
第
一
章　

実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

　

本
章
で
は
、
実
在
に
つ
い
て
哲
学
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
、
そ
の
な
か
で
も
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は

ど
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
展
開
し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
実
在
あ
る
い
は
実
在
性

と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
意
味
の
言
葉
な
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
し
て
お
こ
う
。

一　

実
在
と
い
う
言
葉

　

実
在 　

―
―　

い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
か
。
紀
元
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
（B

C
428/7

 
 
     
―348/7

 
     
）

が
永
遠
普
遍
の
知
と
し
て
イ
デ
ア
を
希
求
し
て
以
来
、
愛
知
と
し
て
の
哲
学
の
中
で
実
在
は
さ
ま
ざ
ま
に
問
題
に
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
た
の
か
。
哲
学
が
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
展

開
し
て
い
く
近
世
の
初
頭
、
デ
カ
ル
ト
（159

   6  
―1650

 
   
）
は
『
省
察
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
問
う
。

（
１
）
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「...    .  　
物
質
的
モ
ノ
に
つ
い
て
何
か
確
実
な
こ
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か....

    　
。
何
か
そ
の
よ
う

な
モ
ノ
が
私
の
外
に
存
在
（existere

        
）
す
る
の
で
あ
ろ
う
か....

     　
」。

こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
物
質
的
モ
ノ
の
在
り
方
（
存
在
様
式
、
存
在
性
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

物
質
的
モ
ノ
は
「
私
の
外
」
に
、
つ
ま
り
私
の
心
の
働
き
に
は
依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
で
独
立
に
存
在
し
て
い
る
の

か
。
こ
の
問
い
を
も
っ
て
哲
学
の
中
に
物
体
の
存
在
性
を
問
う
物
体
の
実
在
性
の
問
題
が
生
じ
た
。
こ
こ
で
、
デ
カ
ル

ト
が
物
質
的
モ
ノ
（res

m
aterialis

     
         
）
と
言
っ
て
い
る
ラ
テ
ン
語
のres

   
（
レ
ー
ス
）
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
触
れ
て
お

こ
う
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
実
在
あ
る
い
は
実
在
性
と
い
う
言
葉
は
、
翻
訳
語
と
し
て
ラ
テ
ン
語

のres

 
  

に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

res

   

は
、
通
例
、
英
語
で
はthing

 
    
（
も
の
）
が
当
て
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
物
質
的
な
も
の
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
そ

れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
や
こ
と
を
表
し
て
お
り 
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
、
物
質
だ
け
で
な
く
精
神
も
ま
た
、
思
考
す

る
モ
ノ
（res

cogitance

             
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
で
は
、res

 
  

が
物
や
者
ば
か
り
か
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
表
す

こ
と
を
顧
慮
し
て
、
片
仮
名
の
「
モ
ノ
」
を
当
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
てres

 
  

の
形
容
詞
がrealis

       
（
レ
ア
リ
ス
、

英real

 
   
）
で
あ
り
、
抽
象
名
詞
がrealitas

 
       
（
レ
ア
リ
タ
ー
ス
、
英reality

 
      
）
で
あ
る
。
今
日
、
哲
学
の
中
で
は
通
例
、

前
者
のrealis

 
     

に
「
実
在
的
」、
後
者
のrealitas

 
       

に
「
実
在
・
実
在
性
」
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
実
在
性

と
は
翻
訳
語
と
し
て
モ
ノ
の
抽
象
名
詞
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、
実
在
的
お
よ
び
実
在
・
実
在
性
と
い
う
流
布
し

た
訳
語
と
並
ん
で
、
そ
れ
がres

 
  
（
モ
ノ
）
の
形
容
詞
で
あ
り
抽
象
名
詞
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
た
こ
の
観
点

を
強
調
し
た
い
と
き
、「
モ
ノ
的
」
お
よ
び
「
モ
ノ
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
し
よ
う
。
モ
ノ
的
と
は
、
モ
ノ

（
２
）

（
３
）
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１　実在という言葉

の
形
容
詞
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
単
純
に
「
モ
ノ
の
、
モ
ノ
に
固
有
の
、
モ
ノ
に
本
質
的
な
、
な
ど
」
を
意
味
す

る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
鉛
筆
が
黒
色
で
、
黒
色
は
こ
の
鉛
筆
と
い
う
モ
ノ
に
固
有
の
性
質
で
あ
れ
ば
、
黒
色
は
こ
の
モ

ノ
の
モ
ノ
的
性
質
で
あ
る
。
そ
し
て
モ
ノ
性
と
は
、
モ
ノ
の
抽
象
名
詞
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、「
モ
ノ
の
モ
ノ
的

な
固
有
性
、
本
質
性
、
存
在
性
、
な
ど
」
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
鉛
筆
が
黒
色
で
あ
る
こ
と
が
鉛
筆
と
い
う

モ
ノ
に
固
有
な
性
質
で
あ
れ
ば
、「
鉛
筆
が
黒
色
で
在
る
こ
と

機

機

機

機

機

機

機

」
は
「
鉛
筆
と
い
う
モ
ノ
の
モ
ノ
性

機

機

機

」
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
黒
色
は
鉛
筆
と
い
う
モ
ノ
に
固
有
な
性
質
で
は
な
く
て
光
の
屈
折
に
よ
る
現
象
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
れ

ば
、
黒
色
は
鉛
筆
の
モ
ノ
的
性
質
で
は
な
く
、
鉛
筆
が
黒
色
で
在
る
こ
と
は
鉛
筆
の
モ
ノ
性
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
モ
ノ
的
と
い
う
言
葉
は
、
西
洋
中
世
後
期
ス
コ
ラ
哲
学
の
中
で
、
人
間
の
思
考
に
よ
る
主
観
的
な
も
の

を
表
す
志
向
的
（intentionalis

             
）
の
対
立
概
念
と
し
て
、
思
考
に
は
依
存
し
な
い
モ
ノ
の
固
有
性
・
存
在
性
を
示
す

哲
学
用
語
と
し
て
形
成
さ
れ 
、
か
く
し
て
西
洋
近
世
哲
学
に
入
っ
て
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
私
の
外
の
物
質
的
モ
ノ
の
在

り
方
が
物
質
的
モ
ノ
の
モ
ノ
性
の
問
題
と
し
て
、
つ
ま
り
外
界
あ
る
い
は
物
体
の
実
在
性
の
問
題
と
し
て
生
じ
た
。

　

今
日
、
日
本
に
お
い
てrealis

      

お
よ
びrealitas

        

と
い
う
語
に
実
在
的
お
よ
び
実
在
・
実
在
性
と
い
う
訳
語
を
当
て
て

い
る
場
合
に
も
、
日
本
語
の
実
在
性
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
、
当
の
モ
ノ
が
単
な
る
夢
や
空
想
と
し
て
で
な
く

実
際
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、
存
在
の
仕
方
と
し
て
、
つ
ま
り
当
の
モ
ノ
の
存
在
性
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
理
解
で

き
よ
う 
。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
生
じ
た
物
体
の
実
在
性
の
問
題
と
は
、
物
質
的
モ
ノ
が
私
の
思
考
の
中
だ
け

機

機

機

機

機

機

に
存
在
す
る

機

機

機

機

機

単
な
る
思
考
の
産
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
私
の
外
に

機

機

機

機

、
し
た
が
っ
て
私
の
思
考
に
は
依
存
し
な
い
で
独
立

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

に
存
在
し
て
い
る

機

機

機

機

機

機

機

の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
実
在
性
は
、
物
体
の
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
い
う

（
４
）

（
５
）
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意
味
で
理
解
さ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
、
当
初
か
らreality

       

に
実
在
・
実
在
性
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

明
治
に
入
っ
て
西
洋
哲
学
を
受
容
す
る
過
程
で
、
井
上
哲
次
郎
は
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
編
ん
だ
『
哲
學
字

彙
』
の
中
で
、R

eal
 
   
に
「
眞
實
」、R

eality

 
      

に
「
實
体
、
眞
如
」
と
い
う
訳
語
を
挙
げ
、
そ
こ
に
「
起
信
論
」
か
ら

「
當
知
一
切
法
不
可
説
、
不
可
念
、
故
名
爲
眞
如
」
と
い
う
一
文
を
引
い
て
い
る 
。
西
洋
近
世
哲
学
の
始
ま
り
に
お
い

て
デ
カ
ル
ト
が
物
質
的
モ
ノ
に
関
し
て
問
題
に
し
た
モ
ノ
性
は
、
日
本
に
あ
っ
て
、「
實
体
」
そ
し
て
「
眞
如
」
と
い

う
意
味
合
い
で
受
容
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
、
西
田
幾
多
郎
（187

   0  
―1945

 
   
）
は
「
實
在
に

就
い
て
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
眞
の
實
在
と
は
如
何
な
る
者
な
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ 
」。

こ
こ
で
彼
は
「
眞
の
實
在
」
と
い
う
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
モ
ノ
性
を
問
題
に
し
た
私
の
外
の
物
質
的
モ
ノ
で
は

な
く
、
私
の
外
と
内
、
あ
る
い
は
主
と
客
、
そ
の
よ
う
な
「
主
客
の
未
た
分
か
れ
ざ
る
獨
立
自
全
の
眞
實
在
」
こ
そ

「
攻
究
」
し
よ
う
と
し
た 
。
そ
し
て
実
在
あ
る
い
は
真
実
在
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て

求
め
ら
れ
た
永
遠
普
遍
の
イ
デ
ア
と
し
て
の
存
在
を
名
指
す
翻
訳
語
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る 
。
こ
こ
で
は
実

在
は
、
物
質
的
モ
ノ
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
逆
に
非
物
質
的
・
非
感
覚
的
な
永
遠
普
遍
の
存
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
、
イ
デ
ア
を
求
め
た
愛
知
と
し
て
の
哲
学
は
実
在
を
求
め
る
学
で
あ
る
と
い
う
哲
学
観
さ
え
形
成
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
実
在
と
い
う
言
葉
に
は
、
真
実
、
実
体
、
真
如
、
そ
し
て
イ
デ
ア
の
も
つ
永
遠
普
遍
性
な
ど
の

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）
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１　実在という言葉

意
味
も
含
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る 
。

　

そ
し
て
普
遍
的
存
在
に
関
し
て
も
、
そ
の
存
在
性
は
哲
学
の
中
で
問
題
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
こ
の
鉛
筆
や
こ
の
人

な
ど
の
個
物
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
「
鉛
筆
」
や
「
人
間
」
と
い
う
種
概
念
や
類
概
念
な
ど
の
普
遍
は
、
個

物
に
先
立
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在

機

機

機

機

機

機

機

機

機

（
実
在
）
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
い
く
つ
か
の
個
物
を
思
考
に
よ
っ
て
抽
象
し

た
後
で
得
ら
れ
た
単
な
る
名
前
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
普
遍
の
実
在
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
中
世
に

お
け
る
普
遍
論
争
と
し
て
実
念
論
（realism

       

）
と
唯
名
論
（nom

inalism

   
       

）
の
間
で
典
型
的
に
生
じ
た
。
そ
し
て
近

世
に
入
っ
て
私
の
外
の
物
質
的
モ
ノ
の
存
在
性
の
問
題
が
、
物
体
あ
る
い
は
外
界
の
実
在
性
の
問
題
と
し
て
デ
カ
ル
ト

に
お
い
て
典
型
的
に
生
じ
、
実
在
論
（realism

       

）
と
観
念
論
（idealism

        

）
の
間
で
論
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
我
の

存
在
は
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
在
り
」
と
い
う
直
観
に
お
い
て
明
晰
判
明
に
現
前
し
、
し
た
が
っ
て
直
接
的
な
自
己
確

実
性
を
獲
得
す
る
の
に
対
し
て
、
我
以
外
の
物
体
、
我
の
外
の
世
界
は
、
我
の
存
在
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
自
体

機

機

機

機

で
存
在

機

機

機

（
実
在
）
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
我
の
心
に
依
存
す
る
表
象
と
か
観
念
と
い
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
こ

こ
で
は
実
在
と
い
う
言
葉
は
、
イ
デ
ア
の
も
つ
永
遠
的
普
遍
的
存
在
性
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
の
外
の
物
体
の
存

在
性
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
物
体
の
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
実
在
性
と
い
う
言
葉
は
、
哲
学
の
中
で
も
問
題
の
文
脈
に
応
じ
て
多
様
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
し
か

も
、
日
本
に
お
い
て
は
明
治
初
頭
に
当
て
ら
れ
た
訳
語
「
實
体
」「
眞
如
」
そ
し
て
「
眞
實
在
」
と
い
う
語
に
含
ま
れ

た
意
味
合
い
も
絡
み
合
い
、
ま
た
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
は
ラ
テ
ン
語
のrealitas

 
       
（
モ
ノ
性
）、
そ
し
て
こ
れ
に
由
来

す
る
英
語
のreality

 
      

や
ド
イ
ツ
語
のR

ealität

 
       

な
ど
、
各
々
の
言
語
の
中
で
醸
造
さ
れ
る
意
味
合
い
も
縺
れ
合
っ
て
お

り
、
そ
の
意
味
は
容
易
に
は
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
。
加
え
て
、
今
日
語
ら
れ
て
い
る
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ（
Ｖ
Ｒ
）

（　

）
１０
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あ
る
い
は
仮
想
現
実
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
自
体
が
造
語
で
あ
る
英
語
のvirtualreality

 
              

の
片
仮
名
表
記
あ
る
い
は

翻
訳
語
で
あ
る 
。
し
か
も
こ
れ
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
中
に
流
布
し
、
片
仮
名
で
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
言

葉
に
は
、
哲
学
に
限
定
さ
れ
た
「
実
在
」
の
意
味
で
は
覆
い
切
れ
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
、

「
あ
の
映
画
は
あ
ま
り
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
」
な
ど
。

　

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
こ
う
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
モ
ノ
の
抽
象
名
詞
で
あ
る 
モ

ノ
性
が
哲
学
の
中
で
問
題
に
な
っ
て
以
来
、
実
在
と
い
う
こ
と
で
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て

そ
も
そ
も
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　

実
在　

―
―　

日
常
の
中
で

　

実
在
と
い
う
言
葉
は
多
様
に
語
ら
れ
、
多
様
な
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
縺
れ
た
糸
を
解
き
ほ

ぐ
す
た
め
に
も
、
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
に
お
い
て
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、

こ
の
点
か
ら
立
ち
入
っ
て
い
こ
う
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
中
で
実
在
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
上
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
も

そ
も
実
在
と
い
う
言
葉
さ
え
、
日
常
的
に
よ
く
使
わ
れ
る
馴
染
み
の
あ
る
言
葉
で
は
な
い
。
比
較
的
よ
く
見
聞
き
す
る

言
い
回
し
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
ろ
う
。

（　

）
１１
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「
こ
の
ド
ラ
マ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
実
在
の
人
物
、
団
体
、
等
と
は
い
っ
さ
い
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
実
在
の
人
物
」
あ
る
い
は
「
実
在
の
団
体
」
と
は
、「
現
実
（
実
際
）
に
存
在
し
て
い
る
人

物
」
あ
る
い
は
「
現
実
（
実
際
）
に
存
在
し
て
い
る
団
体
」
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
の
日
常
で
は
、「
実
在
」
は
、「
現
実
（
実
際
）
に
存
在
す
る
」
と
い
う
「
現
実
存
在
」
と
同
義
的
に
理
解
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
ろ
う 
。
つ
ま
り
、
実
在
と
は
現
実
存
在
と
い
う
存
在
の
あ
る
一
つ
の
様
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
何
ら
か
の
仕
方
で
存
在
し
て
も
、
現
実
（
実
際
）
に
は
存
在
し
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た

と
え
ば
、
一
角
獣
は
童
話
の
中
で
あ
れ
ば
存
在
す
る
が
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
、
一
角
獣
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
っ
て
実
在
し
な
い
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
〜
が
存
在
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
か
ら

す
れ
ば
、
現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
で
も
「
〜
が
存
在
す
る
」
の
主
語
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

に
挙
げ
ら
れ
る
主
語
の
中
の
あ
る
特
定
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
、「
実
在
す
る
」
と

言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
を
顧
慮
す
れ
ば
、
現
実
で
あ
れ
、
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
あ
れ
、
さ
ら
に
は
あ
る
理
論

の
中
で
あ
れ
、
存
在
す
る
（
存
在
し
た
、
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
）
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
主
語
に
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
物
、

人
物
、
団
体
、
事
件
、
歴
史
、
ま
た
一
角
獣
や
神
々
、
そ
し
て
素
粒
子
、
さ
ら
に
は
仮
象
や
嘘
、
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る

め
て
「
存
在
す
る
も
の
」
つ
ま
り
「
存
在
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
存
在
者
と
い
う
言
葉
の
か
な
り
広

い
使
い
方
と
な
ろ
う
。
要
す
る
に
、
無
の
ほ
か
は
、
つ
ま
り
、
非
存
在
者
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
存
在
者
で
あ
る
。
こ
れ

は
あ
と
一
歩
進
め
ば
、
端
的
な
非
存
在
者
で
あ
る
無
さ
え
も
、
存
在
者
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
境
界
づ
け
る
、
い
わ

（　

）
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ば
境
界
線
と
し
て
、
存
在
者
の
側
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
（188

   9  
―1976

 
   
）
に
見
出

さ
れ
る
が 
、
こ
の
よ
う
に
存
在
者
と
い
う
言
葉
の
最
広
義
の
使
い
方
に
従
え
ば
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
中
で
は
も
う
答
え
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
す
る
と
は
、

存
在
者
と
見
な
さ
れ
る
も
の
の
中
の
あ
る
も
の
が
現
実
（
実
際
）
に
存
在
す
る
こ
と
を
い
う
。

　

以
上
は
、
い
か
な
る
仕
方
で
あ
れ
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
も
の
の
領
域
を
ま
ず
開
い
て
お
い
て
、
そ
の
中
か
ら
、

あ
る
特
定
の
在
り
方
を
し
た
存
在
者
、
す
な
わ
ち
現
実
（
実
際
）
に
存
在
す
る
も
の
を
拾
い
上
げ
る
、
と
い
う
答
え
方

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
存
在
者
の
領
域
が
か
な
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
は
存
在
者
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
も
の
ま
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ま
っ
さ
き
に
無
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
た
し
か
に
あ
る
言
語
で
は
日
常
的
な
語
り
の
中
で
「
無
、
非
存
在
者
、
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
も
の

（
英nothing,

          
独N

ichts

  
     
）」
に
つ
い
て
、
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
た
カ
ル
ナ
ッ
プ
（189

   1  
―

1970

    
）
は
次
の
例
を
挙
げ
て
い
る 
。

ａ　

外
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
外
に
は
何
も
な
い
。 

 

　
　
　
（
独　

W
as
ist
drauß

en?
D
rauß

en
ist
nichts.

 
            
     
    
              
） 

  

　
　
　
（
英　

W
hat
is
outside?

N
othing

is
outside.

 
                 
                  
） 

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
外
に
は
何
も
な
い

機

機

機

機

」
は
、
さ
ら
に
、
直
訳
調
で
書
き
換
え
て
い
け
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

（　

）
１３

（　

）
１４
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ｂ　

外
に
は
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
も
の

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

が
存
在
す
る
。 

 

ｃ　

外
に
は
無機

が
存
在
す
る
。

か
く
し
て
無
が
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
無
つ
ま
り
非
存
在
者
は
存
在
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

こ
の
奇
妙
な
書
き
換
え
は
否
定
辞
「
な
い
（
英not,

 
    
独nicht

 
    
）」
か
ら
名
詞
「
無
（
英nothing,

 
        
独N

ichts

  
     
）」
が

造
ら
れ
、
こ
の
名
詞
が
動
詞
「
存
在
す
る
」
の
主
語
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
言
語
上
の
事
情
に
よ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
外
に
は
何
も
な
い
」
は
言
語
的
に
別
の
書
き
換
え
も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
ろ
う
。

ｄ　

す
べ
て
の
或
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
或
る
も
の
は
外
に
な
い
。 

 

　
　
　
（

x

 
 

〜

F
(x)

 
   
） 

ｅ　

あ
る
或
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
或
る
も
の
は
外
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
。 

 

　
　
　
（
〜 ��

x  F
(x)

 
   
）

わ
れ
わ
れ
が
日
常
、「
外
に
は
何
も
な
い
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
か
を
探
し

て
外
に
出
て
数
え
挙
げ
て
み
た
ら
零
個
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
（184

   8  
―1925

 
   
）
が
存
在
と
数
を
類
比
的
に
捉

え
て
い
る
の
に
従
え
ば
、
無
と
は
零
の
こ
と
で
あ
り
、
存
在
す
る
と
は
零
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る 
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
何
か
を
存
在
す
る
と
見
な
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
何
か
を
動
詞
「
存
在
す
る
」

（　

）
１５
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の
主
語
に
立
て
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
存
在
者
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
右
の
流
儀
で
存
在
者
の
領
域

を
狭
め
て
い
け
ば
、
嘘
や
普
遍
な
ど
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
本
来
は
、
そ
し
て
第
一
次
的
に
は
存
在
者
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

ｆ　

彼
の
話
に
は
嘘
が
存
在
す
る
。

こ
の
文
は
、

ｇ　

彼
は
話
の
中
で
嘘
を
つ
い
た
。

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
存
在
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
嘘
で
は
な
く
彼
で
あ
る
。
本
来
的
に
、
そ
し
て
第

一
次
的
に
、
彼
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
彼
の
話
し
に
関
し
て
「
嘘
が
存
在
す
る
」
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
嘘
が

存
在
す
る
が
ゆ
え
に
彼
が
嘘
を
つ
い
た
の
で
は
な
い
。
基
に
な
る
の
は
彼
で
あ
り
、
嘘
は
そ
れ
に
付
帯
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

　

要
す
る
に
、
も
う
そ
れ
以
上
他
の
も
の
に
付
帯
し
な
い
も
の
、「
基
に
あ
る
も
の
（u+p      okeivmenon

          ,subject

         
）」
で

あ
っ
て
「
付
帯
す
る
も
の
」
と
な
ら
な
い
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
「
主
語
（u+p      okeivmenon

          ,subject

         
）」
と
な

る
の
み
で
「
述
語
」
と
は
な
ら
な
い
も
の
、
こ
れ
こ
そ
が
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」、
本
来
的
に
、
そ
し
て
第
一

次
的
に
存
在
者
と
見
な
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
実
体
（oujsiva

       

,   
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substance
         
）
で
あ
り
、
例
と
し
て
あ
る
特
定
の
人
間
や
あ
る
特
定
の
馬
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る 
。
す
な
わ
ち
、「
こ

れ
」
あ
る
い
は
「
あ
れ
」
と
言
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
、
こ
の
意
味
で
あ
れ
こ
れ
個
々
の
も
の
、
個
物
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
見
て
き
た
「
無
が
存
在
す
る
」
の
書
換
え
の
例
（
ｄ
お
よ
び
ｅ
）
の
よ
う
に
、
最
終
的
に
主
語
と
な
っ

て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
は
「
或
る
も
の
（x  
）」
で
あ
ろ
う 
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ま
ず
言
語
的
な
側
面
か
ら
最
終

的
に
主
語
に
な
る
も
の
を
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
存
在
者
的
側
面
、
つ
ま
り
、
基
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て

の
基
体
（subject

       
）
を
ま
ず
捉
え
、
そ
こ
か
ら
言
語
的
な
主
語
（subject

       
）
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
存
在
者
の
領
域
を
あ
れ
ほ
ど
広
げ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
存
在
者
の
領

域
を
開
い
た
上
で
実
在
の
も
の
を
拾
い
上
げ
る
と
い
う
手
続
き
そ
の
も
の
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
直

接
、
実
在
の
も
の
へ
立
ち
向
か
え
ば
よ
い
。
そ
れ
は
、
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
、
基
体
、
代
名
詞
な
ど

で
指
示
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
個
物
な
の
だ
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
よ
く
合
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
た

と
え
言
語
的
に
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
が
最
終
的
に
「
或
る
も
の
（x  
）」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
存

在
者
的
に
わ
れ
わ
れ
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
人
で
あ
り
、
あ
の
人
で
あ
り
、
こ
の
物
で
あ
る
。
ま
た
、
か
り
に

一
角
獣
の
話
を
し
て
も
、
そ
れ
を
存
在
者
と
し
て
数
え
上
げ
て
こ
の
人
や
あ
の
人
と
同
じ
よ
う
に
付
き
合
う
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
普
遍
と
し
て
の
貨
幣
が
存
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
の
こ
の
貨
幣
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
日
々
の
生
活
を
う
ま
く
や
っ
て
い
け
な
い
。
同
様
に
、
こ
の
万
年
筆
が
あ
る
分
子
構
造
か
ら
で
き
て
い
た
と
し
て

も
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
、
文
字
を
書
く
の
は
こ
の
万
年
筆
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
分
子
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

が
関
わ
っ
て
い
る
こ
の
現
実
の
個
物
、
実
際
に
目
の
前
に
あ
る
個
々
の
も
の
、
そ
れ
が
実
在
の
も
の
な
の
だ
。
実
在
す

る
と
は
、
個
物
と
し
て
現
実
（
実
際
）
に
存
在
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
に
は
も
う
異
論
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
え

（　

）
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る
。
実
在
、
い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
か
。

三　

実
在
と
モ
ノ　

―
―　

哲
学
の
中
で

　

実
在
を
現
実
（
実
際
）
の
存
在
と
理
解
し
、
こ
れ
を
介
し
て
実
在
の
も
の
を
個
物
に
求
め
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

日
常
の
中
で
の
実
在
と
い
う
言
葉
遣
い
に
適
っ
て
い
る
よ
う
見
え
る
。
し
か
し
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
は

た
し
て
そ
れ
は
実
在
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
ど
の
程
度
ま
で
汲
み
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
た

と
え
ば
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
在
と
い
う
言
葉
に
イ
デ
ア
の
も
つ
永
遠
普
遍
の
存
在
性
が
含
意
さ
れ
る
と
き
、
事

態
は
ま
っ
た
く
逆
転
し
て
理
解
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
に
お
い
て
実
在
と
さ
れ
た

あ
れ
こ
れ
の
個
物
が
生
成
消
滅
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
実
在
の
も
の
（
実
際
に
存
在
す
る
も
の
）
は
実
在
（
永
遠
普

遍
の
存
在
）
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
永
遠
普
遍
の
イ
デ
ア
を
実
在
と
し
て
求
め
た
哲
学
は
、
日

常
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
し
く
逆
転
し
た
世
界
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
次
の
よ
う
に
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
の
中
で
は
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
い
く
ら
か
言
葉
の
由
来
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
本
章
一
で
見
た
よ
う
に
、
実
在
あ
る
い
は
実
在
性
と
い
う

言
葉
は
ラ
テ
ン
語
のres

 
  
（
モ
ノ
）
に
由
来
し
て
い
た
。
こ
の
形
容
詞
のrealis

 
     
（
モ
ノ
的
）
に
実
在
的
、
抽
象
名
詞
の

realitas

        
（
モ
ノ
性
）
に
実
在
あ
る
い
は
実
在
性
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
〈
モ
ノ 
― 
モ
ノ
的 
― 
モ
ノ
性
〉
と
い
う
連
関
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
内
実
を
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
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も
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
中
で
辿
り
着
い
た
実
在
の
も
の
、
す
な
わ
ち
個
物
に
即
し
て
捉
え
て
み
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、

実
在
に
つ
い
て
い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
か
を
見
届
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
哲
学
の
領
域
で
物
質

的
モ
ノ
の
モ
ノ
性
が
問
題
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
（163

   2  
―1704

 
   
）
を
中
心
に
し
て
見
て
い
こ
う 
。

　

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
実
在
の
も
の
を
求
め
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
第
一
義
的
な
存
在
と
し
て
の
実
体
概
念
に

行
き
着
い
た
が
、
こ
の
実
体
概
念
は
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
に
も
流
れ
込
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
で
は
、

「
実
体
と
は
存
在
す
る
た
め
に
他
の
何
者
を
も
必
要
と
し
な
い
で
存
在
す
る
モ
ノ 
」
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
で
は
、「
わ
れ
わ

れ
が
実
体
と
い
う
語
で
意
味
し
て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
が
基
体
と
か
支
持
体
と
し
て
い
る
モ
ノ
（thin

    g   
）」
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
付
帯
的
な
も
の
の
基
に
あ
る
と
い
う
基
体
性
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
存
立
の
た
め
に
は
他
に
依

存
し
な
い
と
い
う
独
立
性
・
自
体
性
、
さ
ら
に
は
付
帯
的
な
も
の
が
変
化
し
て
も
基
に
あ
る
モ
ノ
は
恒
存
的
で
あ
る
と

い
う
恒
存
性
、
し
た
が
っ
て
そ
の
存
在
は
疑
い
え
な
い
と
い
う
真
実
性
が
含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

実
体
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
神
、
物
体
、
精
神
、
で
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
は
、
両
者
に
お
け
る
実
体
の
定
義
は
類
似
し
て
い
て
も
、
そ
の
定
義
を
満
た
す
も
の
に
個
物
が
挙
げ
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
「
こ
の
パ
ソ
コ
ン
」
と
言
っ
て
個
物
を

指
し
示
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
れ
が
、「
良
く
見
な
さ
い
！
」

と
言
っ
て
特
定
の
形
や
広
が
り
の
あ
る
モ
ノ
、
あ
る
い
は
、「
こ
れ
だ
よ
！
」
と
手
で
触
っ
て
固
さ
を
感
じ
る
モ
ノ
、

そ
う
し
た
モ
ノ
で
あ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
が
言
う
物
体
に
近
づ
い
て
く
る
。

　

