these questions: ‘in which respects is feminist phenomenology important?’ 
‘how can feminist phenomenology have an ethical significance?’ I will examine how feminist 
phenomenology, which describes the experience of ‘women’, can be critical of existing 
gender norms without regarding experience as uncontestable evidence nor falling into 
essentialism. Through these reflections, I shall show that feminist phenomenology is not 
just an application of phenomenology, but an essential part of what keeps phenomenology 
phenomenological.
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（1）“Experiences of Women” and “Feminist Phenomenology”

“Experiences of Women” and “Feminist 
Phenomenology”

Yumiko EHARA
(Tokyo Metropolitan University)

Feminist phenomenology aims to describe “women’s experience”. So what is “women’s 
experience”? In this paper, we consider “women’s experience” from the perspective of the 
gender identity of the person who experiences it, from the perspective of the gender role of 
the experience content, and from the perspective of physical experience.

現象学年報37号.indb   154 2021/11/04   14:42:58



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
）

現象学年報37号.indb   155 2021/11/04   14:42:58



研
究
奨
励
賞
に
つ
い
て

本
学
会
で
は
、
若
手
研
究
者
を
対
象
と
し
た
「
研
究
奨
励
賞
」
が
設
け
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
二
〇
一
二
年
の
設
置
以
来
、
本
賞
は
こ
れ
ま
で
合
計
八
編
の
論
文
に

贈
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
委
員
会
に
よ
る
協
議
の
結
果
、
本
年
度

は
「
該
当
論
文
な
し
」
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

編
集
後
記

『
現
象
学
年
報
』
第
三
七
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
号
の
巻
頭
特
集
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
は
何
を
も
た
ら
し
う
る
か
」
は
、

本
学
会
の
歴
史
上
は
じ
め
て
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
な
っ
た
第
四
二
回
研
究
発
表

大
会
に
お
け
る
、
同
タ
イ
ト
ル
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
ご
論
考

を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
江
原
由
美
子
先
生
、
中
澤
瞳
先
生
、
小
手
川
正
二
郎
先
生

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
も
連
動
し
た
男
女
共
同
参

画
・
若
手
研
究
者
支
援
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「『
身
体
を
引
き
受
け
る
』
を
引
き
受

け
る
︱
︱
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
現
象
学
の
展
開
」
に
つ
い
て
、
赤
坂
辰
太
郎
先

生
に
報
告
文
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
同
大
会

で
は
二
年
ぶ
り
に
公
募
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
三
村
尚
彦
先
生
に
よ
る
報
告
「
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間

論
の
『
現
在
』」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
先
行
き
不

透
明
な
状
況
を
う
け
、
第
四
二
回
研
究
大
会
に
は
北
欧
現
象
学
会
か
ら
の
ス
ピ
ー

カ
ー
派
遣
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
遠
隔
地
か
ら
の
参
加
が
容
易

に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
企
画
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
文
章
を
後
の
時
代
に
読
ん
で
い
る
方
に
は
少
し
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
は
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
く
ら
い
先
の

見
通
し
が
わ
か
ら
ず
、
多
く
の
人
が
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
の
で
す
。
と
い

う
わ
け
で
、
残
念
な
が
ら
本
号
に
は「
特
別
講
演
」
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
せ
ん
。

長
年
︱
︱
と
い
う
の
が
大
袈
裟
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
始
ま
っ
た
大
会
が
日
本
現

象
学
会
で
の
は
じ
め
て
の
発
表
の
場
だ
っ
た
大
学
院
生
が
編
集
委
員
長
に
な
る
程

度
の
年
月
︱
︱
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
伝
統
が
次
々
号
あ
た
り
か
ら
復
活
す
る

こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

個
人
研
究
論
文
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
投
稿
論
文
全
一
六
篇
か
ら
厳
正
な
審
査
に

よ
っ
て
選
ば
れ
た
優
秀
論
文
六
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

エ
ッ
セ
イ
二
篇
は
ど
ち
ら
も
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
呉
羽
真

先
生
に
は
コ
ロ
ナ
禍
の
大
学
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
つ
い
て
、
技
術
哲
学

的
な
考
察
を
交
え
つ
つ
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
張
政
遠
先
生
に
は
香
港
の
状

況
に
つ
い
て
、
福
島
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
論
じ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
号
に
は
書
評
が
四
篇
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
橋
詰
史
晶
先
生
に
は
、
松
田
智