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
「
物
体
（corpus

      
）」
と
は
「
広
が
り
の
あ
る
モ
ノ
（res

extens

          a   
）」
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
に

と
っ
て
物
体
と
は
「
固
く
、
し
た
が
っ
て
部
分
に
分
割
可
能
な
凝
集
と
、
衝
撃
に
よ
っ
て
運
動
を
伝
達
す
る
力
能
の
あ

（　

）
１８

（　

）
１９

（　

）
２０

（　

）
２１
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る
モ
ノ 
」
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
っ
て
個
物
が
質
料
と
形
相
と
の
合
成
体
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

デ
カ
ル
ト
は
、
質
料
的
側
面
を
抽
象
し
た
形
相
的
側
面
か
ら
、
し
か
も
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
特
定
の
形
を
抽
象
し
た
広

が
り
一
般
と
い
う
、
知
性
に
の
み
訴
え
ら
れ
る
側
面
か
ら
物
体
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
形
相

化
さ
れ
た
質
料
的
側
面
か
ら
、
し
か
も
固
さ
と
い
う
触
覚
に
訴
え
ら
れ
る
側
面
か
ら
物
体
を
規
定
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
ロ
ッ
ク
の
規
定
は
、
固
さ
の
あ
る
凝
集
と
い
う
、
触
覚
を
通
し
た
抵
抗
感
覚
に
訴
え
て
い
る
点
で
、
わ
れ
わ
れ
が
日

常
の
中
で
経
験
す
る
個
物
に
良
く
適
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
物
体
が
特
定
の
性
質
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
特
定
の
性
質
を
介
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
と
し
て
の
物
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る 
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
そ
れ
は
広
が
り
で
あ
り
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
そ
れ
は
固
く
て
部
分
に
分
割
可
能
な
凝
集
と

力
能
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
そ
れ
は
、
物
体
に
固
有
で
物
体
か
ら
分
離
不
可
能
な
性
質
を
指
す
。
そ
れ
は
ま

た
実
体
の
属
性
（
主
要
属
性 
）
と
も
呼
ば
れ
た
。
か
く
し
て
こ
こ
に
一
つ
の
枠
組
み
が
現
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
物
体
（
実
体
） 
― 
そ
れ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
性
質
（
主
要
属
性
）〉
と
い
う
連
関
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か

ら
、〈
モ
ノ 
― 
モ
ノ
的
〉
の
内
実
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

物
体
に
は
そ
れ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
性
質
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
モ
ノ
に
は
モ
ノ
に

固
有
な
性
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
「
モ
ノ
的
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、「
モ

ノ
の
」、「
モ
ノ
に
固
有
の
」、「
モ
ノ
が
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
よ
り
厳
格
に
言
え
ば
「
モ
ノ
に
固
有

で
分
離
不
可
能
な
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
モ
ノ
的
な
性
質
は
モ
ノ
の
側
に
あ
る
性

質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
活
動
の
対
象
と
な
っ
て
も
そ
れ
に
は
左
右
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

（　

）
２２

（　

）
２３

（　

）
２４
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て
わ
れ
わ
れ
の
思
考
活
動
に
は
非
依
存
的
に
存
在
す
る
。
こ
こ
か
ら
、realitas

 
       
（
モ
ノ
性
）
の
翻
訳
語
と
し
て
の
実
在

あ
る
い
は
実
在
性
に
は
、
人
間
の
思
考
活
動
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
が
含
意
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
個
物
の
形
や
色
、

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
の
言
う
広
が
り
や
固
さ
も
、
日
常
的
に
見
れ
ば
、
モ
ノ
に
固
有
な
性
質
で
あ
り
、
こ
の
意

味
で
モ
ノ
的
（
実
在
的
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
個
物
の
否
定
や
個
物
相
互
の
関
係
、
さ
ら
に
は
空
想
の
産
物
は
、

思
考
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
思
考
に
依
存
し
て
お
り
、
モ
ノ
的
（
実
在
的
）
で
は
な
い
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
日
常
で
は
同
義
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
実
在
的
と
現
実
的
の
区
分
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
モ
ノ
的
（
実
在
的
）
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
現
勢
的
・
現
実
的
だ
と
は

か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
潜
勢
的
・
可
能
的
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
た
と
え
ば
、
砂
糖
に
と
っ
て
溶
解
は
モ
ノ

的
（
実
在
的
）
性
質
で
あ
る
が
、
砂
糖
を
水
な
ど
に
入
れ
な
い
で
空
気
中
に
置
い
て
お
く
か
ぎ
り
現
実
的
で
な
く
、
潜

勢
的
・
可
能
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、「
実
在
す
る
」
と
「
現
実
に
存
在
す
る
」
は
同
義
的
で
は
な
い
。

実
在
的
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
実
在
的
は
、
思
考
活
動
（
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
な
ど
）
と
の
対
置
の
中
で
語
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、
現
実
的
・
現
勢
的
は
可
能
的
・
潜
勢
的
と
の
対
置
の
中
で

語
ら
れ
る
用
語
で
あ
る 
。
日
常
で
は
こ
の
区
別
が
曖
昧
で
、
実
在
と
現
実
は
同
義
的
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に

実
在
的
で
あ
り
か
つ
現
実
的
な
モ
ノ
は
あ
る
が
、
し
か
し
双
方
は
概
念
的
に
慎
重
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
在
と
現
実
に
つ
い
て
本
書
で
考
え
て
い
く
さ
い
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
こ
の
点
を
銘
記
し
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
モ
ノ
的
な
性
質
が
分
離
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
と
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ラ
テ
ン
語
で
言
わ
れ
るres

 
  
（
モ
ノ
）
は
単
に
物
体
的
な
モ
ノ
の
み
な
ら
ず
、
精
神
も
ま
た
モ
ノ
で
あ
り
、
事

物
、
事
件
、
環
境
、
状
態
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
モ
ノ
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
で
は
、
実
体
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

（　

）
２５
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物
体
は
広
が
り
の
あ
る
モ
ノ
で
あ
り
、
精
神
は
思
考
す
る
モ
ノ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
は
、
デ
カ
ル
ト
に
先
立

つ
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
中
で
、
善
、
真
、
一
、
或
る
も
の
、
と
並
ん
で
存
在
の
普
遍
性
を
表
す
最
も
普
遍
的
な
概
念
に

数
え
ら
れ
た 
。
そ
れ
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
基
体
・
主
語
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
述
語
づ
け
（kathgorei:n

           

カ
テ
ー
ゴ

レ
イ
ン
）
を
整
理
区
分
し
て
、
実
体
・
性
質
・
量
・
関
係
な
ど
、
八
あ
る
い
は
十
の
範
疇
・
カ
テ
ゴ
リ
ー（kathgoriva

          

カ
テ
ー
ゴ
リ
ア 
）
を
挙
げ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
下
に
も
包
摂
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
も
超

え
た
超
越
概
念
、
つ
ま
り
、
も
は
や
そ
れ
に
対
し
て
は
述
語
づ
け
が
不
可
能
な
概
念
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
関
し
て
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
色
白
で
在
る
」
と
述
語
づ
け
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
真
理
に
関
し
て
「
真
理
は
色

白
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
づ
け
は
も
と
よ
り
、
人
間
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
述
語
づ
け
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
真
理
と
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
述
語
づ
け
は
不
可
能
で
あ
り
、
可
能
な
の
は
、「
〜
は
真
理
で

あ
る
」
と
い
う
言
表
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
超
越
概
念
と
し
て
の
モ
ノ
は
、
何
性
（quiditas

        
）
か
ら
規
定
さ

れ
て
い
る 
。
つ
ま
り
、「
こ
れ
は
何
で
在
る
か
？
」
と
い
う
問
い
の
答
え
と
な
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
何
性
か
ら
規

定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
モ
ノ
は
モ
ノ
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
モ
ノ
に
お
い
て
は
、
そ
の
存
在
は
そ
の
本
質
か
ら
規
定

さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
本
質
に
規
定
さ
れ
た
存
在
は
被
造
界
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
物
も
モ
ノ
の
一
つ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
の
言
う
実
体
と
し
て
の
物
体
も
モ
ノ
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
実
体
と
し
て
の
物
体
の
モ
ノ
的
な
性
質
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
は
依
存
し
な
い
で
物
体
の

側
に
あ
る
性
質
の
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
は
、〈
モ
ノ 
― 
モ
ノ
的
性
質
〉
は
と
り
わ
け
〈
実
体 
― 
主
要
属
性
あ
る
い
は

根
源
的
特
性
〉
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
モ
ノ
が
超
越
概
念
と
し
て
「
モ
ノ
と
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う

定
義
に
よ
る
述
語
づ
け
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
定
義
に
よ
っ
て
モ
ノ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は

（　

）
２６

（　

）
２７

（　

）
２８
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デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
実
体
が
モ
ノ
的
性
質
の
側
か
ら
し
か
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
点
を
銘
記
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
で
は
、〈
モ
ノ 
― 
モ
ノ
的
〉
に
対
し
て
モ
ノ
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉

で
は
実
在
な
い
し
実
在
性
は
、
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
り
、
ま
た
そ
の
と
き
モ
ノ
性
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
個
物
と
し
て
の
モ
ノ
、
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
の
触
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
ロ
ッ
ク
的
な

観
点
か
ら
の
物
体
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

四　

モ
ノ
の
モ
ノ
性　

―
―　

哲
学
の
迷
路

（
一
）
問
い
の
出
発
点 
― 
思
考
の
枠
組
み

　

ま
ず
、
物
体
の
実
在
性
が
問
題
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
を
出
発
点
に
し
て
、
次
の
よ
う
な
場
面
を
想
定
し
て
み
よ
う
。

あ
る
技
師
が
精
巧
な
機
械
を
考
案
し
、
そ
れ
を
実
際
に
作
っ
た
と
し
よ
う
。
私
は
実
物
を
見
な
が
ら
そ
の
技
師
か

ら
説
明
を
受
け
、
実
際
に
動
か
し
て
み
る
。
後
日
、
そ
の
機
械
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
が
、
な
か
な
か
う
ま

く
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
実
物
を
見
た
り
触
れ
た
り
し
て
私
が
心
に
受
け
取
っ
た
あ
の
感
覚
的
な
印
象
の
う
ち
、

あ
る
も
の
は
生
気
を
失
っ
て
薄
ぼ
ん
や
り
と
し
、
あ
る
も
の
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
﹇
以
上
、

要
約 
﹈。

（　

）
２９
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こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
実
物
を
前
に
し
て
一
定
の
形
を
見
た
り
、
そ
れ
に
触
れ
て
硬
い
と
感
じ
た
り
す
る
、
そ
う
し
た

精
神
の
特
定
の
働
き
方
、
デ
カ
ル
ト
の
表
現
を
使
え
ば
「
思
考
の
形
相
（cogitationis

form

                 

a   
）」、
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
心
の
働
き
と
共
に
心
の
中
に
与
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
感
覚
的
な
像
や
色
そ
し
て
肌
触
り
な
ど
、
し
か
も
後
日

に
な
っ
て
も
記
憶
と
し
て
心
の
中
に
残
っ
て
い
る
も
の
な
ど
、
ロ
ッ
ク
の
規
定
を
使
え
ば
「
心
が
思
考
に
お
い
て
従
事

で
き
る
も
の 
」、
こ
れ
ら
を
彼
ら
の
言
葉
に
倣
っ
て
観
念
（idea

    
）
と
呼
ぼ
う
。
そ
こ
で
各
々
の
観
念
を
比
較
し
て
み

れ
ば
、
実
物
を
前
に
し
た
と
き
の
観
念
の
方
が
、
後
日
思
い
浮
か
べ
た
と
き
の
観
念
よ
り
も
完
全
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

そ
の
機
械
に
つ
い
て
技
師
が
持
っ
て
い
る
観
念
の
方
が
私
の
持
っ
て
い
る
観
念
よ
り
も
完
全
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
な

に
よ
り
も
完
全
な
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
実
物
と
し
て
の
機
械
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
比
較
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
で
も
よ
く
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
事
例
で
暗
に
前
提
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

明
瞭
に
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
で
導
入
さ
れ
て
い
る
観
念
と
は
、
実
物
の
こ
と
で
は
な
く
、
実
物
と
は

異
な
っ
て
思
考
の
形
相
あ
る
い
は
精
神
が
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
精
神
活
動
に
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

も
し
精
神
が
存
在
し
な
け
れ
ば
観
念
は
霧
散
し
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
観
念
は
、
精
神
に
非
依
存
的
に
精
神
の
外

に
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
こ
の
意
味
で
実
在
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
精
神
の
中
に
存
在

し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
物
体
の
実
在
性
の
問
題
に
直
面
す
る
。
す
な
わ
ち
、
観
念
が
心

の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
思
考
が
従
事
し
て
比
較
し
う
る
も
の
が
観
念
で
あ
れ
ば
、
観
念
を
心
の

中
に
引
き
起
し
た
と
思
わ
れ
る
モ
ノ
は
心
の
外
に
、
心
に
は
非
依
存
的
に
存
在
（
実
在
）
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

総
じ
て
、
心
の
外
は
、
外
界
は
、
物
体
は
、
実
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
問
い
の
出
発
点
で
あ
る
。

　

し
か
も
こ
の
問
い
は
、
心
に
観
念
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
出
発
点
に
し
て
、
そ
れ
を
引
き
起
し
た
モ
ノ
へ

（　

）
３０

（　

）
３１
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遡
っ
て
い
く
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
枠
組
み
と
し
て
表
記
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、〈
我 
― 
観
念 
― 
物
体
〉

と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
銘
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は
、
我
か
ら
観
念
を
介

し
て
物
体
へ
遡
る
と
い
う
方
向
性
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
観
念
を
通
し
て
そ
の
外
を
透
か
し
見
る
と
い
う
や
り
方
で
、

設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
我 
― 
観
念 
― 
物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
出
発
点
に
な
る
の

は
、
ど
こ
ま
で
も
、
我
の
存
在
に
関
し
て
は
決
し
て
疑
い
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、
ゆ
え

に
我
在
り
」
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
す
べ
て
を
疑
う
懐
疑
の
直
中
で
、
そ
の
よ
う
に
疑
っ
て
い
る
我
の
存
在
の
自
己
確

実
性
を
獲
得
し
た
の
に
対
し
て
、
つ
ま
り
「
我
在
り
」
が
ほ
か
な
ら
ぬ
我
そ
れ
自
身
の
意
識
活
動
に
疑
い
え
な
い
も
の

と
し
て
明
晰
判
明
に
現
前
し
て
く
る
の
に
対
し
て
、
我
以
外
の
モ
ノ
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
我
の
存
在
の
自

己
確
実
性
か
ら
見
た
と
き
、
我
以
外
の
モ
ノ
（
物
体
）
の
存
在
は
確
実
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
物
体
は
私
の
心
の
中

に
あ
る
単
な
る
主
観
的
な
観
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
心
に
依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
と
し
て
存

在
（
実
在
）
し
て
い
る
モ
ノ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
体
が
実
在
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
示

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）
一
つ
の
答
え
、
あ
る
い
は
迷
路

　

も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
個
々
の
事
物
が
存
在
す
る
こ
と
は
私
の
意
識
に
、
直
接
、
現
前
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
同
じ
く
日
常
経
験
に
依
拠
す
る
な
ら
、
た
と
え
実
物
は
大
き
く
て
も
遠
く

に
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
近
く
の
小
さ
い
も
の
よ
り
も
小
さ
く
見
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
双
方
の
見
え
、
私
に
与
え
ら
れ
て

い
る
感
覚
的
な
見
え
は
、
た
と
え
ば
私
の
机
の
上
に
あ
る
目
前
の
パ
ソ
コ
ン
の
ほ
う
が
太
陽
よ
り
も
大
き
い
。
要
す
る



に
、
五
感
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
は
、
モ
ノ
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
モ
ノ
の
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
か

く
し
て
モ
ノ
と
我
と
の
間
に
観
念
が
介
在
し
〈
我 
― 
観
念 
― 
物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
出
発
点

が
確
実
な
我
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
物
体
の
実
在
性
を
求
め
る
問
い
も
、
ま
ず
は
我
の
心
の
中
に
あ
る
観
念
に

向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
の
中
で
ど
の
観
念
が
外
の
物
体
の
観
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば

一
角
獣
の
観
念
は
、
思
考
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
私
の
目
の
前
に

あ
る
パ
ソ
コ
ン
の
色
や
熱
さ
や
固
さ
の
観
念
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
こ
そ
私
の
外
の
物
体
の
モ
ノ
的
性
質
の
観

念
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る 
。
す
な
わ
ち
、
私
が
火
か
ら
ほ
ど
よ
く
離
れ
て
い
れ
ば
暖
か
い
と
い
う
観

念
を
持
つ
が
、
火
の
中
へ
手
を
入
れ
れ
ば
ち
り
ち
り
と
し
た
痛
み
の
観
念
さ
え
持
つ
。
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、

そ
れ
に
対
応
す
る
性
質
を
物
体
の
側
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
熱
さ
は
モ
ノ
的
性
質
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
火
そ
の
も
の
が
暖
か
さ
と
同
様
に
痛
み
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
か

と
い
っ
て
こ
の
種
の
観
念
は
、
空
想
の
産
物
、
単
に
主
観
的
な
も
の
だ
と
も
言
え
な
い
。

　

か
く
し
て
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
す
る 
。
物
体
は
、
そ
れ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
モ
ノ
的
性
質
の
観

念
を
私
の
心
に
引
き
起
こ
す
と
共
に
（
第
一
次
性
質
）、
そ
れ
が
私
の
感
官
に
働
き
か
け
る
さ
い
に
変
容
し
て
あ
る
種

の
観
念
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
し
た
力
能
を
も
持
っ
て
い
る
（
第
二
次
性
質
）。
前
者
の
第
一
次
性
質

に
は
広
が
り
や
固
さ
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
観
念
が
モ
ノ
的
な
観
念
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
観
念
に
対
応
す
る
性
質
は
、

物
体
の
側
に
あ
り
、
モ
ノ
的
性
質
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
第
二
次
性
質
に
は
暖
か
さ
と
か
痛
さ
、
色
や
音
の

観
念
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
念
も
、
そ
れ
を
私
の
心
の
中
に
引
き
起
こ
し
た
原
因
が
第
二
次
性
質
と
し
て
モ
ノ
の
側

（　

）
３２

（　

）
３３
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に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
思
考
に
は
依
存
し
な
い
観
念
、
モ
ノ
的
な
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
次
性
質
と
は
異
な
っ
て
、

こ
れ
ら
の
観
念
に
対
応
す
る
熱
さ
と
か
色
と
い
う
性
質
を
物
体
の
中
に
求
め
て
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

物
体
が
色
や
痛
さ
を
物
体
に
固
有
な
性
質
と
し
て
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

か
く
し
て
、
物
体
が
実
在
す
る
こ
と
を
求
め
る
道
は
、
空
想
的
な
観
念
を
排
除
し
、
そ
し
て
観
念
を
選
別
し
て
モ
ノ

的
な
観
念
に
い
た
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
選
別
し
て
今
や
、
モ
ノ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
モ
ノ
的
性
質
（
第
一
次
性

質
）
に
い
た
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
物
体
の
実
在
性
へ
の
問
い
と
は
、
物
体
が
単
な
る
観
念
で
は
な
く
、
我
に
非
依

存
的
な
モ
ノ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の 
証 
を
求
め
た
、
モ
ノ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
モ
ノ
的
性
質
へ
の
問
い
で

あ
か
し

あ
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
終
着
点
つ
ま
り
モ
ノ
と
し
て
の
物
体
そ
の
も
の
へ
直
接
向
か
お
う
と
す
る
と
き
、

次
の
よ
う
な
問
い
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
体
そ
の
も
の
の
観
念
は
心
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
た
し
か
に
、
色
や
形
あ
る
い
は
固
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
物
体
そ
の

も
の
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
も
し
物
体
そ
の
も
の
の
観
念
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
は
た
し
て
物
体
は
実
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
物
体
は
単
な
る
名
と
し
て
思
考
に
依
存
し
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
思
考
と
は
独
立
に
存
在
し
て
い
る
モ
ノ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
私
の
外
の
モ

ノ
（
物
体
、
外
界
）
は
実
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
、
物
体
に
不
可
分
な
モ
ノ
的
性
質
の
観
念
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
物
体
が
実
在
し
て

い
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
バ
ー
ク
リ
ー
（168

   5  
―1753

 
   
）
は

ロ
ッ
ク
の
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
と
の
区
分
さ
え
否
定
し
、
こ
の
主
張
を
無
効
に
す
る 
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ

が
広
が
り
（
第
一
次
性
質
）
を
知
覚
す
る
と
き
、
広
が
り
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
色
（
第
二
次
性

（　

）
３４



質
）
と
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
色
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
モ
ノ
的
性
質
で
は
な
く
、
観
念

と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
広
が
り
も
ま
た
観
念
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
あ
る
。
第
一
次

性
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
性
質
も
モ
ノ
的
で
は
な
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
外
に
モ
ノ
が
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
に
な
る
。
何
か
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
心
と
は
独
立
に
、
心
の
外
に
実
在
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
知
覚
さ
れ
た
観
念
と
し
て
心
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
端
的
に
言
え
ば
、「
存
在
す
る
と
は

知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（esse

est
percip

               i   
）」。
こ
う
し
て
、
物
体
・
外
界
の
実
在
性
（
モ
ノ
性
）
は
問
い
に
付
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
も
う
一
つ
の
答
え

　

こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
通
例
、
外
界
は
存
在
し
、
個
々
の
事
物
の
観
念
は
外
か
ら
来
る
と
考
え
て
い
る
。
先
に

挙
げ
た
機
械
の
例
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
、
機
械
の
ほ
か
に
、
た
と
え
ば
一
角
獣
の
観
念
や
神
の
観
念

な
ど
を
比
較
検
討
す
る
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
の
機
械
の
観
念
は
外
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
機
械
は
心
の
外
に

存
在
し
、
他
方
で
一
角
獣
の
観
念
は
そ
う
で
は
な
い
、
ま
し
て
神
は....

    　
と
、
ど
う
し
て
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
、
観
念
が
心
の
外
に
存
在
す
る
モ
ノ
か
ら
来

て
い
る
と
す
る
の
は
盲
目
的
な
衝
動
に
よ
る
と
断
じ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
と
「
別
の
道
」
を
も

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
の
存
在
証
明
の
過
程
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
あ
る
モ
ノ
の
観
念
が
私
の
内
に
あ
る
と
き
、
そ
う
し
た
モ
ノ
の
中
で
何
ら
か
の
モ
ノ
が
私
の
外
に
実
在
し
て
い

（　

）
３５
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る
か
否
か
を
探
求
す
る
別
の
道
が
、
な
お
も
私
に
開
け
て
く
る 
」。

デ
カ
ル
ト
が
盲
目
的
な
衝
動
に
よ
る
の
と
は
「
別
の
道
」
を
歩
む
た
め
に
こ
こ
で
導
入
し
て
く
る
考
え
方
が
、「
表
象

（repraesentare

             
）」
と
「
観
念
の
﹇
投
じ
ら
れ
た
﹈
客
体
的
実
在
性
（realitas

objectiva
idea

                       e   
）」
で
あ
る
。

　

表
象
と
は
、
観
念
の
本
質
的
性
質
と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
が
「
暑
い
」
と
「
感
じ

る
」
と
き
、
そ
の
よ
う
に
「
感
じ
る
こ
と
」
と
し
て
の
観
念
は
「
暑
い
（
暑
さ
）」
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
思
考
の

形
相
と
し
て
の
観
念
は
何
ら
か
の
モ
ノ
を
表
す
こ
と
を
本
質
的
性
質
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
観
念
の
客
体
的
実
在

性
」
と
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
私
は
観
念
の
客
体
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
観
念
の
内
に
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
観
念
に
よ
っ
て
表

象
さ
れ
た
モ
ノ
の
存
在
性
（entitas

       
）
の
こ
と
を
理
解
す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
客
体
的
完
全
性
、
あ
る
い
は
客

体
的
技
巧
、
等
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
観
念
の
対
象
の
中
に
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
し
て

い
る
も
の
は
す
べ
て
、
観
念
自
身
の
中
に
﹇
投
じ
ら
れ
て
﹈
客
体
的
に
あ
る
か
ら
で
あ
る 
」。

デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
、
実
在
性
と
い
う
語
で
モ
ノ
の
存
在
性
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
モ
ノ
（res

   
）
に

対
す
る
モ
ノ
性
（realitas

        
）
の
よ
う
に
、
存
在
者
（ens

   
）
に
対
す
る
存
在
性
（entitas

       
）
と
い
う
語
の
連
関
に
な
り
、

観
念
の
実
在
性
と
は
、
観
念
の
中
に
あ
る
か
ぎ
り
で
の
モ
ノ
の
存
在
性
を
、
つ
ま
り
、
モ
ノ
が
表
象
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

り
で
モ
ノ
の
存
在
性
が
観
念
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（　

）
３６

（　

）
３７

（　

）
３８



　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
彼
が
「
観
念
の
対
象
の
中
に
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
、
観

念
自
身
の
中
に
﹇
投
じ
ら
れ
て
﹈
客
体
的
に
あ
る
」
と
言
う
さ
い
に
、「
観
念
の
対
象
」
と
「
観
念
自
身
」
の
関
係
を

実
在
性
を
軸
に
し
て
因
果
的
に
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
結
果
は
自
ら
の
実
在
性
を
、
原
因
か
ら
で
な
い
と
す
る
と
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
得
る
と
い
う
の
か
。
そ
し
て
原

因
は
実
在
性
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
結
果
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
の
か 
」。

　

こ
こ
で
語
ら
れ
る
原
因
と
は
、
物
体
が
心
に
作
用
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
観
念
を
引
き
起
す
（efficiere

         
）
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
作
用
因
（causa
efficiens

               
）」
と
な
る 
。
実
在
性
と
い
う
観
点
か
ら
観
念
と
モ
ノ
と
の
関
係
が
こ
の
よ
う

に
因
果
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
果
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
原
因
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
か
く
し
て
「
観
念
の
客
体
的
実
在
性
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
と
同
じ
実
在
性
を
含
ん
で
い
る
原
因
を
要
求
す
る 
」

の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
観
念
が
実
在
性
（
モ
ノ
性
）
を
持
つ
と
は
、
そ
の
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
思
考
活
動
に

よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
観
念
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
活
動
に
は
依
存
し
な
い
で
存
在
し
て
い
る
モ
ノ
が
原
因
と

な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
受
け
取
っ
た
観
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
原
因
と
な
る
モ
ノ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

　

こ
の
こ
と
は
先
ほ
ど
の
機
械
の
例
に
即
し
て
観
念
の
完
全
性
を
比
較
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
デ
カ
ル
ト

は
そ
の
よ
う
に
比
較
さ
れ
る
観
念
の
完
全
性
を
実
在
性
と
置
き
換
え
て
考
え
る
。
た
と
え
ば
、「
よ
り
完
全
な
も
の
、

（　

）
３９

（　

）
４０

（　

）
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言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
の
う
ち
に
よ
り
多
く
の
実
在
性
を
含
ん
で
い
る
も
の 
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、

さ
き
ほ
ど
見
た
完
全
性
の
比
較
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
技
師
の
持
っ
て
い
る
観
念
は
私
の
持
っ
て
い
る

観
念
よ
り
も
実
在
性
が
多
く
、
つ
ま
り
よ
り
多
く
実
在
的
で
あ
り
、
そ
し
て
最
も
実
在
的
な
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
機
械

そ
の
も
の
、
つ
ま
り
実
在
物
で
あ
る
。
か
く
し
て
観
念
の
客
体
的
実
在
性
を
引
き
起
し
た
物
体
の
実
在
性
は
、「
現
実

的
す
な
わ
ち
形
相
的
な
実
在
性
（realitas

actualis
sive
form

alis

                           
    
）」
と
呼
ば
れ
る
。
観
念
の
客
体
的
実
在
性
は
、
こ

う
し
た
モ
ノ
の
モ
ノ
性
が
観
念
の
中
に
引
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
が
こ
の
機
械
を
間
近
に
見
る
と
き
、

思
考
の
形
相
と
し
て
の
観
念
は
機
械
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
表
象
に
お
い
て
、
観
念
は
自
ら
の
う
ち
に
機

械
の
実
在
性
、
言
い
換
え
れ
ば
モ
ノ
の
存
在
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
物
体
と
観
念
と
の
関
係
に
原
因
と
結
果
の
関
係
を
当
て

は
め
た
と
し
て
も
、
物
体
の
実
在
性
を
示
そ
う
と
す
る
さ
い
に
、
因
果
関
係
に
基
づ
い
て
物
体
の
存
在
を
前
提
に
し
て

し
ま
っ
た
ら
論
点
先
取
の
誤
謬
を
犯
し
て
し
ま
う
。
次
章
で
見
る
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
デ
カ
ル
ト
を
批

判
す
る
点
も
こ
こ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
観
念
相
互
を
比
較
し
て
、
ど
の
観
念
が
よ
り
多
く
実
在
性
を
も
っ
て
い
る
か

を
調
べ
る
と
き
に
、
そ
の
試
金
石
と
し
て
物
体
そ
の
も
の
の
実
在
性
を
観
念
の
原
因
と
し
て
前
提
に
は
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
比
較
で
き
る
の
は
観
念
相
互
で
あ
り
、
観
念
と
物
体
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
し
て
や
そ
の
比
較
に

よ
っ
て
こ
の
観
念
は
物
体
か
ら
来
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
体
が
存
在
す

る
か
ら
こ
の
観
念
に
は
実
在
性
が
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
観
念
に
は
実
在
性
が
あ
る
が
ゆ
え
に
物
体
は

実
在
す
る
、
と
語
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
を

「
表
象
」
と
「
観
念
の
客
体
的
実
在
性
」
と
い
う
用
語
を
駆
使
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

（　

）
４２



ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
の
形
相
と
し
て
持
っ
て
い
る
様
々
な
観
念
（
こ
の
機
械
の
観
念
で
あ
れ
、
一
角
獣
の
観

念
、
あ
る
い
は
神
の
観
念
な
ど
）
は
、
そ
れ
が
思
考
の
形
相
と
い
う
点
で
は
み
な
同
じ
で
あ
る
が
、
各
々
異
な
っ

た
モ
ノ
を
表
象
す
る
と
い
う
点
で
ま
っ
た
く
異
な
る
。
し
か
も
、
あ
る
観
念
が
他
の
観
念
よ
り
完
全
で
あ
る
と
は
、

た
と
え
ば
機
械
に
つ
い
て
技
師
の
観
念
が
私
の
持
つ
観
念
よ
り
完
全
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
よ
り
完
全
に
モ
ノ
を

表
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
完
全
に
モ
ノ
を
表
象
し
て
い
る
と
は

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
そ
の
観
念
が
そ
の
モ

機

機

機

機

機

機

機

機

ノ
の
モ
ノ
性
を
よ
り
完
全
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

。
す
な
わ
ち
、
そ
の
観
念
は
よ
り
完
全
な
客

体
的
実
在
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
観
念
が
よ
り
完
全
に
客
体
的
実
在
性
を
含
ん
で
い
る
と
は

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、

た
と
え
ば
当
の
技
師
が
機
械
の
知
識
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
そ
し
て
そ
の
機
械
の
製
作
に
携
わ
っ

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

て
何
度
と
な
く
機
械
を
見
た
り
動
か
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
そ
う
し
た
こ
と
を
原
因
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
観
念
が
こ
う
し
た
実
在
性
を
持
つ
こ
と
が
、
観
念
が
実
物
の
機
械
を
よ
り
完
全
に
表
象
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
説
明
を
聞
く
と
き
、
そ
の
用
語
に
関
し
て
き
わ
め
て
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
と
同
時
に
、

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
中
で
、
た
と
え
ば
あ
る
人
か
ら
聞
い
た
「
あ
る
話
」
が
「
単
な
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
」
か
「
実
話
」
か
を
判
別
す
る
手
法
に
よ
く
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
話
を
聞

い
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
判
別
す
る
手
法
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
話
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
事
実
を
あ
ら
か
じ

め
前
提
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
判
別
は
論
点
先
取
の
誤
謬
を
犯
す
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
観
念
と
そ
の
モ
ノ
と
の
関
係
を
因
果
的
に
考
え
て
も
、
原
因
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
の

（　

）
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で
は
な
く
、
結
果
か
ら
そ
の
原
因
が
存
在
す
る
か
否
か
を
推
し
量
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
、

人
か
ら
あ
る
話
を
聞
い
た
と
き
、
そ
れ
が
「
よ
り
完
全
に
モ
ノ
を
表
象
し
て
い
る
」
か
否
か
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
日

時
に
不
都
合
は
な
い
か
、
矛
盾
は
な
い
か
、
等
々
、
そ
の
話
の
内
容
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
実

際
に
為
さ
れ
た
こ
と
を
〈
原
因
〉
に
し
た
話
で
あ
る
か
否
か
を
、
つ
ま
り
話
が
真
実
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
。
デ

カ
ル
ト
の
言
う
「
観
念
の
客
体
的
実
在
性
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
話
の
内
容
に
か
か
わ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
実
話
か

を
見
極
め
さ
せ
る
要
素
（
た
と
え
ば
、
話
の
完
全
性
）
に
比
べ
ら
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
中
で
話
の
内
容
か
ら

そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
実
話
か
を
判
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
体
が
実
在
し
て
い
る
か
否
か
は
表
象
の
仕
方
が
よ
り

完
全
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
観
念
の
客
体
的
実
在
性
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
物
体
の
実
在
性
を
求
め
る
一
つ
の
答

え
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
念
の
表
象
と
客
体
的
実
在
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
は
な
る
ほ
ど
外
の
モ
ノ
へ
到
達
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
物
体
が
実
在
す
る
こ
と
の

知機

と
な
り
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
我
か
ら
観
念
を
介
し
て
物
体
に
向
か
う
と
い
う
方
向
性
を
貫
く
か
ぎ

り
、
外
の
世
界
へ
は
、
ど
う
し
て
も
出
ら
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
我 
― 

観
念 
― 

物

体
〉
と
い
う
枠
組
み
で
我
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ
り
、
観
念
に
留
ま
っ
て
そ
の
外
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
先
の
例
で
言
え
ば
、
あ
る
人
か
ら
聞
い
た
話
が
そ
の
内
容
だ
け
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の

か
実
話
な
の
か
判
断
で
き
な
い
事
態
に
比
べ
ら
れ
よ
う
。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
、
よ
く
で
き
た
話
に
は
騙
さ
れ
、
誤
る
こ

と
が
あ
る
。
し
か
も
話
の
真
偽
を
判
定
す
る
基
準
を
心
と
は
独
立
の
物
体
に
求
め
る
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
は
物
体
の
存
在
証
明
に
お
い
て
、「
外
か
ら
」
と
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
て
い
る

機

機

機

機

機

こ
と
を
正
当
化
し



て
知機

の
領
域
に
組
み
入
れ
る
た
め
の
最
終
的
な
根
拠
を
、
神
の
誠
実
さ
に
求
め
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
以
下

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

証
明
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
感
覚
的
な
も
の
の
観
念
と
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
受
動
的
な
力
が
私
の
中
に

あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
そ
う
し
た
観
念
を
引
き
起
こ
し
た
能
動
的
な
能
力
を
も
っ
た
モ
ノ
が
な

け
れ
は
な
ら
な
い
こ
と
が
推
論
さ
れ
る
。
し
か
も
、
感
覚
的
な
も
の
の
観
念
は
外
の
物
質
的
な
モ
ノ
か
ら
来
て
い

る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
心
の
傾
き
が
私
の
中
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
の
存
在
は
神
に
創
造
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
創
造
主
た
る
神
は
誠
実
で
あ
り
私
を
欺
き
は
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
の
物
質
的
モ
ノ
か
ら
来
て
い
る

と
い
う
私
の
心
の
傾
き
は
真
で
あ
り
、
物
質
的
モ
ノ
は
外
に
存
在
す
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。

五　

物
体
の
実
在
性　

―
―　

経
験
の
中
で

　

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
外
界
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

哲
学
が
愛
知
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
知
を
求
め
る
学
問
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
の
事
物
の
存
在
を
「
単
に
信

念
の
う
え
で
し
か
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
の
は
「
哲
学
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
に
な
ろ
う 
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
で
問
題
を
改
め
て
振
返
っ
て
、〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
観
念
の
客
体
的
実
在
性
お
よ

び
表
象
と
い
う
考
え
方
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
体
は
実
在
す
る
と
答
え
る
に
は
ど
の
よ
う
に
考

（　

）
４４
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５　物体の実在性 ― 経験の中で

え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
日
常
か
ら
す
れ
ば
、
物
体
あ
る
い
は
外
界
の
実
在
性
へ
の
問
い
は
、
詰
ま

る
と
こ
ろ
、
通
常
は
実
在
す
る
と
思
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
一
定
の
思
考
様
式
・
枠
組
み
か
ら
す
る
と
実

在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
い
わ
ば
日
常
感
覚
と
特
定
の
思
考
様
式
と
の
間
の
ず
れ
か
ら
生
じ
て
く
る

と
も
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
生
じ
た
問
い
に
対
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
再
び
日
常
の
経
験
へ
わ
れ

わ
れ
を
連
れ
戻
す
方
向
で
答
え
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ず
れ
を
な
く
す
の
で
あ
る
。

　

二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
①
問
い
が
生
じ
て
き
た
〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
を

撤
回
し
、
し
た
が
っ
て
問
い
を
消
去
し
、
別
の
思
考
様
式
の
中
で
問
い
を
立
て
直
す
。
②
そ
の
枠
組
み
の
中
に
留
ま
り

な
が
ら
も
、
日
常
に
回
帰
す
べ
く
思
考
の
道
筋
の
方
向
転
換
を
試
み
る
。
前
者
の
道
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
見
る
こ
と
が
で

き
る 
。
彼
は
〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
あ
る
い
は
端
的
に
〈
主
観 
― 

客
観
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
人
間
を
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
人
間
の
存
在
を
「
世
界 
― 

内 
― 

存
在
」
と
し
て
す
で
に
世
界
へ
、
つ
ま
り
外
へ
出
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
。
そ
れ
と
共
に
、
実
在
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
様
態
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
存
在

一
般
の
意
味
へ
の
問
い
を
提
示
す
る
。
こ
の
道
筋
は
本
書
の
第
三
章
「「
実
在
性
の
問
題
」
に
つ
い
て
」
お
よ
び
第
四

章
「
実
在
性
と
存
在
一
般
」
で
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
本
章
お
よ
び
第
二
章
「
夢
と
現
の
狭
間
」
で
は
、

〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
留
ま
っ
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
日
常
の
経
験
の
中
で
、
モ
ノ
と
の

交
渉
は
や
は
り
何
ら
か
の
仕
方
で
視
覚
や
触
覚
な
ど
の
感
覚
を
介
し
て
い
る
こ
と
は
疑
念
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ロ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
（172

   4  
―1804
 
   
）、
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
（1833

    
―1911

 
   
）
を
経

由
し
な
が
ら
、
物
体
そ
し
て
外
界
が
実
在
す
る
こ
と
の
証
を
求
め
て
み
よ
う
。

　

ロ
ッ
ク
の
答
え
方
は
次
の
通
り
で
あ
る 
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
れ
こ
れ
の
モ
ノ
に
触
れ
て
、
そ
こ
に
固
く
て

（　

）
４６

（　

）
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凝
集
し
た
感
覚
を
持
つ
と
き
、
こ
の
感
覚
が
、
モ
ノ
の
実
在
を
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
。
ロ
ッ
ク
の
見
解
は
わ
れ
わ
れ
の

日
常
経
験
に
良
く
適
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
机
を
ド
ン
と
叩
い
て
、
そ
の
手
ご
た
え
の
中
に
、

私
の
外
の
、
私
な
ら
ざ
る
モ
ノ
の
実
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
事
物
が
我
に
は
非
依
存
的
に
存
在
す
る
こ
と
（
実

在
す
る
こ
と
）
は
感
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
答
え
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
答
え
方
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
の
区
分
に
基
づ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
こ

の
答
え
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
固
さ
な
ど
が
モ
ノ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
モ
ノ
的
性
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
一
見
、
当
た
り
前
の
前
提
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
分
そ
の
も
の
が
バ
ー
ク
リ
ー
に
よ
っ
て

批
判
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
ロ
ッ
ク
は
、
実
体
と
し
て
の
モ
ノ
そ
の
も
の
の
観
念
を
複
合
観
念
と
し
て
説
明
し
よ
う
と

試
み
る 
。
た
と
え
ば
こ
の
鉛
筆
に
関
す
る
色
や
固
さ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
単
純
観
念
は
バ
ラ
バ
ラ
に
四
散
せ
ず
に
一
つ

に
集
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
集
成
は
、
恣
意
的
で
は
な
く
、
こ
の
鉛
筆
と
い
う
モ
ノ
を
基
に
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
て
集
成
さ
れ
た
複
合
観
念
が
鉛
筆
と
い
う
モ
ノ
の
観
念
な
の
だ
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
よ
う
な
複
合
観
念
は
あ
く
ま
で
色
や
固
さ
な
ど
の
観
念
の
集
成
で
あ
り
、
そ
こ
に
物
体
と
し
て
の
モ
ノ
そ
の
も
の
の

観
念
が
新
た
に
付
け
加
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
説
明
も
批
判
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
（164

   6  
―1716

 
   
）
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る 
。
物
体
の
観
念
が
た
と
え
複
合
観
念
と
し
て
説
明
さ
れ
た
と
し
て

も
、
固
さ
や
色
な
ど
の
単
純
観
念
が
モ
ノ
的
と
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
モ
ノ
的
な
観
念
だ
と
は
言
え
な
い
の
だ
。

　

要
す
る
に
、
我
の
存
在
を
ま
ず
確
保
し
、
そ
し
て
固
さ
な
ど
の
感
覚
を
観
念
と
し
て
私
の
心
の
中
に
取
り
込
み
、
さ

ら
に
こ
の
観
念
の
方
か
ら
心
の
外
の
モ
ノ
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
日
常
的
な
感
覚
経
験
を
保
持
し
な
が
ら
モ
ノ
の
実
在
を
首
尾
よ
く
示
す
た
め
に
は
、
我
か
ら
観
念
へ
、

（　

）
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５　物体の実在性 ― 経験の中で

そ
し
て
モ
ノ
へ
、
と
い
う
方
向
と
は
逆
の
方
向
、
つ
ま
り
モ
ノ
を
何
ら
か
の
形
で
前
提
に
し
て
初
め
て
我
の
存
在
の
確

実
性
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
道
筋
、
あ
る
い
は
感
覚
経
験
を
中
心
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
我
へ
い
た
る
と
同
時

に
モ
ノ
へ
い
た
る
と
い
う
道
筋
、
こ
の
二
つ
の
道
筋
を
想
定
で
き
よ
う
。
前
者
に
類
似
し
た
も
の
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
、

後
者
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
在
り
」
と
い
う
意
識
の
内
的
経
験
は
外
的
経
験

を
前
提
に
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。「
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
不
可
疑
な
わ
れ
わ
れ
の
内
的
経
験
で
す
ら
、
外
的
経
験

を
前
提
に
し
て
の
み
可
能
に
な
る 
」。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
の
存
在
の
経
験
的
意
識
そ
れ
自
身
が
、
我
の
外
に
あ
る
モ

ノ
の
実
在
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
骨
子
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
我
在
り
」
と
い
う
場
合
、
我
は
自
ら
を
時
間
の
中
で
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
時
間

規
定
は
、
そ
の
変
化
に
対
し
て
恒
存
的
な
モ
ノ
の
知
覚
を
前
提
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
我
の
内
に
あ
っ
て
我

の
存
在
を
規
定
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
疑
い
に
せ
よ
思
考
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
時
間
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
恒
存
的
な
モ
ノ
の
知
覚
は
我
の
外
の
モ
ノ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。

以
上
の
答
え
方
は
背
理
法
を
使
っ
て
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し
、
我
の
外
の
モ
ノ
、
実
体
と

し
て
の
物
体
、
し
た
が
っ
て
変
化
に
対
し
て
そ
の
基
に
恒
存
的
に
存
在
す
る
モ
ノ
、
こ
う
し
た
モ
ノ
が
な
け
れ
ば
、
我

は
恒
存
的
な
モ
ノ
の
知
覚
さ
え
持
ち
え
な
い
。
と
す
れ
ば
ま
た
、
恒
存
的
な
モ
ノ
に
対
し
て
時
間
的
に
規
定
さ
れ
た
我

の
存
在
の
意
識
さ
え
持
ち
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
我
は
そ
う
し
た
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
の
外
の
モ
ノ

（　

）
５０
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は
実
在
す
る
。

　

し
か
し
以
上
の
論
証
に
は
バ
ー
ク
リ
ー
的
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
恒
存
的
な
モ
ノ
の
知
覚
そ
れ
自
身

が
、
我
の
内
に
あ
る
観
念
で
あ
り
、
こ
の
観
念
に
対
応
す
る
モ
ノ
が
我
の
外
に
実
在
す
る
こ
と
は
何
も
決
定
さ
れ
て
い

な
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
よ
う
。
人
間
に
は
神
の
よ
う
な
能
動
的
な
知
的

直
観
は
な
く
、
受
動
的
な
感
性
的
直
観
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
に
感
覚
を
与
え
る
モ
ノ
は
、
我
の

内
に
我
自
身
が
能
動
的
に
創
造
し
た
の
で
は
な
く
、
我
の
外
に
あ
る
モ
ノ
と
し
て
表
象
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も

こ
の
外
的
直
観
に
よ
る
外
的
経
験
が
、
我
在
り
と
い
う
内
的
経
験
と
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の

こ
の
よ
う
な
答
え
方
は
、
先
の
例
で
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
机
を
ド
ン
と
叩
い
て
痛
い
と
感
じ
る
と
き
、
我

で
は
な
い
モ
ノ
に
よ
っ
て
受
動
的
に
お
こ
さ
れ
た
痛
み
の
経
験
（
外
的
経
験
）
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
の
痛
み
の
経
験
で

あ
り
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
私
が
存
在
す
る
と
い
う
経
験
（
内
的
経
験
）
と
不
可
分
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
内
的
経
験
と
外
的
経
験
の
不
可
分
性
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
、
我
と
物
体
、
内
と
外
と
い
う
二
つ
の
項

が
意
識
に
上
る
以
前
、
つ
ま
り
未
分
化
の
意
識
状
態
に
ま
で
遡
る
道
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
が
こ
れ
で

あ
る 
。
彼
は
そ
う
し
た
意
識
状
態
を
「
心
的
生
（Seelenleben
           

）」
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
衝
動
や
意

欲
な
ど
の
意
志
力
が
充
実
や
満
足
を
求
め
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
い
わ
ば
触
手
を
伸
ば
し
て
い
る
心
的
状
態
の
こ
と
を

い
う
。
た
と
え
ば
乳
児
が
空
腹
の
た
め
に
泣
き
、
母
親
の
乳
房
を
求
め
て
手
を
伸
ば
し
て
い
る
状
態
な
ど
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
生
が
い
ま
だ
自
己
の
生
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
外
の
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
で
は
な
い
他
者
と
し

て
、
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
よ
う
な
主
客
未
分
の
意
識
状
態
を
出
発
点
に
し

て
主
客
の
区
分
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
の
か
を
解
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
心
的
生
に
お
け
る
欲
求
充
足
を
目
指
し

（　

）
５２

第１章　実在するとはどういうことか

32



５　物体の実在性 ― 経験の中で

た
意
志
イ
ン
パ
ル
ス 
に
対
し
て
、
そ
れ
が
あ
る
感
覚
を
介
し
て
阻
ま
れ
た
と
き
、
阻
止
が
意
識
さ
れ
る
。
意
志
イ
ン
パ

ル
ス
と
阻
止
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
状
態
か
ら
抵
抗
経
験 
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
抵
抗
経
験
の
中
で
あ
る
力
が

「
外
的
力
」
と
し
て
現
前
す
る
。
か
く
し
て
「
外
的
力
の
現
前
」
に
よ
っ
て
、
自
己
と
他
者
、
自
己
と
外
界
と
い
う
区

別
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
抵
抗
経
験
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
固
さ
の
感
覚
や
カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性
的
直
観
の
受

動
性
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
、
双
方
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
固
さ
の
感
覚
が
ど
こ
ま
で
も
触
覚
と
い
う
器
官
に

限
ら
れ
た
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
抵
抗
経
験
は
、
感
覚
の
出
現
を
媒
介
に
し
な
が
ら
も
、
意
志
的
志
向

と
そ
れ
に
対
す
る
阻
止
が
意
識
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
供
が
暗
い
部
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
泣
き
叫

び
、
戸
を
ド
ン
ド
ン
叩
い
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
あ
る
人
物
に
出
会
っ
て
衝
撃
を
受
け
る
と
き
、
そ
の
と
き
の
生

の
経
験
の
領
域
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
抵
抗
経
験
の
中
で
初
め
て
、
あ
る
感
覚
を
ほ
か
な
ら
ぬ
「
固
い
感
覚
」
あ
る
い

は
「
ド
ン
ド
ン
と
叩
く
感
覚
」
あ
る
い
は
「
打
ち
の
め
さ
れ
る
感
覚
」
と
し
て
、
特
定
の
意
味
づ
け
を
持
っ
た
感
覚
と

し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

六　

実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

　

さ
て
、
哲
学
の
領
域
の
中
で
い
く
つ
か
の
答
え
方
を
見
て
き
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
我
と
我
以
外
の
モ
ノ
と
の

間
の
感
覚
の
位
置
づ
け
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
我
と
我
以
外
の
モ
ノ
と
の
〈
接
点
〉
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
が
で

（　

）
５３

（　

）
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き
よ
う
。
接
点
と
は
、
我
と
我
以
外
の
モ
ノ
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
同
時
に
別
の
モ
ノ
と
し
て
隔
て
て
い
る
地
点
で
あ

り
、
い
わ
ば
、
我
と
我
以
外
の
モ
ノ
の
い
ず
れ
に
も
属
す
と
同
時
に
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
境
界
線
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
が
我
以
外
の
モ
ノ
に
関
し
て
、
そ
れ
は
実
在
す
る
、
と
言
う
た
め
に
は
、
我
と
モ
ノ
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
同
時
に

隔
て
て
い
る
、
両
者
の
接
点
と
な
る
感
覚
、
そ
し
て
そ
の
感
覚
を
介
し
た
抵
抗
経
験
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ

れ
る
。
受
動
的
な
感
覚
を
介
し
て
私
な
ら
ざ
る
モ
ノ
の
モ
ノ
的
性
質
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
、
や
は
り
そ
れ
は
空

想
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
感
覚
を
惹
起
し
て
い
る
モ
ノ
は
、
抵
抗
経
験
の
中
で
私
で
は
な
い

〈
他
な
る
も
の
〉
と
し
て
出
現
す
る
。

　

か
く
し
て
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
範
を
と
る
な
ら
ば
、
次
の
よ

う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
在
す
る
と
は
私
に
非
依
存
的
に
存
在
す
る
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
が
私
の
受
動
的
な

感
覚
を
介
し
て
、
私
に
抵
抗
経
験
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
い
う
。
抵
抗
経
験
が
実
在
性
経
験
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
答

え
は
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
中
で
は
自
明
で
さ
え
あ
る
。
先
の
日
常
的
な
答
え
で
も
、
実
在

す
る
と
は
個
物
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
机
を
ド
ン
と
叩
く
、
そ
の
感
覚
を

介
し
た
抵
抗
経
験
の
中
で
、
こ
の
机
が
私
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
で
私
に
非
依
存
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
哲
学
に
お
け
る
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ほ
ど
問
う
に
値
い
す
る
問
題
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
で
は
、
や
は
り
、
実
在
に
関
し
て
何
の
問
題
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
く

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
日
常
性
の
分
析 
に
手
が
か
り
を
求
め
て
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
在
り
方

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
実
在
性
へ
の
問
い
を
封
じ
込
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常

（　

）
５５
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を
う
ま
く
や
っ
て
い
く
た
め
に
は
実
在
が
問
い
と
な
っ
て
は
困
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
の

生
を
全
面
的
に
否
定
す
る
死
は
、
葬
式
と
い
う
儀
式
に
よ
っ
て
ほ
ど
よ
く
覆
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
次
に

続
く
日
々
の
生
活
へ
う
ま
く
橋
渡
し
さ
れ
る
。
日
常
の
生
に
と
っ
て
死
が
問
い
で
あ
り
続
け
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
実

在
性
へ
の
問
い
も
、
も
し
か
し
た
ら
そ
う
し
た
問
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
近
世
哲
学
に
お
い
て
実
在
性
の
問
題

が
実
体
と
し
て
の
物
体
の
実
在
性
の
問
題
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は
モ
ノ
の
モ
ノ
性
の
問
題
と
し
て
生
じ
、
そ
し
て
〈
モ
ノ 
― 

モ
ノ
的

性
質
〉
と
い
う
関
係
が
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
で
〈
実
体 
― 

そ
れ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
モ
ノ
的
性
質
（
主
要
属
性
）〉

と
い
う
関
係
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
問
題
は
〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
の
中

で
、
我
の
存
在
を
出
発
点
に
し
て
観
念
を
介
し
て
モ
ノ
的
性
質
に
い
た
り
、
そ
し
て
モ
ノ
そ
の
も
の
、
物
体
へ
向
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は
、
物
体
が
一
つ
の
実
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
実
体
へ
の
近
づ
き
方
の
問
題
で

も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
実
体
へ
到
達
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、

実
体
概
念
に
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
基
体
性
・
恒
存
性
・
真
実
性
が
含
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
言
え

ば
、
さ
し
あ
た
り
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
モ
ノ
の
性
質
（
色
な
ど
）
は
実
体
に
付
帯
す
る
性
質
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

変
化
や
消
滅
、
依
存
性
が
含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
実
体
へ
の
接
近
と
は
、
こ
れ
ら
変
化
や
消
滅
す
る
性
質

（
色
な
ど
）
を
通
過
し
、
モ
ノ
に
固
有
で
分
離
不
可
能
な
性
質
（
固
さ
や
広
が
り
）
へ
い
た
り
、
か
く
し
て
そ
れ
ら
の

基
に
あ
っ
て
恒
存
的
な
実
在
の
物
体
、
す
な
わ
ち
実
体
へ
達
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
近
世
に
お
い
て
生
じ
た
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は
、
そ
れ
が
実
体
へ
の
近
づ
き
方
の
問
題
で
も
あ
る
か

ぎ
り
、
実
体
概
念
に
含
意
さ
れ
る
〈
基
体
性
・
恒
存
性
・
真
実
性
〉
と
〈
付
帯
性
・
生
成
消
滅
・
仮
象
性
〉
と
の
対
置



図
式
の
中
で
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
物
体
の
実
在
性
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い

う
枠
組
み
そ
の
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
対
置
図
式
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
よ
り
日
常
的
な
場
面
で

言
う
な
ら
、
留
ま
る
も
の
と
移
ろ
う
も
の
、
確
固
と
し
た
も
の
と
脆
い
も
の
、
本
当
の
も
の
と
仮
の
も
の
、
そ
う
し
た

相
反
す
る
も
の
の
中
で
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
体
の
実
在
性
の
問

題
に
お
い
て
実
在
性
が
我
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
は
、
よ
り
高
次
の
対

置
図
式
に
お
い
て
語
ら
れ
る
実
体
の
持
つ
〈
基
体
性
・
恒
存
性
・
真
実
性
〉
と
い
う
意
味
が
、
よ
り
日
常
的
に
は
〈
留

ま
り
、
確
固
と
し
た
、
本
当
・
真
実
の
も
の
〉
と
い
う
意
味
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

う
し
て
、
物
体
の
実
在
性
（
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
）
の
問
題
は
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
実
在
性
（
留
ま
り
、
確

固
と
し
た
、
本
当
・
真
実
の
も
の
で
在
る
こ
と
）
の
問
題
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
は
本
章
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
語
の
実
在
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
表
す
の
訳
語
に
当
て
ら
れ
、
永
遠
普

遍
の
存
在
性
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
、
英
語
のreal

 
   
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
英
語
のreal

 
   
は
、
モ
ノ
的
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
モ
ノ
的
と
い
う
元
来
の
意

味
は
希
薄
に
な
り
、
そ
こ
に
は
「
現
実
の
、
実
際
の
」
そ
し
て
「
真
実
の
、
本
当
の
」
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
例
に
あ
げ
た
「
実
在
の
人
物
」
は
「
現
実
（
実
際
）
の
人
物
」
を
意
味
し
、
ま
た
、「
真
実
の
、

本
当
の
」
と
い
う
意
味
合
い
で
実
在
的
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
「
実
在
（
本
当
）
の
自
己

と
出
会
う
」。
さ
ら
に
は
、
死
す
べ
き
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
死
こ
そ
が
「
真
実
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
よ
う
。

「
死
や
虚
無
も
実
在
的
と
言
え
る
。....

 
   　
そ
し
て
そ
う
い
う
虚
無
や
死
の
前
で
は
、
一
切
の
存
在
や
生
は
実
在
と

機

機

機
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し
て
の
確
か
さ
や
重
み

機

機

機

機

機

機

機

機

機

を
失
っ
て
、
か
え
っ
て
非
実
在
的
に
見
え
て
く
る 
」。

こ
れ
ら
の
言
い
回
し
で
語
ら
れ
て
い
る
「
実
在
的
」
の
意
味
は
、
も
は
や
元
来
の
ラ
テ
ン
語
の
語
義
に
即
し
た
「
モ
ノ

的
」
で
は
覆
い
切
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
む
し
ろ
実
体
概
念
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
を
も
顧
慮
し
な
け
れ
ば

理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
を
、
実
体
概
念
に
含
ま
れ

る
意
味
合
い
か
ら
も
特
徴
づ
け
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
物
体
の
実
在
性
が
問
い
と
し
て
生
じ
て
き
た
の
は
、〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
観
念

か
ら
モ
ノ
的
性
質
へ
、
そ
し
て
モ
ノ
へ
、
つ
ま
り
実
体
と
し
て
の
物
体
へ
い
た
ろ
う
と
す
る
と
き
で
あ
っ
た
。
言
い
換

え
れ
ば
、
実
体
と
し
て
の
物
体
そ
の
も
の
の
正
体
は
捉
え
難
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

実
体
の
属
性
や
諸
性
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
銘
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
実
体
は
そ
の
固
有
性
質
か
ら
し
か

捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
体
の
捉
え
方
は
、
実
体
を
基
体
す
な
わ
ち
主
語
に
し
て
、
そ
こ
に

述
語
づ
け
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
物
体
は
広
が
り
を
持
つ
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

物
体
的
な
モ
ノ
に
か
ぎ
ら
ず
人
間
的
な
モ
ノ
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
身
近
な
「
こ
の
人
」
を
、
わ
れ

わ
れ
は
普
通
、
そ
の
述
語
づ
け
に
よ
っ
て
知
る
。「
こ
の
人
は
身
長
が
一
六
五
セ
ン
チ
で
、
趣
味
が
写
真
で
、
性
格
が

暗
い
」
な
ど
。
そ
し
て
「
こ
の
人
」
と
日
常
的
に
親
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
述
語
づ
け
が
増
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
述
語
づ
け
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
か
え
っ
て
主
語
と
な
る
「
こ
の
人
」
は
さ
ま
ざ
ま
な

述
語
づ
け
の
陰
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
述
語
づ
け
は
「
身
長
が
一
六
五

セ
ン
チ
で
、
写
真
が
趣
味
で
、....