裕
氏
著
『
弁
証
法
、
戦
争
、
解
読
』
を
、
西
條
玲
奈
先
生
に
は
、
稲
原
美
苗
氏
ほ

か
編
著
『
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
現
象
学
入
門
』
を
、
宮
原
克
典
氏
に
は
、
酒
井
麻
衣
子

氏
著
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
』
を
、
そ
し
て
陶
久
明
日
香
先
生
に
は
小

平
健
太
氏
著
『
ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
の
芸
術
哲
学
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ

評
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
方
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ま
た
こ
こ
で
、
西
條

先
生
に
は
非
会
員
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
書
評
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
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と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
本
誌
で
は
こ
れ
か
ら
も
、
書
評
欄
を
よ
り
充

実
し
た
も
の
に
す
べ
く
、
工
夫
を
重
ね
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

さ
て
、
印
刷
版
の
『
現
象
学
年
報
』
を
す
べ
て
の
会
員
に
配
布
す
る
の
は
、
今

号
を
も
っ
て
お
し
ま
い
と
な
り
ま
す
。
最
近
そ
の
負
の
側
面
が
話
題
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
九
〇
年
代
の
雑
誌
文
化
に
触
れ
な
が
ら
育
ち
、
い
ま
も
古
本
屋
と
中
古
レ

コ
ー
ド
屋
を
混
ぜ
た
よ
う
な
匂
い
が
す
る
（
ら
し
い
︱
︱
本
人
に
は
そ
う
な
の
か

よ
く
分
か
ら
な
い
）
部
屋
で
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
身
と
し
て
は
、
紙
の
雑
誌

が
こ
う
や
っ
て
ま
た
ひ
と
つ
な
く
な
る
こ
と
に
、
寂
し
さ
を
覚
え
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
多
く
の
人
が
（
も
ち
ろ
ん
私
も
）
た
い
て
い
の
場
合
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
論
文

を
読
む
こ
の
ご
時
世
に
、
会
費
の
値
上
げ
を
し
て
ま
で
紙
メ
デ
ィ
ア
に
こ
だ
わ
り

つ
づ
け
る
こ
と
は
、
学
問
の
発
展
と
い
う
公
益
に
仕
え
る
こ
と
を
目
的
の
一
部
と

し
た
学
会
に
ふ
さ
わ
し
い
決
断
で
は
ど
う
や
ら
な
さ
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

前
回
大
会
時
の
総
会
で
今
回
の
決
定
に
承
認
い
た
だ
い
た
会
員
の
み
な
さ
ま
に
も

ご
理
解
い
た
だ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
国
会
図

書
館
な
ど
へ
の
納
本
の
た
め
に
、
印
刷
版
『
年
報
』
は
引
き
続
き
極
少
数
発
行
す

る
予
定
で
す
。
ま
た
こ
の
機
会
を
い
か
し
て
、
希
望
す
る
会
員
の
皆
様
に
は
実
費

相
当
額
を
ご
負
担
い
た
だ
い
た
上
で
次
号
以
降
の
印
刷
版
『
年
報
』
を
お
届
け
す

る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
も
現
在
検
討
中
で
す
。
続
報
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

本
号
の
版
下
作
成
と
印
刷
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
書
籍
印
刷
の
宮
田
末
男
氏
に

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
前
号
の
編
集
後
記
に
記
し
た
よ
う
に
、
宮
田
氏
に
は
昨

年
の
『
現
象
学
年
報
』
の
困
難
か
ら
私
た
ち
編
集
委
員
一
同
を
救
っ
て
い
た
だ
い

た
わ
け
で
す
が
、
今
号
で
も
、
迅
速
で
行
き
届
い
た
お
仕
事
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
印
刷
版
の
配
布
終
了
後
も
、
宮
田
氏
お
よ
び
大
阪
書
籍
印
刷
に
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ

制
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

前
号
の
編
集
後
記
で
も
簡
単
に
触
れ
ま
し
た
が
、『
現
象
学
年
報
』
は
今
回
の

も
の
に
加
え
て
も
う
ひ
と
つ
、
大
き
め
の
変
化
の
機
会
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
は

ず
で
す
。
引
き
続
き
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

（
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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兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
六
甲
台
町
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神
戸
大
学
人
文
学
研
究
科　

中
真
生
研
究
室

　

E-m
ail: paj-offi

ce@
pa-j.jp

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://pa-j.jp/

　
（
入
会
申
込
書
は
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
能
で
す
。）
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