 
   　
の
、
こ
の
人
」
と
い
う
具
合
に
な
り
、「
こ
の
人
そ
の
も
の
」、「
こ
の
人
と
し
て

（　

）
５６



の
こ
の
人
」
は
、
述
語
づ
け
に
覆
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
私
」
と
い
う
個
物
も
同
様
で
あ
る
。
私
に
つ
い
て
私
が

あ
ら
ゆ
る
述
語
を
網
羅
し
て
も
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
述
語
付
け
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
私
で
あ
っ
て
、
私

で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
私
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
諸
性
質
の
述
語
付
け
を
介
す
る
か
ぎ
り
、
モ
ノ
そ
の
も
の
、
モ
ノ
の

モ
ノ
性
（
実
在
性
）
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
る
の
は
述
語
づ
け
か
ら
捉
え
ら
れ
た
か
ぎ

り
で
の
主
語
・
基
体
で
あ
り
、
主
語
・
基
体
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
主
語
・
基
体
、
す
な
わ
ち
第
一
義
的
な
存
在
と
し
て

の
実
体
は
、
問
い
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
と
共
に
、
先
に
触
れ

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
体
概
念
に
帰
来
す
る
。
基
と
な
る
実
体
に
お
い
て
物
体
の
実
在
性
は
問
い
に
付
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
事
物
で
あ
れ
人
物
で
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
述
語
づ
け
を
媒
介
に
し
た
把
握
こ
そ
、
ま
さ
し
く

日
常
的
で
あ
り
、
日
常
で
は
そ
れ
で
十
分
事
が
足
り
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
れ
に
加
え
て
わ
れ
わ
れ
は
、

述
語
づ
け
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
は
捉
え
て
い
な
い
第
一
義
的
な
基
体
と
し
て
の
基
体
、
モ
ノ
そ
の

も
の
ま
で
捉
え
て
い
る
と
思
い
な
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
体
の
実
在
性
の
問

題
は
、
日
常
的
な
述
語
づ
け
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
述
語
を
介

し
た
や
り
方
で
は
ど
う
し
て
も
モ
ノ
そ
の
も
の
へ
到
達
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
露
に
な
る
と
き
、
し
た
が
っ
て
日
常

の
思
い
な
し
が
崩
れ
る
と
き
、
こ
の
物
、
こ
の
人
、
こ
の
私
が
、
不
可
解
な
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
モ
ノ
と
し
て
現
れ
て

来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
モ
ノ
を
モ
ノ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え

に
、
モ
ノ
そ
の
も
の
は
そ
の
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
に
お
い
て
日
常
の
〈
基
に
あ
る
も
の
〉
か
ら
、
つ
ま
り
日
常
の
根
元

か
ら
、
問
い
と
し
て
出
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ノ
が
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

第１章　実在するとはどういうことか
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こ
れ
に
対
し
て
、
受
動
的
な
感
覚
を
介
し
た
抵
抗
経
験
は
、
物
体
の
実
在
性
（
我
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
）
と
共
に
、

実
体
概
念
に
含
意
さ
れ
た
意
味
（
留
ま
り
、
確
固
と
し
た
、
本
当
の
存
在
性
）
を
も
経
験
さ
せ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
抵
抗
経
験
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
も
感
覚
を
介
し
た
抵
抗
経
験
は
、
述
語
づ
け

に
よ
る
把
握
に
比
べ
、
脆
く
て
移
ろ
い
や
す
く
、
日
々
の
生
活
の
中
で
風
化
し
や
す
い
。
わ
れ
わ
れ
は
知
人
や
友
人
、

そ
し
て
私
自
身
と
、
さ
ら
に
は
目
前
の
机
や
万
年
筆
に
対
し
て
、
そ
の
抵
抗
す
ら
意
識
し
な
い
ほ
ど
慣
れ
親
し
ん
で
い

る
。
そ
れ
ら
は
抵
抗
経
験
に
お
い
て
私
に
非
依
存
的
な
私
の
外
の
〈
他
な
る
モ
ノ
〉
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
い
う
よ
り
、

ほ
か
な
ら
ぬ
〈
私
の
モ
ノ
〉、〈
私
の
世
界
〉
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
〈
他
な
る
モ

ノ
〉
で
あ
る
と
い
う
モ
ノ
の
実
在
性
、
モ
ノ
の
他
性
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
日
常
の
中
で
は
風
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
モ
ノ
の
実
在
性
を
再
び
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
風
化
の
〈
基
〉
か
ら
風
化
を
打
ち

破
っ
て
問
い
が
出
現
し
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

し
か
も
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
実
在
」
と
「
現
実
」
と
は
決
し
て
同
義
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

そ
し
て
「
現
実
の
」
と
「
本
当
の
」
も
ま
た
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
中
で
触
れ
る
現
実
の
個

物
が
、
必
ず
し
も
本
当
の
も
の
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
〈
実
在
〉
と
は
対
置
さ
れ
た
〈
移
ろ
う
も
の
、

脆
い
も
の
〉
で
あ
り
、〈
仮
の
も
の
〉
あ
る
い
は
〈
贋
の
も
の
〉
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
愛
の
人
の
死
を
目

の
当
た
り
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
越
え
難
い
壁
が
生
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
き
、「
死
や

無
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
に
お
い
て
実
在
的
（
真
実
の
も
の
）
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
逆

に
、
現
実
の
こ
の
生
そ
れ
自
身
の
実
在
性
が
消
失
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
生
が
夢
に
喩
え
ら
れ
る
と
き
に

頂
点
に
達
す
る
。
夢
は
〈
実
在
〉
に
対
し
て
〈
移
ろ
い
や
す
く
、
脆
く
、
仮
の
も
の
〉
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
我
に
非
依



存
的
な
実
在
の
モ
ノ
で
は
な
く
、
我
の
内
に
の
み
あ
る
観
念
と
か
表
象
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
生
が
夢
だ

と
し
た
ら
、
現
実
の
生
活
は
い
っ
た
い
何
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
現
実
の
生
活
に
向
け
て
、
や
は
り
こ
う

問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

こ
の
問
い
は
、
答
え
が
さ
ま
ざ
ま
に
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
〈
基
〉
か
ら
、
生
活

の
根
元
か
ら
、
そ
し
て
現
実
の
こ
の
生
と
死
と
の
狭
間
か
ら
、
問
い
と
し
て
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
問
い
で
あ
る
。

実
在
へ
の
問
い
が
こ
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
な
ら
、
日
常
の
生
の
〈
基
〉
と
は
、
日
常
の
生
の
実
在
性
の
基
と
な
る
地

点
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
在
性
が
消
失
し
て
い
く
地
点
で
も
あ
ろ
う
。
問
い
は
そ
の
地
点
か
ら
生
じ
、
そ
し
て
ま
た
そ

の
地
点
へ
消
失
し
て
い
く
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
問
い
を
問
い
と
し
て
保
持
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
地
点

を
目
指
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、「
夢
」
と
「 
現 
」
の
狭
間
で
「
実
在
」
の
縺
れ
た
糸
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
こ
う
。

う
つ
つ

ラ
テ
ン
語
のrealitas

 
       
（
モ
ノ
性
）
に
含
ま
れ
る
意
味
合
い
、
そ
し
て
西
洋
近
世
哲
学
に
お
い
て
生
じ
た
物
体
の
実
在

性
の
問
題
に
お
け
る
〈
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
〉、
さ
ら
に
は
実
体
概
念
に
含
意
さ
れ
る
〈
基
体
性
・
恒
存
性
・

真
実
性
〉、
こ
れ
ら
の
縺
れ
た
糸
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
こ
う
。

注（
１
）　

本
書
に
お
い
て
「
実
在
」
あ
る
い
は
「
実
在
性
」
と
い
う
語
は
、
ラ
テ
ン
語realitas

 
       
・
英
語reality

 
      
・
ド
イ
ツ
語R

eali

 
    -  

tät

   
・
フ
ラ
ン
ス
語réalité

 
      

に
当
て
て
い
る
。
ま
た
、「
Ｖ
Ｒ
（virtualreality
               
）」
に
は
、
す
で
に
定
着
し
て
い
る
訳
語
「
仮

想
現
実
」
を
当
て
て
い
る
が
（
本
章
注
（　

）
を
参
照
）、
そ
のreality
 
      

を
問
題
に
す
る
と
き
は
「
実
在
」
あ
る
い
は
「
実
在

１１

性
」
と
表
記
し
て
い
る
。
ま
た
、「
現
実
」
あ
る
い
は
「
現
実
性
」
は
、
第
七
章
で
触
れ
る
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
で
は
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actualitas

          

に
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
あ
た
る
ド
イ
ツ
語
はA

ktualität

 
         

とW
irklichkeit

 
           

が
あ
る
が
、
本
書
で
は
第
三

章
お
よ
び
第
五
章
以
下
で
見
る
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用
法
に
注
目
し
て
現
実
性
概
念
と
実
在
性
概
念
を
「
作
用

（w
irken

 
     

）」
か
ら
捉
え
る
意
図
で
、「
現
実
」「
現
実
性
」
はW
irklichkeit

 
           

に
当
て
て
い
る
。

（
２
）　

D
escartes,A

T
7,p.63

 
           
 
       .  

（
３
）　
「res

   
（
モ
ノ
）」
の
辞
書
的
な
意
味
と
し
て
は
、
物
・
者
、
対
象
、
物
質
、
出
来
事
、
環
境
、
条
件
、
行
為
な
ど
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
（C

f.D
efferrari,1985,pp.96

 
   
                      8  
―9  

）。

（
４
）　

翻
訳
語
と
し
て
の
「
実
在
性
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
ラ
テ
ン
語realitas

 
       

は
、
後
期
ス
コ
ラ
哲
学
の
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ

ス
に
お
い
て
哲
学
用
語
と
し
て
確
固
と
し
た
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（E

ucken,1879,

 
             

S.68

    
）。
さ
ら
に
は
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
のvirtual

 
      
も
ま
た
、reality

 
      

と
同
様
に
哲
学
用
語
と
し
て
形
成
し
た
人
と

し
て
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
を
挙
げ
Ｖ
Ｒ
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
次
を
参
照
。H

eim
,1993,p.132.

 
   
              　

本
書
で
は
、

近
世
初
頭
か
ら
問
題
に
な
っ
た
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
主
題
と
し
、
ス
コ
ラ
哲
学
と
り
わ
け
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
に

お
け
る
用
法
、
そ
し
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
と
デ
カ
ル
ト
の
用
法
と
の
比
較
検
討
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
５
）　

た
と
え
ば
手
近
な
辞
書
で
は
「
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
」（
西
尾
実
ほ
か
編
『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
四
版
、
一
九
九
〇
年
）。

ま
た
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
昭
和
四
九
年
）
で
は
、「
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
、
現
実
に
あ
る
こ
と
」
と
し
て
夏

目
漱
石
や
芥
川
龍
之
介
の
ほ
か
漢
籍
で
は
墨
子
の
用
例
「
以
爲
實
在
」
が
挙
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
（
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞

典
』（
大
修
館
書
店
、
修
訂
版
昭
和
五
九
年
）
に
お
い
て
も
「
實
際
に
在
る
」
の
用
例
と
し
て
墨
子
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、

哲
学
に
お
け
る
意
味
と
し
て
は
、「
想
像
・
幻
覚
で
は
な
く
、
客
観
的
に
現
実
に
存
在
す
る
も
の
」
と
「
絶
え
ず
生
成
変
化
す

る
現
象
の
奥
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
常
住
不
変
の
実
体
。
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
世
界
」
の
二
つ
の
意
味
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
用
例
で
は
、
井
上
哲
次
郎
、
西
田
幾
多
郎
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
第
九
巻
六
三
九
頁
）。
こ
れ
に
つ

い
て
は
本
文
以
下
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ま
た
本
章
注
（
９
）、（　

）
参
照
。

１０

注



（
６
）　

Inoue,1881,p.76.

                  　

な
お
、『
大
乗
起
信
論
』
か
ら
の
一
文
は
、
第
三
段
第
一
章
「
顕
示
正
義
」
に
お
け
る
心
真
如
門
の

第
一
段
落
目
最
後
に
見
ら
れ
る
（『
大
乗
起
信
論
』
岩
波
文
庫
、
二
六
頁
）。

（
７
）　

N
ishida,1910,p.2

 
                 .  

（
８
）　

ibid.,p.17
           .  

（
９
）　

Yam
am
oto,M

.,1977,p.127.

   
  
     
                
こ
こ
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
し
て
の
存
在
を
名
指
す
の
に
「
実
在
」
あ
る
い
は

「
真
実
性
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。tovo[n

 
      

の
訳
語
と
し
て
「
実
在
、
真
実
性
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、F

ujisaw
a,

 
      
   

1978,p.20.

            
で
は
、「
実
在
（
実
有
）」
と
い
う
訳
語
も
見
ら
れ
る
。

（　

）　

本
文
で
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
一
四
年
に
井
上
哲
次
郎
が
編
ん
だ
『
哲
學
字
彙
』
で
は
、R

eal

 
    
の
訳
語
は
「
眞
實
」
で
あ

１０
り
、R

eality

 
      

の
訳
語
は
「
實
体
、
眞
如
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　

ま
た
、「
実
有
性
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（Itou,1930;1938,p.982.

                        
）。「
実
有
」
は
、 ou=siva

         

の
訳

語
と
し
て
「
実
体
」
と
共
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
、「
実
在
」
は
「
実
体
」
と
同
義
的
に
不
変
的
存
在
を
表
わ

す
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
是
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
其
對
象
す
な
わ
ち
物
に
就
て
此
の
如
き
欠
点
を
有
せ

ざ
る
常
住
不
変
な
部
分
を....

    　
物
の
真
実
の
状
態
と
考
え
た
く
な
る
。
私
は
今
此
部
分
を
物
の
「
體
」
と
名
づ
け
て
置
く
が
、

古
来
本
體
、
實
體
、
實
在
（N

oum
enon,Substance,B

eing

 
   
                  
    
）
等
の
名
を
付
し
て
い
る
所
の
も
の
は
す
な
わ
ち
之
を
指
す

も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」（K

uw
aki,1930,p.35.

 
  
                 
引
用
に
際
し
て
は
一
部
新
仮
名
遣
い
に
改
め
て
あ
る
）。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ

て
い
るSubstance

 
        

は
、
今
日
、「
実
体
」
と
訳
す
の
を
通
例
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
古
来
」
の
「
實
在
」
と
い

う
語
は
、reality

 
      
（
実
在
）
と
共
にsubstance

 
        
（
実
体
）
の
意
味
を
も
含
ん
で
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　
　

以
上
の
よ
う
に
訳
語
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
期
に
あ
っ
て
は
、reality

 
      

は
仏
教
的
な
真

実
・
真
如
と
い
う
意
味
を
含
み
な
が
ら
実
体
概
念
と
一
体
と
な
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
近
世
哲
学

に
お
い
て
生
じ
た
物
体
の
実
在
性
の
問
題
に
お
い
て
も
実
在
性
概
念
の
意
味
が
実
体
概
念
の
意
味
と
不
可
分
に
展
開
さ
れ
た

第１章　実在するとはどういうことか
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こ
と
は
、
本
章
五
で
触
れ
る
。
な
お
、
訳
語
の
問
題
は
、
明
治
期
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
受
容
・
理
解
の
問
題
に
関
わ
り
、

本
書
で
は
仔
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（　

）　

国
立
国
語
研
究
所
に
よ
る
外
来
語
の
言
い
換
え
提
案
に
よ
れ
ば
、
英
語
のvirtual

 
      
は
「
実
質
上
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る

１１
が
、
外
来
語
「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
は
こ
れ
と
大
き
く
ず
れ
た
意
味
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
言
い
換
え
と
し
て
は
「
仮
想
」

が
適
当
で
あ
る
と
し
て
、「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
は
「
仮
想
」、
そ
し
て
「
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
は
「
仮
想
現
実
」「
人
工

現
実
感
」
が
言
い
換
え
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.kokken.go.jp/public/gaira

        
 
 
                          igo/T

eian2/W
ords/virtual.

     
       
              

gen.htm
l,

       
  　

最
終
更
新
日200

 
  3  
―11

 
 
―13

 
 
）。

　
　
　

し
か
し
、
本
文
で
見
る
よ
う
に
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
飛
躍
的
進
歩
の
中
で
造
ら
れ
た

語
と
し
て
、
バ
ー
チ
ャ
ル
・
メ
モ
リ
（
仮
想
記
憶
）
と
同
じ
よ
う
に
物
質
的
実
在
（
リ
ア
リ
テ
ィ
）
か
ら
す
れ
ば
「
仮
想
」

で
あ
っ
て
も
「
実
質
」
と
し
て
物
質
的
実
在
と
同
等
に
機
能
す
る
も
の
と
し
て
開
発
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

本
書
で
は
、「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
は
、「
単
な
る
仮
想
」
で
は
な
く
、「
仮
想
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
実
在
と
同
等
に
機
能
す
る
」

と
い
う
意
味
合
い
を
強
調
し
て
い
る
。
詳
細
は
本
書
第
七
章
を
参
照
。

（　

）　

前
掲
注
（
５
）
を
参
照
。

１２
（　

）　

H
eidegger,N

1,S.277

 
           
        .  

１３
（　

）　

C
arnap,1959,p.7

 
                0  
（§5   
）.  

１４
（　

）　

F
rege,1990,S.64f

 
                 .  
（§53

   
）.  

１５
（　

）　

A
ristotele,C

at.,2a1

 
            
        1  
―13.

 
  　

こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、『
形
而
上
学
』
の
中
で
の
実
体
の
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で

１６
あ
る
。「
要
す
る
に
、
実
体
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
も
は
や
他
の
い
か
な
る
基
体
・
主
語
に
も
述

語
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
最
終
的
な
基
体
・
主
語
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
こ
れ
、
と
指
示
さ
れ
か
つ
離
れ
て
あ
る
存
在

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
も
の
の
原
型
あ
る
い
は
形
相
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
」（M

et.,1017b2

 
           3  
―26

 
 
）。

注



（　

）　

言
語
的
に
「
或
る
も
の
（x  
）」
か
ら
捉
え
る
試
み
は
ク
ワ
イ
ン
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
何
が
存
在
す
る
の
か

１７
（W

hat
there

is?

 
             
）」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
変
項
の
値
で
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（to

be
is

         

to
be
the
value

of
a
variable

                             
）」（Q

uine,1963,p.15

 
                
）
と
い
う
答
え
が
提
示
さ
れ
る
。
本
書
は
言
語
か
ら
と
い
う
よ
り
も

存
在
者
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

（　

）　

物
体
・
外
界
の
実
在
性
の
問
題
の
出
発
点
を
デ
カ
ル
ト
に
求
め
る
人
と
し
て
、
第
二
章
で
見
る
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

１８
ア
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
と
し
て
は
ラ
ッ
セ
ル
が
挙
げ
ら
れ
る
。R

ussell,1912;1983,pp.7.

 
                         　

ラ
ッ
セ
ル
は
こ

の
問
題
を
英
国
経
験
論
の
中
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
に
知
識
と
信
念
の
問
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る
が
（R

ussell,1992

 
            
）、
本

書
は
知
識
（
信
念
）
の
問
題
で
は
な
く
、
存
在
（
物
や
我
の
在
り
方
）
の
問
題
か
ら
展
開
し
て
い
る
。

（　

）　

D
escartes,A

T

 
           
 

8  
―1,p.24.

 
       

１９
（　

）　

L
ocke,E

,

 
       
  1  
―4  
―18.

 
  

２０
（　

）　

D
escartes,A

T

 
           
 

8  
―1,p.25.

 
       　

哲
学
用
語
と
し
て
は
通
例
「
延
長
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
「
広
が
り
」
と
訳
し

２１
て
い
る
。

（　

）　

L
ocke,E

,

 
       
  2  
―23

 
 
―17.

 
  

２２
（　

）　

D
escartes,A

T

 
           
 

8  
―1,p.25.

 
       

２３
（　

）　

ibid

    .  

２４
（　

）　

本
書
で
は
以
上
の
哲
学
用
語
の
概
念
史
を
意
図
し
て
い
な
い
の
で
詳
細
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
七
章
注
（
３
）

２５
を
参
照
。

（　

）　

T
hom
as,1990,p.24.

 
   
               　

お
よ
び
同
書
訳
注　

（p.21

    
）
を
参
照
。

２６

１２

（　

）　
『
形
而
上
学
』
で
は
、
本
質
・
性
質
・
量
・
関
係
・
能
動
・
受
動
・
場
所
・
時
間
が
挙
げ
ら
れ
（M

et.,1017a2

 
           4  
―27

 
 
）、

２７
こ
こ
に
状
況
・
所
有
が
加
わ
り
（C

at.,1b2

 
        5  
―27

 
 
）、
合
計
十
に
な
る
（
参
照
、
出
訳
『
形
而
上
学
』
訳
注
第
五
巻
第
七
章

第１章　実在するとはどういうことか
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（
２
））。

（　

）　

do.,1935,p.1

              3  
―4.C

f.D
eferrari,1985,p.968

 
   
    
                     .  

２８
（　

）　
D
escartes,A

T
 
           
 

8  
―1,p.11.

 
       

２９
（　

）　

do.,A
T
7,pp.160

      
 
         .  

３０
（　

）　

L
ocke,E

,

 
       
  1  
―1  
―8.

 
 

３１
（　

）　

ibid.,

       2  
―23
 
 
―17.

 
  

３２
（　

）　

ibid.,

       2  
―8  
―9  

〜15.
 
  

３３
（　

）　

B
erkeley,1975,pp.6

 
                   5  
―8.

 
 

３４
（　

）　

ibid.,p.78

           .  

３５
（　

）　

D
escartes,A

T
7,p.40.

 
           
 
        　

な
お
、
本
文
以
下
で
述
べ
る
デ
カ
ル
ト
の
「
別
の
道
」、
そ
し
て
「
表
象
」「
観
念
の
客
体
的
実

３６
在
性
」、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
に
よ
る
知
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。M

urakam
i,1996,pp.15

 
      
              6  
―9.

 
 

（　

）　
「
客
体
的
実
在
性
（realitas

objectiva

                  
）」。
こ
の
言
葉
は
、「
客
観
的
実
在
性
」「
対
象
的
実
在
性
」
あ
る
い
は
「
思
念
的

３７
実
在
性
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
、
次
章
で
挙
げ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
意
志
の
客
体
（O

bjektiät

 
        
）」

と
い
う
用
語
と
の
連
関
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
本
書
の
文
脈
に
基
づ
い
て
「
客
体
的
実
在
性
」
と
訳
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
は
、
物
質
的
モ
ノ
が
〈
基
体
・
主
体
（subject

       
）〉
と
な
っ
て
、
そ
の
実
在
性
が
人
間
の
心
に
向
け
て
投
げ
（object

      
）

ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
心
に
「
投
じ
ら
れ
た
実
在
性
」
は
〈
基
体
・
主
体
〉
に
対
す
る
〈
客
体
（object

      
）〉
と
し

て
「
客
体
的
実
在
性
」
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
主
体
と
客
体
は
、
今
日
の
理
解
と
は
逆
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
人

間
の
心
が
〈
主
体
・
主
観
〉
で
物
体
が
〈
客
体
・
客
観
〉
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
物
質
的
モ
ノ
が
〈
基
体
・
主

体
・
主
語
〉
で
あ
る
。

（　

）　

D
escartes,A

T
7,p.161

 
           
 
        .  

３８

注



（　

）　

ibid.,p.40

           .  

３９
（　

）　

た
と
え
ば
、
結
果
と
原
因
と
の
関
係
を
説
明
す
る
さ
い
に
次
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
。「....

    　
作
用
的
で
全
体
的
な
原
因

４０
の
う
ち
に
は
（in

causa
efficiente

&
totali

                     
       
）、
そ
の
原
因
の
結
果
の
う
ち
に
あ
る
の
と
少
な
く
と
も
同
じ
だ
け
の
実
在
性

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い....

    　
」（D

escartes,A
T
7,p.40.

 
           
 
        
）

（　

）　

ibid.,p.165

            .  

４１
（　

）　

ibid.,pp.4

           0  
―41.

 
  

４２
（　

）　

do.,A
T

      
 

8  
―1,p.11;A

T
7,pp.4

 
         
 
       0  
―1.

 
 

４３
（　

）　

do.,A
T
7,p.79

      
 
       .  

４４
（　

）　

K
ant,K

drV
,S.X

X
X
IX
,A
nm

 
      
   
     
 
 
  
   
  

.  

４５
（　

）　

H
eidegger,SZ

,§43

 
            
     .  

４６
（　

）　

L
ocke,E

,

 
       
  2  
―23

 
 
―29.

 
  

４７
（　

）　

ibid.,

       2  
―23

 
 
―1,2.

 
    

４８
（　

）　

L
eibniz,P

S5,pp.12

 
         
         7  
―8.

 
 

４９
（　

）　

K
ant,K

drV
,S.275.

 
      
   
         
な
お
本
章
で
は
第
二
版
の
み
に
基
づ
い
て
お
り
、
第
一
版
と
の
相
違
お
よ
び
第
二
版
へ
の
展
開
に
つ

５０
い
て
は
触
れ
な
い
。

（　

）　

K
ant,K

drV
,S.274ff

 
      
   
         .  

５１
（　

）　

以
下
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
説
に
つ
い
て
は
、
引
用
・
参
照
箇
所
も
含
め
て
本
書
第
三
章
お
よ
び
第
五
章
で
詳
述
す
る
。

５２
（　

）　
「
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
（W

illensim
puls

 
        
    
）」。Im

puls

 
 
    

は
、
通
例
、
刺
激
や
衝
動
さ
ら
に
は
運
動
神
経
線
維
に
お
け
る
活
動
電

５３
位
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
中
で
は
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
は

「
純
粋
に
心
的
な
作
用
」
と
し
て
（D

ilthey,G
S5,S.100

 
         
         
）、「
志
向
（Intention
         

）」
と
同
義
的
に
使
わ
れ
て
お
り
（ibid.,

       

第１章　実在するとはどういうことか
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S.102

     
）、
個
々
の
具
体
的
な
感
情
や
衝
動
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
貫
い
て
い
る
生
理
学
的
な
心
的
作
用
を
表
し
て
い
る

た
め
、
本
書
で
は
通
例
の
「
刺
激
」
や
「
衝
動
」
等
の
訳
と
区
別
し
て
片
仮
名
で
「
イ
ン
パ
ル
ス
」
と
表
記
す
る
。

（　

）　
「
抵
抗
経
験
（W

iderstandserfahrung

 
                   
）」。
経
験
と
体
験
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
三
章
注
（　

）
を
参
照
さ

５４

４０

れ
た
い
。

（　

）　

H
eidegger,SZ

,§2

 
            
    5  
―27.

 
  

５５
（　

）　

N
ishitani,1961,p.18.

 
                     　

な
お
引
用
文
は
新
仮
名
遣
い
に
直
し
て
あ
る
。

５６

 
注





第
二
章　

夢
と
現
の
狭
間

　

実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
問
い
は
わ
れ
わ
れ
の
生
の
〈
基
〉
か
ら
生
じ
、
そ
し
て
そ
こ
へ
消
失
し
て

い
く
。
そ
の
捉
え
難
い
地
点
を
目
指
し
て
、
本
章
で
は
夢
と
現
の
狭
間
で
実
在
性
概
念
の
縺
れ
た
糸
を
解
き
ほ
ぐ
し
て

い
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
手
掛
か
り
を
得
て
、
実
在
と
非
実
在
、
実
在
と
観
念
、
現
と
夢
と

い
っ
た
区
別
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
が
第
一
章
で
明
ら
か

に
し
た
二
つ
の
道
筋
、
す
な
わ
ち
外
界
の
実
在
性
が
物
体
の
我
へ
の
非
依
存
性
の
問
題
と
し
て
展
開
し
た
道
筋
と
、
そ

れ
が
実
体
概
念
に
含
意
さ
れ
る
〈
基
体
性
・
恒
存
性
・
真
実
性
〉
と
〈
付
帯
性
・
生
成
消
滅
・
仮
象
性
〉
と
の
対
置
図

式
の
中
で
展
開
し
た
道
筋
、
こ
れ
ら
二
つ
の
道
筋
を
わ
れ
わ
れ
と
は
別
の
観
点
か
ら
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
が
近
世
哲
学
に
始
ま
る
物
体
の
実
在
性
の
問
題
の
展
開
の
、
ど
の
地
点
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
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一　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
実
在
性
の
問
題

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
中
で
自
ら
の
哲
学
の
出
発
点
を
カ
ン
ト
に
求
め 
、
カ

ン
ト
が
現
象
を
物
自
体
か
ら
区
別
し
た
こ
と
を
カ
ン
ト
の
最
大
の
功
績
と
し
て
あ
げ
る 
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
評
価
は
、

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
の
哲
学
観
、
あ
る
い
は
、
世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
と
い
う
意
味
で
の
彼
の
世
界
観

に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
哲
学
の
基
礎
は
、
わ
れ
わ
れ
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
確
実
な
も
の
、
つ
ま
り
意
識

の
事
実
に
求
め
ら
れ
る 
。
そ
う
で
あ
れ
ば
彼
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
の
は
、
意
識
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の

（
観
念
）
と
意
識
に
依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
で
独
立
に
存
在
し
て
い
る
も
の
（
実
在
）
と
の
区
別
、
す
な
わ
ち
、
観

念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
と
の
区
別
、
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
に
お
け
る
現
象
と
物
自
体
と
の
区
別
で
あ
る
。
こ
れ

に
応
じ
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
「
意
志
（W

ille

 
    
）」
と
「
表
象
（V

orstellung

 
          
）」
を
区
分
す
れ
ば
、「
意

志
」
は
実
在
的
な
も
の
、
物
自
体
の
側
に
、「
表
象
」
は
観
念
的
な
も
の
、
現
象
の
側
に
割
り
振
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
彼
が
提
示
す
る
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
は
、
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
の
区
別
と
い
う
哲
学

的
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
章
は
こ
の
観
点
か
ら
彼
の
哲
学
を
解
釈
し
て
い
こ

う 
。
そ
れ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
が
「
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
に
関
す
る
学
説
史
の
素
描 
」
に
お

い
て
、
そ
の
学
説
史
の
中
で
の
自
分
の
哲
学
の
位
置
づ
け
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
見
な
が
ら
彼
の
位
置
を
明
確
に
し
よ
う
。

　

問
題
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）
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「
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
初
め
て
、
そ
れ
以
降
す
べ
て
の
哲
学
的
思
索
が
主
題
的
に
論
じ
た
問
題
が
意
識
さ
れ
た
。

そ
れ
は
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
お
い
て
何
が
客
観
的

で
何
が
主
観
的
な
の
か
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
と
異
な
る
な
ん
ら
か
の
事
物
に
帰
せ

ら
れ
る
べ
き
も
の
は
何
か
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る 
」。

こ
こ
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
言
う
「
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
問
題
」
と
は
、
何
が
観
念
的
で
、
何
が

実
在
的
か
と
い
う
、
区
分
な
い
し
は
割
り
振
り
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

生
じ
た
物
体
の
実
在
性
の
問
題
も
、
物
体
が
観
念
的
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
実
在
的
な
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題

と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
し
か
も
彼
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
が
物
体
の
存
在
証
明
の
根
拠
を
最
終
的
に

誠
実
な
神
に
求
め
た 
こ
と
の
不
当
性
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
「
問
題
を
解
決
す

る
こ
と
が
い
か
に
深
刻
で
困
難
か
を
示
し
た 
」
と
見
な
す
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
彼
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
デ
カ
ル

ト
以
降
の
展
開
も
そ
の
証
明
が
う
ま
く
い
か
ず
、
結
局
、
物
体
は
観
念
的
な
も
の
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
展
開

に
つ
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
提
示
す
る
学
説
史
と
そ
の
中
で
の
自
ら
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
次
の
三
つ
の
段

階
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

デ
カ
ル
ト
以
降
の
展
開
の
第
一
段
階
は
、
デ
カ
ル
ト
と
同
時
代
の
ロ
ッ
ク
が
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
と
い
う
区

分
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
の
区
分
を
試
み
た
段
階
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広

が
り
や
固
さ
な
ど
（
第
一
次
性
質
）
は
物
体
に
固
有
で
不
可
分
な
性
質
で
あ
り
、
色
や
味
な
ど
（
第
二
次
性
質
）
は
第

一
次
性
質
が
主
観
に
受
け
取
ら
れ
る
さ
い
に
変
容
し
た
も
の
で
あ
る 
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
は
物
体
に
固
有
な
性
質
と

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）



見
な
さ
れ
て
い
る
色
な
ど
が
、
第
二
次
性
質
と
し
て
、
観
念
的
な
も
の
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
段
階

に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
ロ
ッ
ク
の
言
う
第
一
次
性
質
ま
で
も
観
念
的
な
も
の
に
数
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
に
認
識
で
き
る
の
は
現
象
だ
け
で
あ
る
と
い
う
地
点
に
い
た
っ
た
。
と
い
う
の
は
カ
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
次

性
質
も
す
べ
て
時
間
、
空
間
、
因
果
性
と
い
う
規
定
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
主
観
的
規
定
、
主
観
の
形
式

に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
第
一
次
性
質
も
観
念
的
な
も
の
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト

に
お
い
て
は
、「
実
在
的
な
も
の
、
物
自
体
は
、
ま
っ
た
く
未
知
な
も
の
、
単
な
る
Ⅹ
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る 
」。

要
す
る
に
、
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
し
た
デ
カ
ル
ト
で
は
、
実
在
的
な
も
の
と
し
て
物
体
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は

う
ま
く
証
明
で
き
ず
、
ロ
ッ
ク
で
は
そ
の
第
二
次
性
質
が
、
カ
ン
ト
で
は
そ
の
第
一
次
性
質
ま
で
も
が
観
念
的
な
も
の

に
算
入
さ
れ
、
実
在
的
な
も
の
の
座
は
、
い
わ
ば
空
席
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
第
三
段
階
が
最
終

段
階
で
あ
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
段
階
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
地
点
﹇
カ
ン
ト
の
地
点
﹈
か
ら
私
は
遂

に
、
あ
と
一
歩
進
め
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
後
の
歩
み
だ
と
信
じ
る 
」。

　

自
分
の
位
置
を
こ
う
自
負
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
説
は
い
た
っ
て
明
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
席
に
な
っ

た
実
在
的
な
も
の
の
座
に
意
志
を
据
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
意
志
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
も
い

た
っ
て
明
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
言
う
物
自
体
は
、
そ
れ
が
自
体
的
に
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
主
観
の

表
象
を
媒
介
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
つ
ま
り
直
観
を
介
し
て
外
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
自
体
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
内
部
で
、
直
接
、
意
識
さ
れ
る
以
外
に
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
た
、

自
体
的
に
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
因
果
律
に
支
配
さ
れ
は
し
な
い
。
因
果
律
は
原
因
と
結
果
の
関
係
性
で
あ
り
、
そ

れ
に
服
す
る
も
の
は
相
対
的
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
・
空
間
的
直
観
を
介
さ
ず
、
因
果
律

（　

）
１０

（　

）
１１
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に
支
配
さ
れ
な
い
で
自
体
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
内
に
見
出
さ
れ
る
意
志
以
外
に

な
い
。
意
志
は
他
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
自
発
性
の
能
力
で
あ
り
、
認
識
主
観
の
形
式
で
あ
る
時

間
・
空
間
・
因
果
律
を
免
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
の
出
発
点
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
獲
得

さ
れ
た
確
実
で
直
接
的
な
自
己
意
識
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
あ
っ
て
は
、
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
認
識
す
る
知
性
と
、
認
識
さ
れ
る
意
志
で
あ
る 
。
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
か
ら
展
開
し
て
き
た
最
終
段
階

の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
あ
っ
て
は
、
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
の
問
題
は
意
志
と
表
象
の
問
題
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」
こ
そ
、
彼
の
主
要
関
心
事
を
表
す
著
作
名
で
あ
る
と
同
時
に
、
デ
カ

ル
ト
以
来
展
開
し
て
き
た
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
の
問
題
に
対
す
る
「
最
後
の
歩
み
」
を
言
い
表
し
て
い
る
。

実
在
や
物
自
体
と
い
う
言
葉
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
あ
っ
て
は
意
志
を
名
指
す
語
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
デ
カ

ル
ト
以
来
の
物
体
の
実
在
性
の
問
題
に
お
い
て
、
実
在
性
と
い
う
言
葉
が
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
を
基
本
的
に
含

意
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
物
自
体
と
し
て
の
意
志
は
、
主
観
の
形
式
で
あ
る
因
果

性
を
免
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
の
言
う
絶
対
的
自
発
性
と
い
う
意
味
を
含
意
す
る
こ
と
と
な
る 
。
す
な

わ
ち
、
実
在
的
な
も
の
、
物
自
体
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
、
意
志
で
あ
り
、
因
果
律
を
免
れ
た
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
基
本
的
見
解
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
「
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
に
関
す
る

学
説
史
の
素
描
」
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
実
在
的
な
も
の
と
し
て
は
意

志
だ
け
が
残
っ
て
い
る 
」。「
物
自
体
は
常
に
、
意
志
で
あ
る 
」。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
は
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「....

    　
ど
の
よ
う

な
種
類
の
も
の
で
あ
れ
す
べ
て
の
表
象
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
客
観
は
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
物
自
体
で
あ
る
の
は
、
意

（　

）
１２

（　

）
１３

（　

）
１４

（　

）
１５



志
の
み
で
あ
る 
」。
ま
た
、「
意
志
は
人
間
に
お
い
て
実
在
的
で
本
質
的
な
も
の
で
あ
る 
」。「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
は
内
面

を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
本
質
で
あ
る
意
志
に
、
物
自
体
を
、
し
た
が
っ
て
い
た
る
と
こ
ろ
で
唯
一
の
実

在
的
な
も
の
を
、
認
知
す
る 
」。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
問
題
の
転
換
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た

問
い
は
、
物
質
的
モ
ノ
は
実
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
問
い
は
、

何
が
実
在
的
な
も
の
な
の
か
、
つ
ま
り
実
在
的
な
も
の
あ
る
い
は
物
自
体
と
い
う
言
葉
で
何
が
名
指
さ
れ
る
の
か
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
に
対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
意
志
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
方
の
転

換
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
実
在
的
な
モ
ノ
と
観
念
的
な
も
の
の
区
別
の
問
題
の
変
遷
の
中
で
必
然
性
を
も
っ
て
い
た

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
問
題
の
流
れ
を
一
つ
の
必
然
性
を
も
っ
て
、

し
か
も
自
分
が
最
終
者
に
な
る
よ
う
に
描
き
出
し
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
本
章
で
は
こ
の
点
に
こ
そ
注
意
し

た
い
。
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
指
示
対
象
の
変
遷
（
物
質
的
モ
ノ
か
ら
意
志
へ
）
は
そ
の
言
葉
の
意
味
内
容
に
ま
で
変

容
を
も
た
ら
し
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
彼
は
、
実
在
性
の
問
題
に
二
つ
の
起
源
を
見
出
し
、
そ
の
意
味

内
容
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。

二　

物
体
の
実
在
性
の
問
題
の
二
つ
の
起
源

　

実
在
性
と
い
う
言
葉
は
、
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語res
    
（
モ
ノ
） 
の
抽
象
名
詞realitas

         
（
モ
ノ
性
）

（　

）
１６

（　

）
１７

（　

）
１８
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に
遡
り
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
生
じ
た
物
体
の
実
在
性
の
問
題
は
モ
ノ
の
モ
ノ
性
の
問
題
と
し
て
生
じ
た
。
し
か
も
問

題
は
〈
我 
― 

観
念 
― 

物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
生
じ
、
そ
こ
で
は
物
体
の
実
在
性
は
我
へ
の
非
依
存
性
を
含
意
し

た
。

　

こ
の
意
味
に
従
え
ば
、
実
在
的
な
も
の
と
は
、
主
観
と
客
観
の
関
係
に
お
い
て
、
主
観
と
独
立
に
存
在
す
る
モ
ノ
お

よ
び
そ
の
モ
ノ
に
固
有
な
性
質
等
を
名
指
す
こ
と
に
な
り
、
主
観
的
な
観
念
や
表
象
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
う
表
象
と
し
て
の
世
界
は
、
す
べ
て
観
念
的
な
も
の
と
し
て
、
非
実
在
的
な
も
の
に
数
え
ら
れ
る
よ

う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、「
実
在
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
表
象
に
対
し
て
も
使
い
、「
直
観
的
な
表
象
」
を

「
実
在
的
な
客
観
」
に
置
き
換
え
た
り
す
る 
。
つ
ま
り
、
直
観
的
な
表
象
も
ま
た
実
在
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
さ
き
に
見
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
基
本
的
考
え
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
に
と
っ
て
実
在
的
な
も
の
は
意

志
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
表
象
が
実
在
的
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
観
念
が
実
在
的
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
生
じ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
。

デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
観
念
の
客
体
的
実
在
性 
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
観
念
の
客
体
的
実
在
性
と
は
、
第
一
章
四
で
見
た
よ
う
に
、
観
念
が
外
か
ら
来
た
こ
と

を
示
す
た
め
に
表
象
と
共
に
語
ら
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
観
念
は
当
の
モ
ノ
の
モ
ノ
性
を
観
念
自
身
の
内

に
持
ち
、
観
念
は
こ
れ
に
よ
っ
て
当
の
モ
ノ
を
表
象
し
う
る
の
で
あ
っ
た
。
観
念
が
含
む
モ
ノ
性
、
そ
れ
が
観
念
の
客

体
的
実
在
性
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
観
念
が
客
体
的
実
在
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
観
念
を
引
き
起
し
た
モ

ノ
が
心
の
外
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
観
念
が
そ
う
し
た
実
在
性
を
持
た
な
い
と
き
、

（　

）
１９（　

）
２０



そ
れ
は
単
な
る
空
想
的
な
観
念
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
し
、
主
観
に
依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
実

在
的
な
モ
ノ
、
こ
の
意
味
で
の
物
自
体
、
こ
う
し
た
実
在
的
な
モ
ノ
が
何
も
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
観
念
は
す
べ
て
主

観
の
産
物
に
な
り
、
実
在
性
が
消
失
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
事
態
が
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
に

と
っ
て
も
、
そ
し
て
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
を
区
別
し
て
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
を
唱
え
る
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
こ
の
世
界
は
単
な
る
主
観
の
産
物
、
主
観
的
な
表
象
の
世
界
と
な
り
、
実
在
性
が
消
え
失

せ
、
し
た
が
っ
て
私
の
夢
と
本
質
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
が
懐

疑
の
中
で
問
題
に
し
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
夢
と
覚
醒
と
の
区
別
は

つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
実
在
的
と
い
う
言
葉
が
観
念
あ
る
い
は
表
象
を
形
容
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
以
上
の
よ
う
な
問
題

が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
在
的
な
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
私
の
表
象
と
し
て
の
こ
の
世
界
の
実
在
性
は
消

失
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
意
識
か
ら
出
発
し
、
哲
学
は
観
念
論
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
対
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
彼
は
「
世
界
は
私
の
表
象

で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
提
示
し
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
こ
の
命
題
に
よ
っ
て
世
界
は
、
少
な
く
と
も
一
面
か
ら
見
る
と
夢
に
類
似
し
て
い
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
夢

と
同
じ
種
類
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。....

 
   　
二
つ
の
世
界
﹇
夢
と
覚
醒
﹈
は
、
そ
れ
ら

の
材
料
﹇
質
料
﹈
は
異
な
る
が
明
ら
か
に
一
つ
の
鋳
型
﹇
形
相
﹈
か
ら
鋳
造
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
鋳
型
と
は
知
性

で
あ
り
、
脳
機
能
で
あ
る 
」。

（　

）
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そ
う
で
あ
れ
ば
デ
カ
ル
ト
と
同
様
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
表
象
が
単
な
る
主
観
的
な
幻
影
で
は
な
く
、

実
在
性
を
持
ち
、
実
在
的
な
客
観
で
あ
る
た
め
に
は
、
表
象
に
実
在
性
を
与
え
る
モ
ノ
、
主
観
と
は
独
立
に
そ
れ
自
体

で
存
在
す
る
実
在
的
な
モ
ノ
、
カ
ン
ト
の
用
語
を
使
え
ば
現
象
に
対
す
る
物
自
体
が
、
必
要
に
な
る
。
彼
は
そ
れ
を
次

の
よ
う
に
語
る
。

「
直
観
さ
れ
た
客
観
は
何
か
そ
れ
自
体
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
何
か
他
の
も
の
﹇
主
観
﹈
に
対
す
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
単
に
表
象
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

は
絶
対
的
観
念
論
を
採
る
こ
と
と
な
り
、
最
後
に
は
理
論
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
な
り
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
実
在

性
が
脱
落
し
、
世
界
は
単
な
る
主
観
的
幻
想
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。....

 
   　
実
在
的
側
面
は
、
表
象
と
し
て
の
世
界

と
は
全
面
的
に
異
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
物
自
体
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
」。

　

こ
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
と
き
、
意
識
に
与
え
ら
れ
て
い
る
観
念
だ
け
で

事
足
れ
り
と
す
る
な
ら
、
世
界
か
ら
実
在
性
が
消
失
し
、
主
観
的
な
幻
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
「
現
象
は
そ
れ

だ
け
で
は
虚
無
的
（nichti

      g   
）」　

で
あ
り
、
自
体
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
表
象
は
実
在
性
を
持
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
彼
の
用
語
と
し
て
、
表
象
と
し
て
の
客
観
に
「
実
在
性
」
あ
る
い
は
「
実
在
的
」
と
い
う
言
葉
が
付
さ
れ

る
場
合
に
は
、
デ
カ
ル
ト
と
同
様
、
そ
の
表
象
が
夢
の
ご
と
く
単
に
主
観
的
で
虚
無
的
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
は
、
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
区
別
の
問
題
は
、
夢
と
覚
醒
の
区
別
と
同
種
の
問
題

と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
夢
と
覚
醒
の
区
別
の
問
題

（　

）
２２

（　

）
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と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル

ト
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
夢
と
覚
醒
の
区
別
を
問
題
に
し
た
が
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
対
す
る
答
え
方
は

ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
二
つ

の
起
源
か
ら
理
解
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
答
え
方
を
退
け
る
。

　

一
つ
は
思
弁
的
な
起
源
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
外
界
が
主
観
に
非
依
存
的
に
そ
れ
自
体

で
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
と
し
て
提
示
さ
れ
、
し
か
も
主
観
と
客
観
の
間
に
認
識
の
根
拠
律
が
適
用
さ
れ
、

思
弁
的
に
解
決
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
観
の
存
在
の
確
実
性
が
出
発
点
に
さ
れ
、
客
観
の
存
在
が
証
明
に
よ
っ
て
導
出

さ
れ
る
。
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
歩
ん
だ
道
、
物
体
の
存
在
証
明
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
は
、
外
界
の
実
在
性
を
外
界
の
主
観
へ
の
非
依
存
性
と
し
て
無
反
省
に
説
明
す
る
の
は
、
独
断
的
実
在
論
だ
と
し

て
、
こ
れ
を
拒
み
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
否
認
す
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
彼
は
、
バ
ー
ク

リ
ー
に
見
ら
れ
る
主
観
的
観
念
論
に
向
か
う
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
は
思
弁
的
な
問
題
設
定
自
体
に
含
ま

れ
て
い
る
誤
謬
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
思
弁
的
な
問
題
設
定
で
は
客
観
（
モ
ノ
）
と
主
観
（
観
念
）
の
関
係
に
原

因
と
結
果
の
関
係
が
適
用
さ
れ
、
証
明
は
主
観
の
存
在
の
確
実
性
を
出
発
点
に
し
て
客
観
の
存
在
が
帰
結
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
根
拠
律
の
誤
適
用
で
あ
る
。
根
拠
律
が
適
用
さ
れ
る
の
は
客
観
と
客
観
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、

主
観
と
客
観
と
の
関
係
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
と
同
様
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
も
、
根
拠
律
は

主
観
の
形
式
で
あ
る
か
ぎ
り
、
主
観
自
身
に
は
適
用
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
主
観
は
根
拠
律
の
妥
当
範
囲
の
外
に

あ
る 
」。
し
か
も
、
客
観
と
客
観
と
の
間
の
関
係
は
生
成
の
根
拠
律
に
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
界
の
実
在
性
の

問
題
を
根
拠
律
に
従
っ
て
主
観
と
客
観
の
間
で
考
え
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
問
題
設
定
自
体
が
誤
っ
て
い
る
の
で
あ

（　

）
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る 
。

　

こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
は
経
験
的
な
起
源
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
夢
と
覚
醒
の
区
別
の

問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
夢
を
見
る
。
も
し
か
す
る
と
生
の
全
体
が
夢
な
の
で
は
な
い
か
、....

 
   　
あ
る
い
は
も
っ
と
限
定
し

て
言
う
な
ら
、
夢
と
現
実
、
空
想
と
実
在
的
客
観
、
こ
れ
ら
双
方
の
間
に
確
固
と
し
た
標
識
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か 
」。

こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
道
で
も
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
、
夢
と
覚
醒
が
確
か
な
標
識
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な

い
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
そ
し
て
物
体
一
般
の
存
在
を
懐
疑
し
た 
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
を
通
し
て
確

実
な
存
在
と
し
て
我
の
存
在
を
確
保
し
た
後
、
神
の
存
在
を
証
明
し
、
そ
し
て
物
体
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
関
し
て
、
経
験
的
な
起
源
を
た
し
か
に
持
っ

て
は
い
た
が
、
そ
の
解
決
に
さ
い
し
て
思
弁
的
な
道
を
歩
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
は
批
判
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
も
は
や
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
は
で
き
ず
、

あ
く
ま
で
夢
と
覚
醒
の
問
題
圏
に
留
ま
っ
て
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
の
言
う
実
在
性
の
意
味
内
容
も
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
と
基
本
的
に
異
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
実
在
性
を
主
観
と
客
観
の
間
で
因
果
律
に
そ
っ
て
考
え
た
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
物
体
の
実
在
性

は
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
を
含
意
し
た
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
こ
の
よ
う
な
思
弁
的
な
道
を
拒

（　

）
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（　

）
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（　
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む
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
言
う
実
在
性
の
意
味
内
容
は
、
夢
と
覚
醒
の
区
別
の
問
題
を
典
型
に
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
区
別
、
表
象
と
物
自
体
の
区
別
は
、
彼
に
と
っ
て
、
夢
と
覚
醒

の
区
別
と
同
種
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
、
夢
と
覚
醒
の
区
別
、
そ
し
て
哲
学
で
問
題
に
な
る
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
区
別
、
さ
ら
に
そ

の
回
答
と
し
て
彼
が
提
示
し
た
表
象
と
意
志
の
区
別
、
こ
れ
ら
三
つ
の
区
別
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
表
象
と
意

志
の
区
別
も
、
夢
と
覚
醒
の
区
別
も
、
彼
に
と
っ
て
は
同
じ
よ
う
に
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
の
区
別
に
な
る
。

し
か
し
他
方
で
、
夢
の
世
界
と
覚
醒
の
世
界
は
、
い
ず
れ
も
表
象
で
あ
る
以
上
、
表
象
と
意
志
の
区
別
の
う
ち
の
表
象

に
含
ま
れ
る
。
要
す
る
に
、
彼
に
と
っ
て
世
界
は
意
志
（
実
在
的
な
も
の
）
と
表
象
（
観
念
的
な
も
の
）
に
区
別
さ
れ
、

後
者
が
さ
ら
に
覚
醒
（
実
在
的
な
表
象
＝
実
在
的
な
も
の
）
と
夢
（
虚
無
的
な
表
象
＝
観
念
的
な
も
の
）
に
区
別
さ
れ

る 
。
こ
の
よ
う
に
、
意
志
と
表
象
の
区
別
は
、
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
の
区
別
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

覚
醒
と
夢
の
区
別
と
同
じ
に
な
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
実
在
性
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
夢
と
覚

醒
の
区
別
か
ら
立
ち
入
ろ
う
。
彼
は
こ
の
区
別
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　

夢
と
現
の
区
別

　

夢
と
覚
醒
の
区
別
が
問
題
と
な
る
と
き
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
標
識
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
思
弁
的
な
道
を
歩
み
、

物
体
の
実
在
性
の
証
明
へ
向
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
標
識
を
求
め
る
。

（　

）
２８
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そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
見
た
彼
の
言
葉
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
は
、
夢
と
覚
醒
は
「
鋳
型
」

が
同
じ
だ
が
「
材
料
」
が
違
う
と
言
わ
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
夢
と
覚
醒
を
区
分
す
る
も
の
は
材
料
で
あ
る
。

材
料
と
い
う
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
語
でM

aterie

  
       
で
あ
り
、
物
質
と
も
訳
さ
れ
る
。
物
質
こ
そ
、
夢
と
覚
醒
を
区
別
す
る

標
識
に
な
る
。

「
実
在
的
事
物
を
、
こ
れ
も
や
は
り
表
象
に
す
ぎ
な
い
空
想
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
物
質
性
（M

ate

 
   -  

rialität

        
）
で
あ
る 
」。

デ
カ
ル
ト
は
思
弁
的
道
に
お
い
て
「
物
質
的
モ
ノ 
」
の
実
在
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
は
そ
の
道
を
拒
み
、
物
質
こ
そ
夢
と
覚
醒
を
区
別
す
る
標
識
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
く
ら
か
物
質
と

い
う
観
点
か
ら
問
題
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
物
質
と
い
う
こ
と
で
何
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
彼
は
物
質
と
い
う
言
葉
を
二
つ
の
観
点
か
ら
使
う
。
一
つ
は
、
物
質
は
様
々
な
性
質
や
自
然
力
を
備
え
、
わ

れ
わ
れ
に
経
験
的
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
。
も
う
一
つ
は
、
物
質
は
そ
う
し
た
性
質
等
の
乗
り
物
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
点 
。
前
者
は
自
然
学
が
対
象
と
す
る
物
質
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
諸
性
質
の
乗
り
物
と
し
て
の
物
質
と
は
、
感
覚
に

与
え
ら
れ
る
諸
性
質
を
取
り
除
い
た
後
に
残
っ
た
も
の
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
直
観
的
経
験
を
越
え
出
た
も
の
、

こ
の
意
味
で
「
純
粋
な
物
質 
」、「
思
考
の
対
象 
」、「
単
な
る
抽
象
物 
」
を
指
す
。

　

前
者
の
物
質
は
複
数
形
で
も
ろ
も
ろ
の
材
料
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る 
。
た
と
え
ば
こ
の
机
で
あ
れ
ば
木
が
材
料

と
し
て
の
物
質
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
物
質
は
、
常
に
特
定
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
質
料
と
形
相
と
い
う
対

（　

）
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概
念
を
使
え
ば
、
質
料
は
常
に
形
相
化
さ
れ
て
い
る
。
形
相
化
さ
れ
た
質
料
と
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
い
回

し
で
は
、「
物
質
の
状
態
」
に
当
た
る 
。
こ
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
物
質
は
常
に
特
定
の
状
態
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

物
質
は
特
定
の
状
態
を
持
っ
た
物
質
と
し
て
し
か
、
す
な
わ
ち
、
個
々
の
事
物
と
し
て
し
か
経
験
さ
れ
な
い
。
彼
は
こ

の
よ
う
な
物
質
の
本
質
を
、
他
の
物
質
に
結
果
を
引
き
起
す
こ
と
、
自
ら
の
状
態
が
原
因
と
な
っ
て
他
の
物
質
の
状
態

変
化
を
引
き
起
す
こ
と
（w

irken

 
     

）
に
見
出
す
。
こ
こ
で
言
う
ド
イ
ツ
語
の
動
詞w

irken

  
     

は
、「
働
く
、
作
用
を
及
ぼ

す
、
影
響
す
る
」
等
の
意
味
を
持
ち
、
名
詞W
irkung

 
      

と
成
っ
て
「
作
用
」
と
共
に
作
用
に
よ
る
「
結
果
」
を
意
味
し
、

ま
た
形
容
詞
のw

irklich

 
       

と
成
っ
て
「
現
実
的
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
従
え
ば
、
物
質
は
ま
さ
し

く
因
果
的
で
あ
り
現
実
的
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
物
質
の
本
性
を
言
い
表
す
た
め
に
は
、

ラ
テ
ン
語realitas

 
       
（
モ
ノ
性
）
に
由
来
す
る
ド
イ
ツ
語R

ealität

 
       
（
実
在
性
）
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
語

w
irklich

 
       
（
現
実
的
）
の
抽
象
名
詞
で
あ
るW

irklichkeit

 
           
（
現
実
性
、
現
実
）
と
い
う
言
葉
の
方
が
よ
い
と
す
る 
。

　

要
す
る
に
、
彼
に
と
っ
て
個
々
の
物
質
は
「
結
果
を
引
き
起
す
も
の
（W

irkendes

 
        
）」
と
い
う
意
味
で
「
現
実
的

な
も
の
（W

irkliches

 
         
）」
で
あ
る
。
し
か
も
物
質
は
、
因
果
的
で
あ
る
な
ら
ば
主
観
の
形
式
で
あ
る
因
果
律
に
従
っ

て
お
り
、
主
観
の
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
表
象
と
し
て
の
物
質
は
思
考
が
作
り
出
し
た
空
想
で

は
な
い
し
、
心
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
観
念
で
も
な
い
。
表
象
と
し
て
の
物
質
は
、
主
観
的
形
式
に
従
っ

て
主
観
に
よ
っ
て
「
表
象
さ
れ
た
も
の
（V

orgestelltes

 
            
）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
象
と
い
う
ド
イ
ツ
語V

orstel-lun

 
          g  

の
語
義
「
前
に 
― 

立
て
る
（V

or-Stellung

 
           
）」
に
即
し
て
言
え
ば
、
主
観
（
我
）
の
「
前
に
立
て
ら
れ
た
も
の
（V

or

 
  -  

gestelltes

          
）」
で
あ
り
、
主
観
に
「
対
し
て 
― 

立
っ
て
い
る
も
の
（G

egen-Stand
 
          

）」
と
し
て
の
「
対
象
（G

egen

 
    -  

stand

     

）」
で
あ
り
、
客
観
で
あ
る
。 （　

）
３６

（　

）
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62

第２章　夢と現の狭間



３　夢と現の区別

63

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
ラ
テ
ン
語res

    
（
モ
ノ
）
の
抽
象
名
詞realitas

         
（
モ
ノ
性
）
に
遡
っ
て
理
解
し
て

い
た
実
在
性
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
語
の
作
用
概
念
を
介
し
た
理
解
に
転
じ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
、
次
の
二
点
を
銘
記
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
物
体
の
本
性
が
因
果
性
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ノ
の
固
有
性
・
本
性
・
存
在
性
を
表
す
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
は
、
作
用
概
念
か
ら
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
現
実
性
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
が
表
象
と
翻
訳
し
て
い
る
ド
イ
ツ
語V

orstel

 
      -  

lung

    

は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
観
念
の
本
質
的
性
質
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
表
象
（repraesentare

             
）
と
異
な
り
、
我

の
前
に
立
て
ら
れ
た
客
観
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
質
的
モ
ノ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
、
表
象
で
あ

り
、
主
観
に
対
す
る
客
観
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
以
上
の
二
点
は
、
モ
ノ
の
モ
ノ
性
に
由
来
す
る
実
在
性
の
意
味
内
容
に

ど
の
よ
う
な
変
遷
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
実
在
性
（
モ
ノ
性
）
と
い
う
言
葉
が
現
実
性
に
取
っ
て

代
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
の
言
う
実
在
性
は
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
物
質
、
純
粋
な
物
質
に
注
目
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
自
身
が
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に 
、
根
拠
律
に
従
っ
て
変
化
す
る
物
質
は
、
あ
く

ま
で
個
々
の
物
質
の
状
態
で
あ
っ
て
、
物
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
状
態
を
取
り
除
か
れ
た
物
質
そ
の
も

の
、
つ
ま
り
形
相
化
さ
れ
て
い
な
い
質
料
に
は
、
変
化
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
質
が
、
諸
性
質
の
単
な

る
乗
り
物
と
し
て
語
ら
れ
た
物
質
で
あ
る
。
特
定
の
状
態
を
持
っ
た
物
質
は
個
々
の
事
物
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に

与
え
ら
れ
る
が
、
い
か
な
る
状
態
を
も
持
た
な
い
物
質
そ
の
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
経
験
に
与
え
ら
れ
な
い
。「
純
粋

な
物
質
は
ま
さ
し
く
空
間
と
時
間
と
同
様
に
、
経
験
の
対
象
で
は
な
く
、
経
験
の
条
件
な
の
で
あ
る 
」。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
純
粋
な
物
質
は
、
因
果
律
に
服
さ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
因
果
関
係
を
可
能
に
す
る
条
件
と
し
て
因

（　

）
３８

（　

）
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果
性
そ
の
も
の
に
な
る 
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
主
観
的
悟
性
の
形
式
と
し
て
の
因
果
性
が
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
た
も

の
が
、
純
粋
な
物
質
に
ほ
か
な
ら
な
い 
。

　

と
す
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
虚
無
的
表
象
か
ら
区
別
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
客
観
的
表
象
と
し
て
の

世
界
は
、
因
果
律
を
形
式
と
し
た
悟
性
（
知
性
）、
そ
の
客
観
化
で
あ
る
純
粋
物
質
、
こ
れ
ら
双
方
に
よ
っ
て
、
い
わ

ば
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
表
象
と
し
て
の
世
界
、
客
観
的
世
界
は
、....

 
   　
認
識
主
観
と
物
質
と
い
う
、
い
わ
ば
二
つ
の
極
か
ら
な
る
球
の

如
く
で
あ
る 
」。「
物
質
は
知
性
の
表
象
で
あ
り
、
知
性
は
物
質
が
た
だ
そ
の
表
象
と
し
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
双
方
は
一
緒
に
な
っ
て
、
表
象
と
し
て
の
世
界
を
形
成
す
る 
」。

こ
れ
に
従
え
ば
、
表
象
と
し
て
の
世
界
に
お
い
て
、
物
質
は
主
観
の
前
に
立
て
ら
れ
た
表
象
と
し
て
因
果
律
に
従
う
も

の
で
あ
り
、
因
果
性
に
従
わ
な
い
表
象
は
物
質
的
で
な
い
表
象
、
つ
ま
り
夢
の
ご
と
く
空
虚
な
表
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と

に
な
る
。
私
が
目
の
前
に
立
て
て
い
る
表
象
が
夢
か
現
か
は
、
そ
の
表
象
が
物
質
的
か
否
か
、
す
な
わ
ち
因
果
的
か
否

か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
こ
れ
が
夢
と
覚
醒
の
区
別
を
物
質
に
求
め
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
見
解
に
な
る
。
彼
は
、

思
弁
的
に
物
質
の
実
在
性
（
主
観
へ
の
非
依
存
性
）
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
物
質
性
と

い
う
こ
と
を
ラ
テ
ン
語
的
な
モ
ノ
の
モ
ノ
性
と
し
て
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
語
の
作
用
概
念
に
基
づ
い
て
因
果
性
・
現
実

性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
性
（
因
果
性
）
が
夢
（
虚
無
的
な
世
界
）
と
覚
醒
（
現
実
の
客
観
的
世

界
）
を
区
別
す
る
試
金
石
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。　
　

（　

）
４０

（　

）
４１

（　

）
４２

（　

）
４３
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こ
の
よ
う
に
、
彼
は
伝
統
的
な
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
対
し
て
決
定
的
な
思
考
の
転
換
を
図
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

物
質
の
固
有
性
を
表
す
の
に
現
実
性
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
実
在
性
は
、
こ
の
転
換
と
共
に
、
表
象
と
し
て
の
世
界
と

は
別
の
側
面
か
ら
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
意
志
と
し
て
の
世
界
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
彼
の
言
う
「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」
の
見
取
り
図
を
描
い
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
表
象
と
し
て
の
世
界
の
成
立
は
二
つ
の
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
今
見
た
よ
う
に
、
表
象
と
し

て
の
世
界
が
主
観
と
純
粋
物
質
と
い
う
二
つ
の
極
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
も
う
一
つ
は
、
表
象
と
し
て
の

世
界
が
「
意
志
の
客
体 
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
客
体
（O

bjektität

 
         
）」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
のO

bjektität

 
         

は
、

デ
カ
ル
ト
の
用
語
「realitas

objektiva
ideae

                        
（
観
念
の
客
体
的
実
在
性
）」
の
「
客
体
的
」
と
同
根
で
あ
る 
。
す
な

わ
ち
、
ラ
テ
ン
語
のobiectere

 
        
（
英object
 
     
）
は
「
反
対
す
る
、
〜
に
対
し
て
投
げ
る
」
等
の
意
味
が
あ
り
、
こ
の
意

味
に
応
じ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
「
観
念
の
客
体
的
実
在
性
」
は
、
物
質
的
モ
ノ
が
〈
基
体
・
主
体
〉
と
な
っ
て
そ
の
モ
ノ

性
が
心
に
〈
対
し
て
投
じ
ら
れ
た
実
在
性
〉
で
あ
り
、
こ
の
〈
投
じ
ら
れ
た
実
在
性
〉
が
〈
基
体
・
主
体
〉
に
対
す
る

〈
客
体
的
実
在
性
〉
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
様
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
意
志
の
客
体
も
、
意
志
が
〈
基
体
・
主
体
〉

と
な
っ
て
そ
れ
が
人
間
に
〈
対
し
て
投
じ
ら
れ
た
姿
〉
で
あ
り
、
こ
の
〈
投
じ
ら
れ
た
姿
〉
が
〈
基
体
・
主
体
〉
と
し

て
の
意
志
に
対
す
る
〈
客
体
〉
で
あ
り
、
人
間
的
主
観
の
外
的
知
覚
に
対
し
て
可
視
的
に
な
っ
た
〈
現
象
〉
で
あ
る
。

端
的
に
「
意
志
の
現
象
（E

rscheinug
des
W
illens

 
               
      
）」
と
言
わ
れ
る
の
と
同
義
的
で
あ
る 
。
し
か
も
、
デ
カ
ル
ト
に

お
い
て
モ
ノ
か
ら
心
の
中
に
投
げ
ら
れ
る
の
が
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お

い
て
も
自
ら
を
投
げ
て
人
間
的
主
観
に
対
し
て
可
視
化
・
客
体
化
す
る
意
志
は
、
ま
さ
し
く
「
最
も
実
在
的
な
も
の
」、

（　

）
４４

（　

）
４５

（　

）
４６



「
実
在
性
の
核 
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
表
象
界
の
両
極
と
し
て
の
物
質
と
主
観
、
そ
し
て
表
象
界
を
自
ら
の
客
体
と
す
る
意
志
、
こ
れ
ら

は
ど
れ
も
因
果
律
に
は
服
さ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
極
は
、〈
主
観 
― 

客
観
〉
と
い
う
枠
組
み
と
し
て
現
象
界
を

形
成
し
、
そ
の
意
味
で
現
象
界
の
中
に
あ
る
が
、
因
果
律
に
服
さ
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
自
体
的
な
意
志
へ
通

じ
る
門
に
も
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
物
質
は
意
志
と
し
て
の
世
界
と
表
象
と
し
て
の
世
界
の
絆
で
あ
る 
」。
言
い
換
え
れ
ば
、「
物
質
は
、
意
志
が
単

に
可
視
的
に
な
っ
た
姿
（Sichtbarkeit

des
W
illens

                  
      
）
で
あ
る 
」。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
意
志
が
客
体
的
表
象
と
い

う
形
式
を
取
る
か
ぎ
り 
」、「
物
質
は
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る 
」。

つ
ま
り
、
物
質
は
意
志
と
表
象
の
絆
と
し
て
意
志
の
可
視
的
姿
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
意
志
そ
の
も
の
で
は

あ
る
が
、
逆
に
、
意
志
が
物
質
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
物
質
と
意
志
の
間
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
意

味
で
の
同
一
性
が
成
り
立
つ
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
一
つ
の
極
で
あ
る
人
間
の
主
観
に
関
し
て
も
成
立
す
る
は
ず

で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
最
高
の
意
味
で
の
哲
学
的
真
理
と
し
て
挙
げ
た
「
意
志

と
身
体
と
の
同
一
性
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う 
。
身
体
は
表
象
と
し
て
の
世
界
に
属
し
な
が
ら
も
意
志
の
客
体
と

い
う
観
点
か
ら
意
志
と
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
質
が
意
志
の
可
視
的
な
姿
と
さ
れ
た
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
物
質
が
意
志
の
可
視
性
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
次
の

よ
う
に
語
る
。

（　

）
４７

（　

）
４８

（　

）
４９

（　

）
５０

（　

）
５１

（　

）
５２
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「
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
可
視
的
に
な
っ
た
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い 
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
覚
醒
の
世
界
を
夢
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
因
果
的
な
物
質
に
求
め
ら
れ
、
し
か
も
純
粋
な
物
質
は
、

身
体
と
共
に
、
表
象
と
し
て
の
世
界
と
意
志
と
し
て
の
世
界
を
結
ぶ
絆
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
以
上

を
と
り
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
実
在
的
な
も
の
と
し
て
の
意
志
が
表
象
と
し
て

客
体
化
し
、
可
視
的
に
な
る
と
き
、
一
方
で
、
意
志
は
表
象
に
実
在
性
を
与
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
表
象
は
実
在
的
客
観

と
な
り
、
し
か
も
そ
の
一
方
で
、
意
志
は
因
果
性
と
し
て
の
純
粋
物
質
を
介
し
て
現
象
す
る
が
ゆ
え
に
、
実
在
的
客
観

は
夢
か
ら
区
別
さ
れ
て
因
果
的
現
実
の
世
界
と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
地
点
で
語
ら
れ
る
実
在
的
あ
る
い
は
実
在
性
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を

持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
意
志
と
表
象
の
絆
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
そ
し
て
双
方
の
関
係
を
示
し

て
い
る
可
視
化
あ
る
い
は
客
体
化
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

四　

意
志
と
表
象
の
絆

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
現
象
（
表
象
）
の
世
界
と
物
自
体
（
意
志
）
の
世
界
と
を
結
ぶ
絆
と
し
て
物
質
と
身
体
を

挙
げ
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
哲
学
の
問
題
で
あ
る
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
と
の
区
別
、
し
た
が
っ
て
ま
た
双

方
の
連
関
の
問
題
を
、
物
質
と
身
体
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
彼
は
、
こ
の
問

（　

）
５３



題
を
夢
と
覚
醒
の
区
別
の
問
題
と
同
類
と
見
な
し
、
区
別
の
徴
表
を
、
一
方
の
絆
で
あ
る
物
質
性
に
求
め
た
。
こ
れ
に

対
し
て
も
う
一
つ
の
絆
で
あ
る
身
体
こ
そ
、
実
在
性
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
と
見
な
す
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
最
高
の
意

味
で
の
哲
学
の
真
理
と
し
て
身
体
と
意
志
の
同
一
性
を
挙
げ
、「
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
持
つ
本
来
の
意
味
」
を
次

の
問
い
に
求
め
る
。

「
表
象
と
し
て
の
客
観
は
身
体
と
同
様
に
意
志
の
現
象
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か 
」。

　

彼
の
論
旨
を
確
認
し
て
お
こ
う 
。

　

ま
ず
、
彼
が
身
体
に
着
眼
す
る
の
は
、
身
体
が
わ
れ
わ
れ
に
二
様
に
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
体

的
行
為
は
、
一
方
で
外
的
に
知
覚
さ
れ
、
他
の
客
観
の
状
態
変
化
を
動
機
に
し
て
為
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
他
方
で
、
行
為
は
内
的
に
知
覚
さ
れ
、
意
志
的
に
為
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
要
す
る
に
、
身
体
は
外

的
知
覚
に
お
い
て
は
表
象
と
し
て
、
内
的
知
覚
に
お
い
て
は
、
直
接
、
意
志
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
表
象
を
意
志
の
客
体
化
・
可
視
化
と
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
二
つ
の
項
を
設
定
し
た
う
え
で
双
方
の
関
係

を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
哲
学
の
最
高
の
真
理
と
し
て
意
志
と
身
体
と
の
同
一
性
が
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

〈
同
一
の
も
の
〉
が
内
的
に
は
意
志
と
し
て
知
覚
さ
れ
、
外
的
に
は
表
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
実
在
的
な
モ
ノ
と
観
念
と
の
関
係
が
因
果
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
観
念
と
実
在
、
表
象
と
意
志
、
身
体
と
意
志
と
の
関
係

は
因
果
的
関
係
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
意
志
が
原
因
と
な
っ
て
身
体
的
行
為
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（　

）
５４

（　

）
５５
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私
が
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
い
て
い
る
の
は
、
何
ら
か
の
意
志
状
態
を
原
因
に
し
て
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
く
身
体

的
動
作
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
い
て
い
る
と
い
う
身
体
的
動
作
が
意
志
活

動
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
双
方
は
同
一
な
の
で
あ
る
。

「
身
体
活
動
は
、
客
体
化
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
直
観
の
中
に
入
っ
て
き
た
意
志
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で

あ
り
、「
身
体
全
体
が
、
客
体
化
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
表
象
に
な
っ
た
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い 
」。

　

彼
に
と
っ
て
、
現
象
と
イ
デ
ア
の
関
係
、
現
象
と
意
志
の
関
係
は
、
根
拠
律
に
従
っ
た
因
果
関
係
で
は
な
く
、
ま
た

基
礎
づ
け
関
係
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
現
象
と
そ
の
背
後
に
隠
れ
る
物
自
体
と
の
関
係
で
も
な
い 
。
そ
う
で
は
な
く
、

表
象
と
し
て
の
世
界
は
意
志
の
客
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
意
志
と
し
て
の
世
界
と
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
体
（
表
象
）

と
意
志
と
の
同
一
性
が
語
ら
れ
た
の
と
同
様
で
あ
り
、
双
方
の
相
違
は
内
的
に
知
覚
す
る
か
外
的
に
知
覚
す
る
か
の
違

い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
象
は
意
志
が
外
的
知
覚
に
対
し
て
可
視
化
・
客
体
化
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。「
私
は
客
体
化
と
い
う
言
葉
で
、
実
在
的
な
物
体
界
に
お
け
る
自
己
提
示
と
い
う
こ
と
を
理
解
し

て
い
る 
」。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
歩
み
を
進
め
た
方
向
で
あ
る
。
彼
は
人
間
と
い
う
一
つ
の
個
体

に
お
い
て
意
志
と
身
体
と
の
同
一
性
を
見
出
し
た
の
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
現
象
一
般
と
意
志
一
般
と
の
同
一
性
、
表

象
と
し
て
の
世
界
と
意
志
と
し
て
の
世
界
と
の
同
一
性
へ
と
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
内
的
に
知
覚
す
る

意
志
は
知
性
に
媒
介
さ
れ
て
自
己
意
識
に
ま
で
高
ま
っ
た
形
態
に
お
け
る
意
志
で
あ
る
の
に
対
し
て 
、「
自
然
は
知
性

（　

）
５６

（　

）
５７

（　

）
５８

（　

）
５９



に
媒
介
さ
れ
ず
に
活
動
し
、
吹
き
荒
れ
、
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
中

に
意
志
と
し
て
見
出
す
も
の
と
同
じ
で
あ
る 
」。
か
く
し
て
、「
認
識
を
欠
い
た
意
志
が
、
事
物
の
実
在
性
を
基
礎
づ
け

て
い
る 
」。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
自
ら
の
自
己
意
識
の
う
ち
に
意
志
を
認
め
、
そ
れ
を
高
度
な
意
志
形
態
と
見
な
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
認
識
を
欠
い
た
盲
目
的
意
志
と
い
う
段
階
を
設
定
し
、
意
志
を
、
物
体
一
般
を
含
む
表
象
と

し
て
の
世
界
の
自
体
的
な
も
の
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
表
象
は
意
志
の
客
体
で
あ
る
か
ぎ
り
単
な
る
主
観
的

な
表
象
で
は
な
く
、
実
在
的
な
客
観
と
な
る
。
こ
れ
が
物
体
の
実
在
性
の
問
題
に
対
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
答

え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
行
っ
た
一
つ
の
逆
転
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う 
。
そ
れ
は
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
空
中
を
飛
ぶ
石
に
関
す
る
逆
転
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
空
中
を
飛
ぶ
石
に
意
識
が
あ
る
な
ら
自
分
の
意
志
で

自
由
に
飛
ん
で
い
る
と
思
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
例
を
挙
げ
て
、
た
と
え
自
分
で
は
意
志
的
で
あ
り
自
由
だ
と
意
識
し
て

い
て
も
実
は
必
然
的
な
の
だ
と
主
張
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
意
志
が
あ
っ
た
と
し
て
も
石
の
運
動
は
必

然
的
で
あ
り
、
こ
の
必
然
性
を
人
間
に
ま
で
敷
延
し
よ
う
と
す
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
れ
を
逆
転
し
て
解
釈

す
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
因
果
的
に
必
然
的
で
あ
っ
て
も
人
間
の
行
為
は
意
志
的
で
あ
り
、
こ
の
意
志
を
石
に
ま
で

拡
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
な
し
た
こ
の
逆
転
は
二
つ
の
方
向
に
及
ん
で
い
る
。
一
つ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
対
す
る
意
志

（
自
由
）
と
表
象
（
必
然
）
と
の
関
係
の
逆
転
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。

「
私
が
考
察
す
る
の
は
内
的
本
質
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
必
然
性
（
す
な
わ
ち
、
原
因
か
ら
の
結
果
）
は
、

（　
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そ
の
内
的
本
質
を
前
提
に
し
て
初
め
て
意
義
と
妥
当
性
を
得
る
。
そ
の
内
的
本
質
と
は
、
人
間
に
お
い
て
は
性
格
、

石
に
お
い
て
は
性
質
、
と
呼
べ
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
直
接
認
識
さ
れ
る
場
合
に
は
、
意
志
と
名

づ
け
ら
れ
る 
」。

　

も
う
一
つ
は
、
石
か
ら
人
間
へ
と
い
う
方
向
を
、
人
間
か
ら
石
へ
と
い
う
方
向
に
転
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
カ

ン
ト
と
の
関
係
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
私
は
、
カ
ン
ト
が
人
間
の
現
象
だ
け
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
を
、
す
べ
て
の
現
象
一
般
へ
置
き
移
し
た
の
で
あ

る
。
現
象
一
般
が
人
間
の
現
象
と
異
な
る
の
は
度
合
い
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
の
本
質
自
体
は
絶
対
的

に
自
由
で
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
意
志
で
あ
る 
」。「
わ
れ
わ
れ
は
自
然
を
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
理
解
す
る
こ
と

を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
逆
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い 
」。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
歩
ん
だ
道
は
、
人
間
を
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
し
て
中
心
に
据
え
、
そ
れ
に

擬
し
て
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
創
る
と
い
う
道
で
あ
る
。「
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
中
に
は
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
全
体
が
あ
り
、

マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
な
い 
」。
し
か
も
、
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
マ
ク
ロ
コ

ス
モ
ス
を
結
ぶ
絆
と
な
る
の
が
、
最
高
の
意
味
で
の
哲
学
の
真
理
と
さ
れ
た
身
体
と
意
志
と
の
同
一
性
で
あ
る
。
カ
ン

ト
か
ら
最
後
の
一
歩
を
進
め
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
道
と
は
、
人
間
を
自
然
一
般
の
中
心
に
据
え
、
人
間
の
自
己

意
識
に
見
出
さ
れ
た
意
志
を
自
然
一
般
へ
拡
大
す
る
と
い
う
道
に
ほ
か
な
ら
な
い 
。
し
た
が
っ
て
彼
の
言
う
「
意
志
と

（　
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表
象
と
し
て
の
世
界
」
と
は
、
人
間
を
中
心
に
し
て
得
ら
れ
た
、
優
れ
て
人
間
的
な
世
界
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
彼

は
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
で
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
在
性
概
念
の
意
味

も
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
で
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五　

実
在
性
概
念
の
意
味
展
開

　

実
在
性
概
念
に
つ
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
用
法
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
を
振
り
返
っ

て
お
こ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
思
弁
的
な
道
に
お
い
て
物
体
の
実
在
性
が
〈
我 
― 

観
念 
― 
物
体
〉
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
問

題
に
な
る
と
き
、
そ
れ
は
我
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
。
し
か
も
、
実
在
性
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
精
神
と
し
て
の
我
に
対
す
る
物
質
的
モ
ノ
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
質
的
モ
ノ
の
モ
ノ

性
は
、
思
考
す
る
モ
ノ
の
精
神
性
に
対
す
る
物
質
性
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
に
お
い

て
純
粋
悟
性
概
念
に
数
え
ら
れ
た
実
在
性
は
「
事
象
性 
」
と
同
義
的
に
理
解
さ
れ
、
実
在
性
で
名
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
感
覚
一
般
に
対
応
し
て
い
る
も
の
」、「
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
超
越
論
的
物
質
」
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、「
実
在
的

な
も
の
」
は
「
外
的
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
質
料
」
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る 
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
カ
ル
ト

と
カ
ン
ト
に
は
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
実
在
的
な
も
の
が
物
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

主
観
に
と
っ
て
の
客
観
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
物
体
と
し
て
の
モ
ノ
は
主
観
に

依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
。

（　
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以
上
の
二
人
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
い
わ
ば
そ
の
中
間
的
位
置
あ
る
い
は
両
者
を
統
合
す
る

位
置
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
「
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る
」
と
語
る
か
ぎ
り
カ
ン
ト
的
で
あ
り
非
デ

カ
ル
ト
的
で
あ
る
。
実
在
的
な
客
観
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
も
、
私
の
表
象
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を

使
え
ば
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
客
観
の
実
在
性
は
ど
こ
か
ら
汲
み
取
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ

ン
ト
に
お
い
て
実
在
性
の
源
泉
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
主
観
の
条
件
で
あ
る
純
粋
悟
性
概
念
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

主
観
的
な
認
識
が
単
な
る
仮
象
で
は
な
く
客
観
的
実
在
性
を
持
ち
う
る
た
め
に
は
、
純
粋
悟
性
概
念
に
基
づ
い
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
対
象
に
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
し
か

も
そ
の
対
象
は
主
観
に
と
っ
て
の
客
観
と
し
て
、
時
間
と
空
間
そ
し
て
純
粋
悟
性
概
念
を
条
件
に
し
た
超
越
論
的
統
覚

の
総
合
統
一
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
る 
。
現
象
が
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
の
み
成
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

「
外
的
な
諸
現
象
の
実
在
的
な
も
の
は
、
知
覚
の
中
で
の
み
現
実
的
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
仕
方
で
も
現
実
的
た

り
え
な
い 
」
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
客
観
が
実
在
性
を
持
ち
う
る
の
は
、
そ

れ
が
自
体
的
な
意
志
の
現
象
・
客
体
で
あ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
観
に
非
依
存
的
で
自
体
的
な
モ
ノ

（
意
志
）
が
観
念
（
表
象
）
に
実
在
性
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
る
。
し

か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
物
体
と
観
念
が
因
果
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お

い
て
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
自
体
的
な
意
志
は
因
果
律
の
適
用
範
囲
外
に
あ
る
。
因
果
律
が
適
用
さ
れ
る

の
は
、
相
互
に
作
用
す
る
個
々
の
客
観
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
実
在
性
に
関
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
考
え
は
、
実
在
的
な
客
観
を
主
観
の
表
象
と
見
な
す
点
で
、

カ
ン
ト
的
で
あ
り
非
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
表
象
の
客
観
的
実
在
性
の
源
泉
を
主
観
で
は
な
く
、
そ
れ

（　
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に
非
依
存
的
で
自
体
的
な
モ
ノ
に
求
め
よ
う
と
す
る
点
で
、
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
り
非
カ
ン
ト
的
で
あ
る
。
で
は
、
物
自

体
と
表
象
と
の
関
係
が
因
果
的
で
な
い
と
し
た
ら
、
客
観
は
物
自
体
と
し
て
の
意
志
か
ら
ど
の
よ
う
に
実
在
性
を
得
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
さ
い
の
実
在
性
は
、
現
実
性
概
念
と
対
照
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
意
志
と
表
象
と
の
間
に
も
う
一
つ
の
介
在
者
と
し
て
イ
デ

ア
を
挙
げ
て
答
え
る
。
そ
の
さ
い
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
。

　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
プ
ラ
ト
ン
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
カ
ン
ト
と
の
類
似
性
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
カ
ン
ト
の
物
自
体
と
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
の
類
似
性
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
、
物
自
体
は

意
志
と
さ
れ
、
そ
し
て
イ
デ
ア
は
意
志
の
直
接
的
な
客
体
と
さ
れ
る 
。
し
た
が
っ
て
物
自
体
と
、
自
然
界
の
個
々
の
事

物
と
の
間
に
は
、
イ
デ
ア
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
々
の
事
物
は
、
物
自
体
が
イ
デ
ア
を
介
し

て
間
接
的
に
客
体
化
し
た
も
の
で
あ
る 
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
デ
ア
は
物
自
体
と
現
象
と
の
間
に
あ
っ
て
、
現
象
を
支
配
す

る
根
拠
律
か
ら
免
れ
て
い
る
が
、
か
と
い
っ
て
イ
デ
ア
が
す
な
わ
ち
物
自
体
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
イ
デ
ア
は
根

拠
律
か
ら
は
免
れ
て
い
る
が
、
表
象
と
し
て
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
〈
主
観 
― 

客
観
〉
と
い
う
枠
組
み
に
従
っ

て
、
主
観
に
対
す
る
客
観
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
デ
ア
は
、
個
体
性
を
免
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
し
て

根
拠
律
に
従
っ
た
時
空
的
規
定
を
免
れ
た
恒
存
的
な
も
の
と
し
て
、
し
か
も
主
観
に
と
っ
て
の
客
観
と
し
て
、
規
定
さ

れ
る
。

　

そ
れ
で
は
イ
デ
ア
は
、
同
じ
く
主
観
に
対
す
る
客
観
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
物
質
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
個
的
な
客
観
の
側
か
ら
見
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
個
物
は
特
定
の
形
と
特
定
の
材
料

か
ら
な
る
。
そ
し
て
、
一
方
の
特
定
の
形
か
ら
そ
の
特
殊
性
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
が
、
そ
の
個
物
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を
包
摂
す
る
種
あ
る
い
は
類
と
し
て
の
イ
デ
ア
で
あ
る
。
他
方
、
個
物
の
特
定
の
材
料
か
ら
そ
の
特
殊
性
を
捨
象
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
が
、
純
粋
な
物
質
で
あ
る
。
イ
デ
ア
と
純
粋
な
物
質
は
、
い
ず
れ
も
純
粋
な
思
考
の
客
観

で
あ
り
、
し
か
も
意
志
の
直
接
的
な
客
体
で
あ
る
。
か
く
し
て
個
物
は
、
し
た
が
っ
て
表
象
と
し
て
の
世
界
は
、
イ
デ

ア
と
純
粋
な
物
質
を
介
し
た
、
意
志
の
間
接
的
な
客
体
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
、
個
々
の
客
観
を
現
実
的
な
客
観
と
し
て
単
な
る
夢
や
空
想
か
ら
区
別
す
る
も
の
が
物

質
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
イ
デ
ア
に
つ
い
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
ま
ず
、
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
を
名
指
す

と
き
に
使
う
ギ
リ
シ
ャ
語
「 o[ntw

V
o[n

     
     
（
存
在
の
中
の
存
在
）」
を
ド
イ
ツ
語
で
「w

ahrhaft
Seiend

 
              
（
真
実
に
存
在

す
る
も
の
）」
と
訳
す 
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
比
喩
で
言
わ
れ
る
影
絵
と
の
関
係
で
イ
デ
ア
を
「
影
絵
の
実
在
的
な

原
像 
」
と
し
て
捉
え
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
イ
デ
ア
を
現
象
に
対
す
る
実
在
的
原
像
と
言
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
次
の

よ
う
に
言
う
。

「
実
在
性
は
、
事
物
の
恒
常
的
な
形
相
つ
ま
り
イ
デ
ア
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る 
」。

　

さ
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
真
実
に
存
在
す
る
も
の
」
と
い
う
訳
を
つ
け
て
い
る o[ntw

V
o[n

     
     

は
、
プ
ラ
ト

ン
に
お
い
て
イ
デ
ア
を
名
指
す
語
と
し
て
「
存
在
の
中
の
存
在
」
あ
る
い
は
「
本
当
に
存
在
す
る
も
の
」
と
も
訳
さ
れ

る
。o[ntw

 
    

V  

はei\nai

      
（to

be

     
）
の
分
詞 o[n    
（being

     
）
か
ら
作
っ
た
副
詞
と
し
て
「
本
当
に
、
実
際
に
（really,actual

              -  

ly   
）」
が
通
例
の
辞
書
的
な
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
こ
こ
で
洞
窟
の
比
喩
に
連
関
し
て
語
っ
た

「
実
在
的
な
原
像
」
は
、
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
の
洞
窟
の
比
喩
の
箇
所
で
は
、
洞
窟
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
影
に

（　

）
７４

（　

）
７５
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対
す
る
「
真
実
の
も
の
（tavajlhvq

          h   
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
を
「
真
実
の
も
の
」
と

し
た
の
に
対
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
れ
を
「
実
在
的
な
原
像
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
実
在
的
」
と
い
う
言
葉
は
、「
本
当
の
」
あ
る
い
は
「
真
実
の
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
、
物
質
性
は
因
果
性
と
い
う
観
点
か
ら
作
用
概
念
を
介
し
て
現
実
性

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
物
質
性
が
表
象
と
し
て
の
世
界
に
現
実
性
を
与
え
た
の
に
対
し
て
、
イ
デ
ア
は
実
在
性

の
源
泉
と
な
っ
て
表
象
と
し
て
の
世
界
に
実
在
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
意
味
は
、
真
実
の
存
在
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
「
真
実
の
（w

ahrhaft

 
       
）」
と
い
う
語
を
イ
デ
ア
に
対
し
て
よ
く
用
い
る 
。
た
と
え
ば
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
関
係
性
の
外
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
は
独
立
に
あ
り
、
世
界
の
、
ひ
と
り
本
来
的
な
本
質
を
持
つ
も

の
、
世
界
の
諸
現
象
に
お
け
る
真
実
の

機

機

機

内
容
、
い
か
な
る
変
化
に
も
服
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
永
遠
に
、
等
し
い
真機

実
性
機

機

（W
ahrhaftigkeit

 
             
）
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
、
一
言
で
い
え
ば
イ
デ
ア
、
つ
ま
り
、
物
自
体
で
あ
る

意
志
の
直
接
的
で
十
全
な
客
体 
」。

プ
ラ
ト
ン
そ
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
イ
デ
ア
は
真
実
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

は
こ
こ
で
、
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン
ト
の
教
説
の
内
的
意
味
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
両
者
﹇
カ
ン
ト
と
プ
ラ
ト
ン
﹈
は
可
視
的
世
界
が
現
象
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。
現
象
と
は
つ
ま
り
、
そ
れ

（　

）
７７

（　

）
７８

（　

）
７９
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だ
け
で
は
虚
無
的
で
あ
り
、
可
視
的
世
界
の
う
ち
で
自
ら
を
表
出
す
る
も
の
（
一
方
で
は
物
自
体
、
他
方
で
は
イ

デ
ア
）
に
よ
っ
て
意
義
を
持
ち
実
在
性
を
借
り
て
く
る
の
で
あ
る 
」。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
引
用
文
中
で
「
意
義
」
に
つ
い
て
は
単
に
「
意
義
を
持
つ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
実
在
性
に
つ
い
て
は
「
実
在
性
を
借
り
て
く
る
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
分
有
思
想
を

想
起
さ
せ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
現
象
が
イ
デ
ア
か
ら
実
在
性
を
借
り
て
く
る
と
表
現
す
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
は
虚
無
的
な
存
在
と
し
て
の
現
象
に
対
し
て
真
実
の
存
在
と
し
て
の
イ
デ
ア
か
ら

実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
在
性
と
は
、
真
実
の
存
在
か
ら
虚
無
的
存
在
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
〈
存
在

の
真
実
性
〉
あ
る
い
は
〈
真
実
の
存
在
性
〉
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
使
う
実
在
性
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
デ
カ

ル
ト
に
お
い
て
現
れ
た
ラ
テ
ン
語
の
モ
ノ
の
モ
ノ
性
よ
り
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
思
想
に
由
来
し
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
そ
の
意
味
は
、
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
、
事
象
性
や
物
質
性
よ
り
も
、
現
象
の
虚
無
性
（
虚
ろ
、
見
え
）

に
対
す
る
存
在
の
真
実
性
（
実
、
真
相
）
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
実
在
性
の

問
題
を
デ
カ
ル
ト
と
異
な
っ
て
夢
と
覚
醒
の
問
題
圏
に
留
ま
り
な
が
ら
、
夢
の
虚
無
性
に
対
す
る 
現 
の
真
実
性
の
問
題

う
つ
つ

と
し
て
引
き
受
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
生
じ
た
物
体
の
実
在
性
の
問
題
が
実
体
概
念
の
持
つ
〈
留
ま
り
、
確
固

と
し
た
、
真
実
の
も
の
〉
と
〈
移
ろ
い
、
脆
く
、
仮
の
も
の
〉
と
の
対
置
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
実
在
性
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
実
体
概
念
（
イ
デ
ア
）
を
介
し
て
、

（　

）
８０



真
実
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
表
象
と
し
て
の
世
界
は
イ
デ
ア
を
介
し
た
意
志
の
客
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
実
在
的

で
あ
り
、
真
実
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

六　

意
義
と
実
在
性

　

実
在
性
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
の
中
で
存
在
の
真
実
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
加
え
て
あ
と
一
つ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
の
引
用
の
中
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
度
引
い
て
み
よ
う
。

「
両
者
﹇
カ
ン
ト
と
プ
ラ
ト
ン
﹈
は
可
視
的
世
界
が
現
象
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。
現
象
と
は
つ
ま
り
、
そ
れ

だ
け
で
は
虚
無
的
で
あ
り
、
可
視
的
世
界
の
う
ち
で
自
ら
を
表
出
す
る
も
の
（
一
方
で
は
物
自
体
、
他
方
で
は
イ

デ
ア
）
に
よ
っ
て
意
義
を
持
ち
実
在
性
を
借
り
て
く
る
の
で
あ
る 
」。

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
こ
の
引
用
文
の
「
実
在
性
を
借
り
て
く
る
」
と
い
う
語
句
に
注
目
し
た
が
、
も
う
一
方
の
「
意
義

を
持
つ
」
と
い
う
点
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
引
用
文
中
の
「
一
方
で
は
物
自
体
、
他
方
で
は
イ
デ
ア
」
と
い
う
文
面
は
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
と
プ
ラ
ト
ン

を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ

（　

）
８１
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ち
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
現
象
は
物
自
体
に
よ
っ
て
意
義
を
持
ち
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
現
象
は
イ
デ
ア
か
ら
実
在
性
を

借
り
て
く
る
、
と
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
方
の
実
在
性
は
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
の
受
容
と
し
て
イ
デ
ア
が
源
泉
と
な
り
、

他
方
の
意
義
は
、
カ
ン
ト
か
ら
の
受
容
と
し
て
自
体
的
な
意
志
が
源
泉
に
な
っ
て
い
る
と
推
察
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
、

意
義
は
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
実
在
性
と
意
義

は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

さ
し
あ
た
り
言
え
る
こ
と
は
、「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
と
カ
ン

ト
か
ら
等
分
の
影
響
を
受
け
て
い
る
な
ら
、
彼
自
身
の
問
題
設
定
に
お
い
て
も
意
義
と
実
在
性
は
同
程
度
の
重
要
性
を

持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
彼
は
意
義
に
つ
い
て
も
実
在
性
と
同
様
に
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
の
は
表
象
の
意
義

機

機

機

機

機

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
世
界
が
表
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

世
界
は
空
虚
（w

esenlos

 
       
）
な
夢
や
幽
霊
の
幻
影
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
傍
ら
を
次
々
に
移
り
行
く
も
の
に
す
ぎ

ず
、
考
察
に
値
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
も
世
界
は
、
表
象
と
何
か
別
の
も
の
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
何
か 
」。

こ
れ
は
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界　

正
編
』
第
一
七
章
、
す
な
わ
ち
第
一
巻
「
表
象
と
し
て
の
世
界
の
第
一
考

察
」
が
終
っ
て
第
二
巻
「
意
志
と
し
て
の
世
界
の
第
一
考
察
」
に
入
る
冒
頭
の
章
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
の
引
用
文
は
、

表
象
と
し
て
の
世
界
か
ら
意
志
と
し
て
の
世
界
へ
移
行
し
た
章
で
語
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
彼
が
表
象

の
実
在
性
で
は
な
く
、
表
象
の
意
義
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
わ
れ
わ
れ
が
知
り
た
い
の
は
表
象

（　

）
８２



の
意
義
で
あ
る
」、
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
こ
の
世
界
が
単
な
る
表
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
世
界
は
「
空
虚
（w

esenlos

 
       
）
な
」、
つ
ま
り

「
存
在
性
を
欠
い
た
（w

esenlos

 
       
）」、
夢
や
幽
霊
の
幻
影
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
傍
ら
を
つ
ぎ
つ
ぎ
移
り
行
く
も
の

に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
、
意
義
の
問
題
で
は
な
く
、
夢
と
覚
醒
と
の
区
別
の
問
題
と
し
て
の
実
在

性
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
こ
そ
、
実
体
と
い

う
語
に
含
意
さ
れ
て
い
た
〈
留
ま
り
、
確
固
と
し
た
、
本
当
の
も
の
〉
と
〈
移
ろ
い
、
脆
く
、
仮
の
も
の
〉
と
の
対
置

の
中
で
生
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
こ
の
対
置
は
、
イ
デ
ア
界
と
現
象
界
と
の
対
置
に
な
る
。
か

く
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
イ
デ
ア
の
持
つ
存
在
の
真
実
性
を
実
在
性
概
念
に
含
意
さ
せ
た
。
彼
は
、
夢
と
覚
醒

の
区
別
を
物
質
性
に
、
そ
し
て
覚
醒
に
お
け
る
表
象
の
実
在
性
を
イ
デ
ア
に
求
め
た
の
で
あ
り
、
物
質
性
を
現
実
性
と

し
て
理
解
し
、
実
在
性
を
存
在
の
真
実
性
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
イ
デ
ア
も
物
質
性
も
、
自
体
的

な
意
志
の
直
接
的
な
客
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
意
義
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
ろ

う
か
。

　

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
実
在
性
の
源
泉
が
イ
デ
ア
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
実
在
性
概
念
の
意
味
も
プ
ラ
ト
ン
に
遡
っ
て
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
義
が
先
の
引
用
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
カ
ン
ト
の
物
自
体
と
の
関
係
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
と
な
る
場
面
は
物
自
体
に
関
わ
り
う
る
実

践
理
性
す
な
わ
ち
意
志
の
自
由
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
意
義
と
は
、
表
象
と
し
て
の
世
界
に
お
け
る
身
体

的
行
為
、
し
か
も
意
志
的
行
為
に
お
け
る
意
義
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
物
自
体

の
位
置
に
意
志
を
据
え
た
の
は
、
そ
れ
が
因
果
律
に
服
さ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
自
由
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

80

第２章　夢と現の狭間



６　意義と実在性

81

　

し
か
し
な
が
ら
表
象
と
し
て
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
行
為
は
自
然
現
象
と
同
様
に
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
身
体

的
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
表
象
と
し
て
、
根
拠
律
に
従
う
。
そ
れ
は
自
然
の
生
成
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
根
拠

律
は
、
行
為
の
場
合
に
は
動
機
づ
け
で
あ
り
、
自
然
の
生
成
の
場
合
に
は
因
果
律
で
あ
り
、
形
態
は
異
な
る
に
し
て
も

表
象
が
根
拠
律
に
従
っ
て
必
然
的
に
結
合
さ
れ
る
と
い
う
点
に
変
わ
り
が
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
宙
に
投
げ
ら
れ
た

物
体
が
必
然
的
に
落
下
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
も
根
拠
律
に
従
っ
て
必
然
的
に
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
落
下
や
行
為
の
説
明
は
根
拠
律
に
よ
る
説
明
で
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

果
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
先
の
問
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
、
表
象
と
し
て
の
世
界
は
、
根
拠
律
に
従
う
の
み
で
、
そ
こ
に
は
何
の
意
義
も
見
出
さ
れ
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
為
が
因
果
連
鎖
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
必
然
的
に
な
る
な
ら
、
そ
こ
に
自
由
は
な
く
、
行
為
の
意

義
を
問
う
こ
と
す
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
行
為
の
意
義
は
、
行
為
が
単
に
必
然
的
に
継
起
す
る
表
象

と
し
て
で
は
な
く
、
自
由
な
意
志
的
活
動
で
あ
る
場
合
に
の
み
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
は
じ
め
て
、
彼
が
「
意
義
」
を
「
行
為
の
道
徳
的
意
義
」
と
し
て
語
り
、
し
か
も
こ
れ
を
現
象
と
物
自
体
と
の

区
別
に
次
い
で
カ
ン
ト
の
第
二
の
功
績
に
数
え
た
彼
の
真
意
が
明
確
に
な
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
カ
ン
ト
は
意
志
に
、
直
接
、
物
自
体
を
認
識
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
認
識
に
い
た
る
偉
大
で
先
駆
的
な
歩
み
を

進
め
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
人
間
の
行
為
の

機

機

機

機

機

機

、
否
定
し
え
な
い
道
徳
的
意
義

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

を
、
現
象
の
法
則
と
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
は
依
存
し
な
い
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
な
い
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
物
自
体

機

機

機



に
直
接
触
れ
る
も
の

機

機

機

機

機

機

機

機

と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る 
」。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
観
念
論
的
に
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
「
世
界
は
私
の
表
象
で
あ

る
」
と
述
べ
は
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
表
象
と
し
て
の
世
界
に
道
徳
的
意
義
を
付
与
す
る
も
の
こ
そ
求
め
て
い
た
こ
と

に
な
ろ
う
。
も
し
道
徳
的
意
義
が
求
め
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
一
切
の
行
為
は
「
夢
や
幽
霊
の
幻
影
」

と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
が
「
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
立
て
た
と
し
て
も
、
同
じ
く
意
識
の

事
実
か
ら
の
出
発
を
説
い
た
デ
カ
ル
ト
の
命
題
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
在
り
」
と
根
本
的
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、

「
デ
カ
ル
ト
の
命
題
は
主
観
の
直
接
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
私
の
命
題
は
客
観
の
間
接
性
を
強
調
し
て
い
る 
」。
強
調

点
が
客
観
の
間
接
性
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
客
観
の
間
接
性
に
対
し
て
意
識
に
直
接
的
に

客
体
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
表
象
と
し
て
の
世
界
に
意
義
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
が
意
志
に
求
め

ら
れ
る
と
き
、
意
義
は
単
に
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
象
と
し
て
の
世
界
が
意
志
の
客
体
で
あ
る

か
ぎ
り
、
表
象
と
し
て
の
世
界
全
体
が
道
徳
的
意
義
に
満
ち
る
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。

「
自
然
の
中
で
働
き
活
動
し
て
い
る
力
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
の
意
志
と
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
道
徳
的

世
界
秩
序
は
、
実
際
、
世
界
の
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
力
と
直
接
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。....

 
   　
世
界
機

機

は
、
独
自

の
力
で
存
立
し
て
い
る
が
、
み
な
道
徳
的
傾
向

機

機

機

機

機

機

機

を
受
け
取
る 
」。

意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
は
、
人
間
を
中
心
に
し
て
開
示
さ
れ
た
、
優
れ
て
人
間
的
な
世
界
で
あ
り
、
こ
の
ゆ
え
に

（　

）
８３

（　

）
８４

（　

）
８５
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６　意義と実在性
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行
為
的
世
界
で
あ
り
、
道
徳
的
世
界
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
、
道
徳
的
意
義
を
強
調
す
る
と
、
も
は
や
実
在
性
と
い
う
概
念
は
不
要
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
は
、
意
義
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
実
在
性
は
不
可
欠
に
な
る
。
た

と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
内
的
意
識
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
な
も
の
が
一
切
の 
要 
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
意
志
の
方

か
な
め

向
と
し
て
個
人
に
の
み
宿
っ
て
い
る
。
実
際
、
個
人
の
人
生
航
路
に
の
み
、
統
一
、
連
関
、
真
の
有
意
義
性

機

機

機

機

機

機

が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
人
生
航
路
は
一
つ
の
教
訓
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
教
訓
の
意
味
は
道
徳
的
な
意

機

機

機

機

機

味機

で
あ
る
。
内
的
事
象
は
意
志
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
の
み
が
真
実
の
実
在
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

現
実
的
な
出
来
事
で
あ
る
。
意
志
の
み
が
物
自
体
だ
か
ら
で
あ
る 
」。

表
象
と
し
て
の
世
界
の
意
義
と
実
在
性
は
、
物
自
体
と
し
て
の
意
志
か
ら
与
え
ら
れ
、
し
か
も
意
義
は
と
り
わ
け
個
人

の
行
為
の
道
徳
的
意
義
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
個
人
の
行
為
が
道
徳
的
意
義
を
持
つ
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
行
為
が
置
か
れ
て
い
る
表
象
界
が
現
実

の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
実
在
的
（
真
実
の
）
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
為
の
意

義
に
つ
い
て
語
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
表
象
界
が
単
に
因
果
律
に
支
配
さ
れ

た
世
界
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
意
義
に
満
ち
た
世
界
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
ま
ず
、
夢
の
ご
と
く
虚
無
的
な
世

界
で
は
な
く
、
現
実
の
実
在
的
な
世
界
、
現
実
の
真
実
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（　

）
８６



七　

意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界

　

以
上
の
よ
う
に
、
行
為
の
道
徳
的
意
義
は
意
志
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
実
在
性
（
真
実
性
）
は
意
志
の
直
接
的
な
客
体

で
あ
る
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
現
実
性
（
因
果
性
）
は
意
志
の
直
接
的
な
客
体
で
あ
る
物
質
性
に
よ
っ
て
、
こ
の

世
界
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
住
ん
で
い
る
世
界
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
世
界
の
内
で
、
物
質
性
に
よ
っ
て
覚
醒
（
現
実
）
を
夢
か
ら
区
分
し
、
実
在
性
（
真
実
性
）
に
よ
っ
て
現

実
の
表
象
を
虚
無
性
か
ら
区
別
し
、
意
志
的
行
為
に
よ
つ
て
道
徳
的
意
義
を
語
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
描
く
こ

の
世
界
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
界
と
現
象
界
と
の
対
置
の
中
で
、
し
た
が
っ
て
〈
留
ま
り
、
確
固
と
し
た
、
本
当

の
も
の
〉
と
〈
移
ろ
い
、
脆
く
、
仮
の
も
の
〉
と
の
対
置
の
中
で
、〈
自
体
的
な
意
志
〉
と
〈
そ
れ
だ
け
で
は
虚
無
的

な
表
象
〉
と
し
て
の
世
界
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
外
界
の
実
在
性
の
問
題
も
ま
さ
し
く
こ
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、

〈
覚
醒
〉
と
〈
夢
〉
と
の
対
置
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
、
解
決
が
目
指
さ
れ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
実
在
性
の
意
味
は
、

存
在
性
を
欠
い
た
表
象
の
虚
無
性
に
対
す
る
存
在
の
真
実
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
意
志
は
根

拠
律
を
免
れ
た
自
体
的
な
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
用
語
で
物
自
体
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
で
は
実
在
性
概
念
の
こ
の
変

遷
、
そ
し
て
物
自
体
が
意
志
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
彼
の
道
筋
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
彼
に
と
っ
て
こ
の
世
界
は
表
象
と
し
て
の
世
界
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
れ

だ
け
で
あ
る
な
ら
虚
無
的
世
界
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
「
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
含
意
さ
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
哲
学
的
問
題
の
伝
承
か
ら
引
き
受
け
た
出
発
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
い
う
よ
り
は
そ
う
で
あ

84
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７　意志と表象としての世界

る
か
ら
こ
そ
、
彼
は
自
体
的
な
も
の
、
つ
ま
り
主
観
に
相
対
し
た
か
ぎ
り
で
の
客
観
と
は
別
な
も
の
と
し
て
の
自
体
的

な
も
の
を
要
求
し
、
そ
れ
を
意
志
に
求
め
、
し
か
も
人
間
に
お
け
る
意
志
と
身
体
の
同
一
性
を
起
点
に
し
て
世
界
全
体

に
意
志
を
見
出
し
た
。
か
く
し
て
因
果
性
を
免
れ
た
自
由
な
意
志
こ
そ
、
夢
や
幻
影
、
虚
無
性
に
対
し
て
真
実
な
も
の

で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
意
志
の
現
象
で
あ
る
か
ぎ
り
物
質
性
に
よ
っ
て
現
実
性
（
因
果
性
）
を
、
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
実

在
性
（
真
実
性
）
を
、
そ
し
て
自
由
な
意
志
的
行
為
に
よ
っ
て
道
徳
的
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
道
筋
は
確
か
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
こ
の
道
筋
の
延
長
線
上
で
、
表
象
が
意
志

か
ら
実
在
性
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
表
象
と
し
て
の
世
界
は
再
び
一
種
の
虚
無
性
へ
転
換
し
て
し
ま
う

と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
界
は
意
志
か
ら
実
在
性
を
受
け
取
り
、

道
徳
的
行
為
に
よ
っ
て
意
義
に
満
ち
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
世
界
が
意
志
の
客
体
化
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て

苦
悩
の
世
界
へ
転
換
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
意
志
は
生
へ
の
意
志
と
し
て
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
満
足
を
求

め
て
止
む
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
安
ら
ぎ
に
い
た
る
こ
と
の
な
い
苦
悩
の
源
で
も
あ
る
。
意
志
的
行
為
は

道
徳
的
意
義
を
獲
得
す
る
反
面
、
苦
悩
の
源
と
も
な
る
。
世
界
は
苦
の
世
界
と
な
る
。
意
志
が
世
界
の
真
実
で
あ
る
か

ぎ
り
、
こ
の
世
界
は
意
志
か
ら
イ
デ
ア
を
介
し
て
実
在
性
（
真
実
性
）
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
の
世
界
に
転
じ

る
。
苦
が
こ
の
世
界
の
真
実
と
な
る
。
か
く
し
て
、
苦
悩
か
ら
の
救
済
を
求
め
て
苦
悩
の
源
と
し
て
の
意
志
を
滅
却
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
世
界
の
実
在
性
（
真
実
性
）
の
源
を
滅
却
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
世
界
は
再
び
虚
無

性
に
転
換
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る 
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
虚
無
性
と
実
在
性
と
の
転
換
を
繰
り
返
す
意
志
的
表
象
的
世
界
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
真
実

の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
世
界
が
虚
無
性
と
実
在
性
と
の
転
換
を
繰
り
返
す
が
ゆ
え
に
、
前
章
で

（　

）
８７
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挙
げ
た
問
い
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
問
い
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
意
志
的
表
象
的
世
界
か
ら
、

〈
留
ま
り
、
確
固
と
し
た
、
本
当
の
も
の
〉
と
〈
移
ろ
い
、
脆
く
、
仮
の
も
の
〉
と
の
対
置
の
根
元
か
ら
生
じ
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
今
や
そ
の
根
元
を
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
自
体
的
な
も
の
と
し
て
見
出
し

た
意
志
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
意
志
が
一
方
で
こ
の
世
界
に
実
在
性
を
与
え
、
他
方
で
こ
の
世
界
を
虚
無
性
に

陥
れ
る
源
で
あ
る
以
上
、
虚
無
性
と
実
在
性
と
の
転
換
は
意
志
を
巡
っ
て
反
転
的
に
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
在
性
と

虚
無
性
の
こ
の
よ
う
な
反
転
的
転
換
こ
そ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
見
届
け
た
こ
の
世
界
の
〈
真
相
〉
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
体
・
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
哲
学
の
問
題
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
の
歩
ん
だ
思
弁
的
な
道
に

お
い
て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
〈
意
志
的
表
象
的
世
界
〉
の
中
で
こ
そ
適
切
に
仕
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
次
章
で
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
ま
さ
し
く
意
志
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
、
い
わ
ゆ
る
「
実
在
性
の
主
意

説
」
を
唱
え
た
デ
ィ
ル
タ
イ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
そ
し
て
そ
れ
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
こ
れ
ら
三
者
の
議

論
を
吟
味
し
な
が
ら
、
実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
哲
学
の
議
論
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

注（
１
）　

Schopenhauer,SW
2,V
orrede

zur
erste

                
    
                n

A
uflage,S.11

   
            .  

（
２
）　

ibid.,S.494f

             .  

（
３
）　

do.,SW
3,S.5

       
      .  

（
４
）　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
哲
学
に
関
す
る
基
本
的
理
解
は
主
と
し
て
次
の
書
に
負
っ
て
い
る
。K

am
ata,1996;2000

 
  
               .  
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（
５
）　

Schopenhauer,SW
5,S.

                
     1  
―32.

 
  

（
６
）　

ibid.,S.3

          .  

（
７
）　

D
escartes,A

T
7,pp.7

 
           
 
       8  
―80.

 
  

（
８
）　

Schopenhauer,SW
5,S.5

                
      .  

（
９
）　

L
ocke,E

,

 
       
  2  
―8  
―9,10.

 
     

（　

）　

Schopenhauer,SW
5,S.2

                
      .  

１０
（　

）　

ibid

    .  

１１
（　

）　

do.,SW
3,S.22,225

       
            .  

１２
（　

）　

K
ant,K

drV
,S.562

 
      
   
       .  

１３
（　

）　

Schopenhauer,SW
5,S.21

                
       .  

１４
（　

）　

ibid

    .  

１５
（　

）　

do.,SW
2,S.131

       
        .  

１６
（　

）　

do.,SW
3,S.241

       
        .  

１７
（　

）　

ibid.,S.689

            .  

１８
（　

）　

do.,SW
2,S.71;SW

1,S.1

       
           
      .  

１９
（　

）　

D
escartes,A

T
7,pp.40,161

 
           
 
             .  

２０
（　

）　

Schopenhauer,SW
3,S.4

                
      .  

２１
（　

）　

ibid.,S.216

            .  

２２
（　

）　

do.,SW
2,S.202

       
        .  

２３
（　

）　

ibid.,S.16

           .  

２４

注



（　

）　

ibid.,§5

         .  

２５
（　

）　

ibid.,S.19

           .  

２６
（　

）　
D
escartes,A

T
7,pp.1

 
           
 
       8  
―20.

 
  

２７
（　

）　

簡
単
に
次
の
よ
う
な
区
分
に
な
ろ
う
。

２８
　
　
　
　
　
　
　
 
意
志
（
実
在
的
な
も
の
）

　
　
　

世
界　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
実
在
的
表
象
（
実
在
的
な
も
の
）

倹倦健

　
　
　
　
　
　
　
 
表
象
（
観
念
的
な
も
の
）　
　
 
虚
無
的
表
象
（
観
念
的
な
も
の
）

倹倦健

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　

）　

Schopenhauer,SW
2,S.528

                
        .  

２９
（　

）　

D
escartes,A

T
7,p.63

 
           
 
       .  

３０
（　

）　

Schopenhauer,SW
3,S.36

                
       .  

３１
（　

）　

ibid.,S.52

           .  

３２
（　

）　

ibid

    .  

３３
（　

）　

ibid.,S.216

            .  

３４
（　

）　

ibid.,S.36

           .  

３５
（　

）　

ibid.,S.4

          .  

３６
（　

）　

do.,SW
2,S.1

       
      .  

３７
（　

）　

do.,SW
3,S.49

       
       .  

３８
（　

）　

ibid.,S.52

           .  

３９
（　

）　

ibid.,S.52,55

               .  

４０
（　

）　

do.,SW
5,S.19

;SW
2,S.4

;SW
3,S.3

       
            
           
      48   .  

４１
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（　

）　

do.,SW
3,S.18

       
       .  

４２
（　

）　

ibid.,S.19

           .  

４３
（　

）　
do.,SW

2,S.12
       
       .  

４４
（　

）　
「
観
念
の
客
体
的
実
在
性
」
と
い
う
訳
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
注
（　

）
を
参
照
。

４５

３７

（　

）　

Schopenhauer,SW
2,S.129.

                
         　

こ
こ
で
は
、「
意
志
の
現
象
」
と
「
可
視
的
に
な
る
こ
と
」
と
「
意
志
の
客
体
」
の
三
つ

４６
の
語
が
同
義
的
に
並
列
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

do.,SW
3,S.300

       
        .  

４７
（　

）　

ibid.,S.349

            .  

４８
（　

）　

ibid.,S.49

           .  

４９
（　

）　

ibid.,S.35

           .  

５０
（　

）　

ibid.,S.35

           .  

５１
（　

）　

do.,SW
2,S.122

       
        .  

５２
（　

）　

do.,SW
3,S.35

       
       .  

５３
（　

）　

do.,SW
2,S.124

       
        .  

５４
（　

）　

ibid.,S.18f

            .  

５５
（　

）　

ibid.,S.118f

             .  

５６
（　

）　

意
志
と
表
象
（
現
象
）
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
意
志
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
理
解
に

５７
と
っ
て
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
カ
ン
ト
の
用
語
「
物
自
体
」
を
使
っ
て
、
物
自
体
を

意
志
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
意
志
は
あ
た
か
も
表
象
界
の
背
後
に
あ
る
〈
真
実
在
と
し
て
の
実
体
〉
の
ご
と
く
に
考
え
ら

れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
実
体
論
的
解
釈
を
排
し
て
超
越
論
的
認
識
論
の
立
場
か
ら
の
再
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る

注



（K
am
ata,Saito,T

akahashi,2000

 
  
             
              
）。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
で
は
意
志
を
、
因
果
性
に
お
け
る
原
因
と
結
果
、
表
象
界
に
お

け
る
主
観
と
客
観
、
こ
れ
ら
の
相
対
性
を
免
れ
た
基
体
の
自
体
性
と
し
て
理
解
す
る
の
を
基
本
と
し
て
い
る
。
詳
細
は
以
下

を
参
照
さ
れ
た
い
。Yam

am
oto,I.,2003

 
  
  
            .  

（　

）　
Schopenhauer,SW

3,S.27
                
       7  

５８
（　

）　

ibid.,S.22

           .  

５９
（　

）　

ibid.,S.34

           .  

６０
（　

）　

ibid.,S.35

           .  

６１
（　

）　

do.,SW
2,S.15

       
       .  

６２
（　

）　

ibid.,S.25

           .  

６３
（　

）　

ibid.,S.595.V
gl.SW

3,S.293

               
      
        .  

６４
（　

）　

do.,SW
3,S.219

       
        .  

６５
（　

）　

ibid.,S.

         5  
―6.

 
 

６６
（　

）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
一
切
を
力
へ
の
意
志
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
を
捉
え
て
、
一
切
の
存
在
者
の
人
間
化
だ
と

６７
解
釈
す
る
（V
g1.,H

eidegger,N
1,S.653f.

 
      
           
          
）。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
解
釈
を
追
遂
行
す
る
さ
い
に
は
、
意
志
の
系
譜
と
し
て
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
か
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
ヘ
と
い
う
流
れ
も
考
慮
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

（　

）　

K
ant,K

drV
,S.182

 
      
   
       .  

６８
（　

）　

ibid.,S.146,317

                 .  

６９
（　

）　

ibid.,S.123

            .  

７０
（　

）　

ibid.,S.317

            .  

７１
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（　

）　

Schopenhauer,SW
2,S.201

                
        .  

７２
（　

）　

ibid.,S.206

            .  

７３
（　

）　
ibid.,S.201f

             .  

７４
（　

）　

ibid.,S.202
            .  

７５
（　

）　

do.,SW
3,S.552

       
        .  

７６
（　

）　

P
lato,R

ep,516a

 
       
        .  

７７
（　

）　

Schopenhauer,SW
2,S.202,205,217.

                
                    
ま
た
、
自
己
に
つ
い
て
も
生
へ
の
意
志
に
お
け
る
「
真
実
の
自
己
」
と
い
う
言

７８
い
回
し
が
使
わ
れ
た
り
も
す
る
（ibid.,S.441

            
）。

（　

）　

ibid.,S.227

            .  

７９
（　

）　

ibid.,S.202

            .  

８０
（　

）　

ibid.,S.202

            .  

８１
（　

）　

ibid.,S.118

            .  

８２
（　

）　

ibid.,S.499f

             .  

８３
（　

）　

do.,SW
5,S.4

       
      .  

８４
（　

）　

do.,SW
3,S.678f

       
         .  

８５
（　

）　

ibid.,S.506

            .  

８６
（　

）　

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
意
志
の
否
定
は
、
伝
統
的
に
は
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
者
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
遡
る
。
そ

８７
し
て
こ
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
挙
げ
ら
れ
る
。
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
広
範
囲
な
問
題
に
は
立

ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。Yam

am
oto,I.,2001,2003

 
  
  
                  .  
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第
三
章　
「
実
在
性
の
問
題
」
に
つ
い
て

　

実
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
意
志
的
表
象
的
世
界
の
中
で
問
い
が
生
じ
て
く
る
根
源
に
遡

り
な
が
ら
改
め
て
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。
実
在
性
と
い
う
言
葉
で
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
意
味
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
在
性
の
問
題
と
い
う
言
い
回
し
で
、
そ
れ
が
哲
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
第
一
章
に
お
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
引

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
実
在
性
の
意
志
的
な
抵
抗
経
験
を
挙
げ
て
お
い
た
。
こ
れ
は
第
二
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ

た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
が
意
志
的
表
象
的
世
界
で
あ
る
こ
と
に
よ
く
適
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
に
あ
っ
て
も
表
象
に
実
在
性
を
与
え
る
の
は
意
志
で
あ
り
、
意
志
は
「
最
も
実
在
的
な
も
の
」、「
実
在
性

の
核 
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
実
在
性
の
問
題

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
と
い
う
基
礎
存
在
論
の
文
脈
の
中
で
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
在
性
は
存
在
者
の
一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
存
在
一
般
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
、
し
か
も
人
間

に
固
有
な
存
在
理
解
に
還
元
さ
れ
る
。
実
在
性
の
問
題
は
、
存
在
者
と
は
区
別
さ
れ
た
存
在
論
的
問
題
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
実
在
性
が
問
題
と
し
て
生
じ
て
き
た
当
の
場
面
で
は
、
実

（
１
）



在
性
は
主
意
的
な
抵
抗
経
験
に
お
い
て
自
己
と
は
〈
他
な
る
も
の
〉
と
し
て
現
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
、
存
在
理
解
に

よ
っ
て
〈
理
解
さ
れ
た
も
の
〉
と
し
て
自
己
へ
還
元
し
え
な
い
事
柄
、
し
た
が
っ
て
理
解
可
能
な
存
在
一
般
の
も
と
に

は
包
摂
し
え
な
い
事
柄
、
言
い
換
え
れ
ば
存
在
者
と
区
別
さ
れ
た
存
在
の
問
題
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な

い
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
ま
た
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
基
礎
存
在
論
か
ら
存
在
者
論

へ
の
旋
回
の
中
で
存
在
者
の
抵
抗
経
験
を
語
る
と
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
な
実
在
性
の
問
題
に
直
面

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
し
あ
た
り
デ
ィ
ル
タ
イ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
的
吟
味
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
し
て
本
章
で
は
、
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
問
題
を
設
定
す
る
さ
い
の
枠
組
み
や
方
向
性
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う

の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
提
示
す
る
実
在
性
の
問
題
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
批
判
的
吟
味
、
さ
ら

に
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
の
反
論
、
こ
れ
ら
は
、
各
自
固
有
の
問
題
設
定
と
枠
組
み
の
中
で
遂
行
さ
れ
て
お
り
、
批
判
や

反
論
に
か
な
り
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
者
の
間
に
は
親
近
性
あ
る
い
は
相

似
性
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
三
者
の
議
論
の
ず
れ
に
留
意
し
な
が
ら
相
互
の
親
近
性
あ
る
い
は
相
似
性
に
こ
そ
注
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
性
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
地
点
か
ら
問
い
と
し
て
生
じ
て
き
た
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
そ

の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
地
点
を
目
指
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
、
本
章
は
そ
れ
を
〈
実
在
性
の
源
泉
〉
と
名
づ
け
、

そ
の
地
点
を
目
指
そ
う
。

第３章　「実在性の問題」について
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１　ディルタイとシェーラーへのハイデガーの批判

95

一　

デ
ィ
ル
タ
イ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判

　

実
在
性
と
い
う
言
葉
が
当
て
ら
れ
て
い
る
英
語reality

 
      

や
ド
イ
ツ
語R

ealität

 
       

は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
そ
の

語
源
と
な
っ
て
い
る
ラ
テ
ン
語res

 
  

に
基
づ
い
て
〈res

   
（
モ
ノ
） 
― realis

      
（
モ
ノ
的
） 
― realitas

        
（
モ
ノ
性
）〉
と
い
う

語
連
関
か
ら
理
解
す
れ
ば
、
モ
ノ
性
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
に
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
モ
ノ
と
い
う
こ
と
で
精
神
（
思
考
す
る
モ
ノ
）
も
物
体
（
広
が
り
の
あ
る
モ
ノ
）
も
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で

あ
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
の
存
在
に
せ
よ
事
物
の
存
在
に
せ
よ
存
在
一
般
は
、
モ
ノ
で
在
る
こ
と
、
つ

ま
り
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る 
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意

図
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
に
反
対
し
て
、
人
間
の
存
在
を
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
と
区
別
し
て
実
存
（E

xistenz

 
       
）
あ
る

い
は
現
存
在
（D

asein

 
     

）
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
存
在
一
般
も
、
人
間
の
存
在
と
し
て
の

実
存
と
、
そ
れ
以
外
の
存
在
を
表
す
実
在
性
、
こ
れ
ら
双
方
を
包
摂
し
た
も
の
と
な
る 
。
か
く
し
て
、
実
存
と
実
在
性

と
を
包
摂
し
た
存
在
一
般
の
意
味
を
問
う
と
い
う
、「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
基
礎
存
在
論
的
問
い 
」
の
内
部
で
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
提
示
す
る
実
在
性
の
問
題
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
確

認
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
な
枠
組
み
や
解
釈
の
方
向
性
を
ま
ず
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

　

実
在
性
の
問
題
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
吟
味
は
、
現
存
在
の
存
在
体
制
で
あ
る
世
界
内
存
在
と
存
在
理
解
を
論
拠

に
し
て
遂
行
さ
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
そ
も
そ
も
の
実
在
性
の
問
題
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
外
界
は
精
神
と
し
て
の
我
に
非
依

（
２
）

（
３
）

（
４
）



存
的
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
問
い
自
体
が
無
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

現
存
在
は
世
界
内
存
在
と
し
て
す
で
に
世
界
へ
、
つ
ま
り
外
へ
出
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
実

在
性
が
モ
ノ
と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
性
を
名
づ
け
て
い
る
な
ら
ば
、
問
題
は
存
在
の
問
題
、
存
在
論
的
な
問
題

に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
よ
う
に
実
在
性
を
抵
抗
経
験
に
求
め
る
場
合
も
、
実
在

性
は
抵
抗
性
と
し
て
、
抵
抗
す
る
存
在
者
の
存
在
様
態
に
な
る
。
か
く
し
て
、
抵
抗
経
験
と
は
抵
抗
す
る
存
在
者

を
そ
の
存
在
様
態
に
お
い
て
発
見
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
存
在
論
的
に
世
界
が
開
示
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
抵
抗
経
験
そ
し
て
実
在
性
意
識
は
世
界
内
存
在
の
一
つ
の
様
式
と
な
る
。
そ
し

て
第
三
に
、
実
在
性
が
存
在
者
の
一
つ
の
存
在
様
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
存
在
の
存
在
理
解
に
お
い
て
理

解
さ
れ
て
お
り
、
現
存
在
の
存
在
（
関
心Sorge

 
    
）
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。
す
な
わ

ち
、「
実
在
性
は
、
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
連
関
と
、
範
疇
的
実
存
論
的
な
証
示
可
能
性
と
の
順
序
に
お
い
て
、

関
心
と
い
う
現
象
に
差
し
戻
さ
れ
る
。
実
在
性
は
存
在
論
的
に
現
存
在
の
存
在
に
基
づ
く....

    　 
」。

　

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
実
在
性
の
問
題
を
存
在
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
性
を
一
つ

の
存
在
様
態
と
し
て
現
存
在
の
存
在
に
還
元
す
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
存
在
と
存
在
者

を
区
分
し
、
そ
の
上
で
実
在
性
を
存
在
の
方
向
へ
還
元
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
存
在
と
し
て
の
実
在
性
を
現

存
在
の
存
在
理
解
へ
還
元
し
、
実
在
性
の
関
心
へ
の
依
存
性
を
説
く
方
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
性
こ
そ
、

『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
基
礎
存
在
論
を
展
開
す
る
さ
い
の
彼
の
思
索
の
基
本
的
枠
組
み
を
成
し
て
い
る
。
よ
り
一
般

的
に
言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
存
在
者
の
存
在
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
存
在
者
で
は
な
く
、

（
５
）

（
６
）
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存
在
は
存
在
者
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
え
な
い 
。
も
う
一
つ
は
、
存
在
一
般
の
開
示
は
現
存
在
の
「
自
身
の
た
め
（W

orum
-

 
    
 

w
illen

 
     

）」
の
投
企
に
基
づ
く
存
在
理
解
に
求
め
ら
れ
る 
。

　

た
し
か
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
二
つ
の
基
本
的
方
向
性
か
ら
す
れ
ば
、「
実
在
性
は
現
存
在
の
存
在
に
基
づ

く
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
当
然
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
脈
絡
か
ら
す
れ
ば
こ
の
テ
ー
ゼ
は

奇
妙
に
聞
こ
え
る
。
と
い
う
の
は
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
に
関
す
る
実
在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
と
い
う
文
脈
に
お

い
て
は
、
実
在
性
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
と
ま
っ
た
く
逆
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実

在
性
と
は
外
界
が
人
間
の
主
観
に
は
依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
で
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
客
観
の

主
観
へ
の
非
依
存
性
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
こ
の
よ
う
な
外
界
の
実
在
性
の

問
題
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
界
は
実
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
自
体
を
無
意
味
な
も
の
と
し
て
退
け

る
。
そ
し
て
、
客
観
の
主
観
へ
の
非
依
存
性
に
つ
い
て
は
、
問
題
を
存
在
者
と
存
在
と
に
区
分
す
る
と
い
う
、
彼
の
基

本
的
方
向
性
に
沿
っ
て
次
の
よ
う
に
答
え
る 
。

　

ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
と
し
て
は
実
在
性
を
一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
存
在
の
側
に
還
元
し
て
、「
実
在
す
る
も

の
の
、
で
は
な
く
、
実
在
性
の
、
関
心
へ
の
依
存
性
」
を
主
張
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
非
依
存
性
と
い
う
こ
と
を
存
在

者
の
側
に
割
り
振
っ
て
、
存
在
者
（
実
在
す
る
も
の
）
の
関
心
へ
の
非
依
存
性
（
実
在
性
）
に
関
す
る
問
い
を
次
の
よ

う
に
切
り
捨
て
る
。
外
界
が
現
存
在
に
非
依
存
的
に
そ
れ
自
体
で
、
つ
ま
り
現
存
在
が
存
在
し
な
く
て
も
存
在
す
る
か

否
か
と
い
う
問
い
は
、
現
存
在
が
存
在
し
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
何
も
答
え
ら
れ
な
い
。

　

存
在
と
存
在
者
と
の
区
分
に
基
づ
い
た
こ
の
よ
う
な
解
決
法
は
、
実
在
論
と
観
念
論
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
態
度

決
定
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
三
つ
の
言
表
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）

（
８
）

（
９
）



ａ　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
論
的
テ
ー
ゼ
「
存
在
者
は
現
存
在
と
共
に
開
示
さ
れ
る
」 

 

ｂ　

実
在
論
の
テ
ー
ゼ
「
外
界
は
実
在
的
に
現
存
す
る
」 

 

ｃ　

観
念
論
の
テ
ー
ゼ
「
実
在
性
は
意
識
の
内
に
の
み
あ
る
」

こ
れ
ら
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
実
存
論
的
言
表
に
お
い
て
存
在
者
の
現
存
が
否
認
さ
れ

て
い
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
実
在
論
の
テ
ー
ゼ
と
一
致
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
観
念
論
の
テ
ー
ゼ
が
存
在
は
存
在
者
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
観
念
論
の
方
に
優
位
が
あ
り
、
哲

学
的
問
題
の
真
正
な
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
、
実
在
論
の
テ
ー
ゼ
を
存
在
者
に
関
す
る
言
表
と
し
て
捉
え
、

そ
の
一
方
で
観
念
論
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
実
在
性
を
存
在
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
余
地
を

残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
在
性
の
問
題
は
、
問
い
が
出
現
し
て
き
た
地
点
で
は
、
存
在
と
存
在
者
と
を
区
別
し
て
お
い
て

存
在
の
側
に
一
方
的
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
る
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、

実
在
性
を
存
在
理
解
に
基
づ
い
て
現
存
在
の
存
在
（
関
心
）
に
還
元
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
ろ
う
。
存
在
と
存
在
者

と
の
区
別
と
は
別
の
区
分
を
立
て
て
実
在
性
の
問
題
を
扱
う
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
反
論
を
加
え
る
。

す
な
わ
ち
、
現
存
在
の
存
在
で
あ
る
関
心
、
そ
し
て
関
心
を
開
示
す
る
不
安
は
、
実
在
性
経
験
の
源
泉
で
は
な
い
、
と

反
論
す
る 
。

（　

）
１０
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二　

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
反
論

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
者
と
存
在
と
を
区
別
し
て
実
在
性
を
存
在
の
方
向
に
還
元
す
る
の
に
対
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は

実
在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
と
い
う
文
脈
の
中
で
別
の
区
分
を
導
入
し
て
い
る
。
彼
は
『
観
念
論 
― 

実
在
論
』
の
冒
頭

で
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

批
判
的
実
在
論
も
意
識
観
念
論
も
「
現
実
存
在
（D

asein

 
     

）」
と
「
様
態
存
在
（Sosein

      

）」
と
を
不
可
分
な
も
の

と
し
て
前
提
に
し
た
上
で
議
論
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
前
提
が
誤
っ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
様
態
存
在
は
知
と

意
識
に
と
っ
て....

    　
内
在
的
で
あ
り
う
る
が
、....

 
   　
現
実
存
在
は
決
し
て
そ
う
で
な
く
、
知
と
意
識
に
超
越
的
で
、

知
と
意
識
に
疎
遠
で
非
依
存
的
で
あ
る....

    　 
」。

彼
が
こ
こ
で
言
う
「
現
実
存
在
」、
す
な
わ
ち
人
間
主
観
に
は
非
依
存
的
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
の
実
在
性 
こ
そ
、

も
ろ
も
ろ
の
存
在
様
態
の
中
の
一
つ
の
存
在
様
態
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
ら
の
存
在
様
態
と
は
区
分
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
の
区
分
の
仕
方
で
注
意
し
た
い
の
は
、
様
態
存
在
が
知
と
意
識
に
内
在
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
在

性
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
可
能
な
知
的
働
き
の
相
関
者
は
も
っ
ぱ
ら
様
態
存
在
で
あ
り
、

決
し
て
現
実
存
在
で
は
な
い 
」。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
解
す
る
実
在
性
が
知
の
相
関
者
に
は
な
り
え
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
存
在
者
と
存
在
を
区
分
し
て
存
在
を
現
存
在
の
理
解
に
還
元
す
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本

的
枠
組
み
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
理
解
と
い
う
語
を
使
う
な
ら
、
シ
ェ
ー
ラ
ー

（　

）
１１

（　

）
１２

（　

）
１３
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の
言
う
実
在
性
は
決
し
て
理
解
の
相
関
者
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
現
存
在
の
存
在
と
し
て
分

析
さ
れ
た
関
心
に
還
元
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
在
性
は
関
心
に
基
づ
く
と
言
う
と
き
の
実
在
性
と
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
関
心
は
実

在
性
体
験
の
源
泉
で
は
な
い
と
反
論
す
る
と
き
の
実
在
性
と
で
は
、
そ
の
意
味
が
根
本
的
に
ず
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
実
在
性
は
存
在
者
の
一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
し
か
も
存
在
で

あ
る
か
ぎ
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
枠
組
み
で
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
現
存
在
〈
自
身
の
た
め
〉
の
投
企
に
基
づ
い
て
理
解

可
能
と
な
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
場
合
に
は
、
実
在
性
は
事
物
等
が
主
観
に
非
依
存
的
に
存

在
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
非
依
存
的
存
在
性
と
し
て
の
実
在
性
に
よ
っ
て
、
理
解
な
ど
の
働
き

で
は
近
づ
き
え
な
い
存
在
者
の
在
り
方
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
て
み
よ
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
在
性
を
モ
ノ
の
存
在
の
呼
称
と
し
て
一
つ
の
存
在
様
態
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
と
き
、
彼
自
身
の
用

語
で
、「
モ
ノ
」
を
「
現
存
す
る
事
物
連
関
」、「
モ
ノ
の
存
在
」
を
「
眼
前
性
（V

orhandenheit

 
            
）」
と
し
て
解
釈

す
る 
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
見
回
し
は
身
の
回
り
の
「
手
許
に
在
る
も
の
（Z

uhandenes

 
         
）」
を
発
見
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
理
論
的
学
的
態
度
に
お
い
て
観
察
や
注
視
に
変
わ
る
と
、
手
許
に
在
る
も
の
は
注
視
に
と
っ
て
た
だ
単
に
「
眼

前
に
在
る
も
の
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
注
視
と
い
う
〈
視
〉
の
目
前
に
一
様
に
「
広
が
り
の
あ
る
モ
ノ
」
と
し
て
出
現

す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
モ
ノ
的
存
在
と
し
て
の
実
在
的
存
在
は
眼
前
存
在
を
意
味
し
、
理
論
的
学
的
注
視
に

基
づ
く
存
在
理
解
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
方
向
性
は
ち
ょ
う
ど
こ

れ
と
正
反
対
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
「
実
在
的
存
在
は
、
対
象
存
在
で
は
な
く
、....

 
   　
源
泉
の
自
発
性
に
対
す
る
抵

抗
存
在 
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
抵
抗
存
在
」
そ
し
て
「
源
泉
の
自
発
性
」
と
い
う
こ
と
で
示

（　

）
１４

（　

）
１５
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そ
う
と
し
た
の
は
、
実
在
的
存
在
は
抵
抗
に
お
い
て
の
み
根
源
的
に
与
え
ら
れ
、
し
か
も
実
在
性
経
験
を
仲
介
す
る
の

は
自
然
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
（
衝
動
、
意
志
）
イ
ン
パ
ル
ス
で
あ
っ
て
、
自
然
へ
の
純
理
論
的
な
知
的
関
係
で

は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る 
。

「
実
在
性
は....
    　
世
界
へ
の
衝
動
的
な
主
意
的
態
度
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る 
」。

そ
れ
ゆ
え
に
実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
抵
抗
経
験
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
非
精
神
的
な
衝
動
の
原
理
の
経
験
」、
す

な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
お
け
る
生
の
欲
動
（L

ebensdrang

 
          
）
の
経
験
」
で
あ
る 
。

　

こ
の
よ
う
に
生
の
欲
動
に
お
い
て
実
在
性
が
意
志
的
な
抵
抗
経
験
の
中
で
与
え
ら
れ
る
と
す
る
説
を
実
在
性
の
主
意

説 
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
眼
前
存
在
と
し
て
の
実
在
性
は
、
純
理
論
的
学
的
な
注
視
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た

一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
非
主
意
説
的
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
理
解
し
た
実
在
性
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
見
れ
ば
実

在
的
存
在
と
区
別
さ
れ
、
知
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
様
態
存
在
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
実
在
性
は
、
知
性
的
方
向
と
は
逆
の
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
奥
底
に
あ
る
衝
動
や
意
志
や
欲
動
の
方
向
に

求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
方
向
性
を
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
倣
っ
て
「
上
方
」
と
「
下
方
」
そ
し
て
そ
の

「
中
間
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
捉
え
れ
ば 
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
自
身
の
枠
組
み
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
見
ら
れ
た
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
枠
組
み
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
上
方
に
知
性
的
働
き
、
そ
し
て
そ
の
相
関
者
で
あ
る
本
質
存
在
等
の
様
態
存
在
を
配
置
し
、

下
方
に
衝
動
や
意
志
な
ど
の
働
き
、
そ
し
て
彼
の
言
う
現
実
存
在
と
し
て
の
実
在
的
存
在
を
配
置
し
、
そ
の
「
中
間
」

（　

）
１６

（　

）
１７

（　

）
１８

（　

）
１９

（　

）
２０
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に
わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
位
置
づ
け
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
上
方
と
下
方
が
ち
ょ
う
ど
合
わ
さ
っ
た
地
点
に
わ
れ
わ
れ
の

日
常
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
中
間
状
態
と
し
て
の
日
常
の
中
で
見
出
さ
れ
る
存
在
者
の
存
在
は
、
実
在
的
存

在
と
様
態
存
在
が
合
わ
さ
っ
た
存
在
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
日
常
的
在
り
方
に
即
し
て
分
析
し
た
現
存
在
の
存
在
と

し
て
の
関
心
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
枠
組
み
で
は
、
上
方
と
下
方
と
が
合
わ
さ
っ
た
中
間
状
態
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
下
方
に
お
け
る
実
在
的
存
在
は
、
中
間
状
態
に
先
立
つ
存
在
と
し
て
、
現
存
在
の
関
心
に
先
立
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
関
心
や
不
安
は
実
在
性
体
験
の
源
泉
で
は
な
い
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
反
論
が
出
て
く

る
。
中
間
状
態
が
上
方
と
下
方
と
の
融
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
下
方
の
実
在
的
存
在
の
源
泉
に

は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
や
反
論
の
適
否
よ

り
も
、
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
両
者
の
親
近
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
枠
組
み
の
中
で
次
の
よ
う
に
際
立
た
せ

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
関
心
は
上
方
と
下
方
と
が
合
わ
さ
っ
た
中
間
状
態

に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
上
方
は
、
知
性
と
そ
の
相
関
者
で
あ
る
様
態
存
在
の
方
向
で

あ
り
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
存
在
理
解
に
お
け
る
存
在
の
投
企
の
方
向
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
下
方
は
、
意
志
や
衝

動
や
感
情
な
ど
実
在
性
の
方
向
で
あ
り
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
情
態
的
な
被
投
態
の
方
向
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
相

反
す
る
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
被
投
的
投
企
に
お
い
て
、
存
在
者
に
対
す
る
日
常
的
な
態
度
が
成
り
立
つ
。

こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
見
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
理
解
を
前
提
に
し
て
初
め
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
示
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー

へ
の
反
論
と
同
時
に
親
近
性
が
明
瞭
に
な
る
。
そ
の
親
近
性
と
は
、
両
者
共
に
不
安
が
沸
き
起
こ
っ
て
来
る
地
点
を
下

方
に
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
不
安
は
被
投
態
を
開
示
し
、
そ
し
て
こ
の
被
投
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態
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
枠
組
み
で
は
下
方
、
つ
ま
り
実
在
的
存
在
の
方
向
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
シ
ェ
ー
ラ
ー

は
、「
不
安
は
可
能
的
抵
抗
の
領
域
と
し
て
の
世
界
の
抵
抗
か
ら
出
現
す
る 
」
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
言
え
ば
被
投

態
の
方
向
に
お
い
て
抵
抗
そ
し
て
実
在
性
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
親
近
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
在

的
存
在
と
不
安
の
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
反
論
す
る
。
シ
ェ
ー

ラ
ー
に
と
っ
て
は
、
実
在
的
存
在
が
不
安
に
先
行
す
る
。『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
次
の
一
文
、

す
な
わ
ち
「
不
安
に
な
る
こ
と
は
、
根
源
的
、
直
接
的
に
、
世
界
と
し
て
の
世
界
を
開
示
す
る 
」
と
い
う
一
文
に
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「
不
安
に
な
る
こ
と
は
実
在
性
所
有
の
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
残
す 
。

　

こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
実
在
性
を
語
り
う
る
地
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
存
在
理
解
と
は
ま
っ
た

く
逆
の
方
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
地
点
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
元
を
正
せ
ば
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
存
在
と
存
在
者
を
区
別
し
て
実
在
性
の
問
題
を
存
在
の
方
向
に
、
そ
し
て
現
存
在
の
存
在
理
解
の
方
向
に
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ず
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
見
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う

被
投
態
の
方
向
性
に
実
在
性
の
領
域
が
あ
る
。
こ
の
親
近
性
に
こ
そ
注
目
し
よ
う
。
実
際
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
被
投
態
の
方

向
に
お
い
て
、
あ
る
決
定
的
な
地
点
で
抵
抗
経
験
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
以
下
で
見
届
け
よ
う
。

三　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
方
向
転
換

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
抵
抗
経
験
そ
し
て
実
在
性
意
識
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
世
界
内
存
在
の
一

（　

）
２１

（　

）
２２

（　

）
２３

２　シェーラーの反論



つ
の
仕
方
と
し
て
解
釈
し
た
の
に
対
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
か
ら
一
年
後
、
一
九
二
八
年
の
夏
学
期
講
義
の
中

で
抵
抗
経
験
を
積
極
的
な
意
味
で
語
る
。
そ
こ
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
展
開
し
よ
う
と
し
た
基
礎
存
在
論
に
加
え

て
、
存
在
の
問
題
を
よ
り
先
鋭
化
す
る
た
め
に
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
（Seiendes

im
G
anzen

           
  
     

）」
を
主
題
に
す

る
存
在
者
論
へ
還
り
行
く
と
い
う
「
存
在
者
論
へ
の
旋
回
」、
そ
し
て
基
礎
存
在
論
と
存
在
者
論
と
の
統
一
に
よ
る
形

而
上
学
の
構
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る 
。
こ
の
構
想
は
、「
存
在
者
論

機

機

機

機

（O
n
tik

 
 
   

）」
と
い
う
用
語
に
せ
よ
、
存
在
者

全
体
へ
向
か
う
と
い
う
方
向
性
に
せ
よ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
構
想
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
あ

ら
ゆ
る
知
の
基
礎
に
「
世
界
存
在
者
論

機

機

機

機

（W
elt

 
   on
tik

  
   

）
と
い
う
原
現
象 
」
を
考
え
、
し
か
も
そ
の
地
点
で
実
在
性
の

問
題
を
考
え
る
。
こ
れ
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
認
識
と
労
働
』
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
構
想
で
あ
り
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
実
在
性
の
問
題
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
さ
い
に
『
認
識
と
労
働
』
を
典
拠
と
し
て
挙

げ
て
い
る
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば 
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に
お
け
る
存
在
者
論
の
構
想
の
中
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー

の
言
う
「
世
界
存
在
者
論
」
の
構
想
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う 
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
基
礎
存
在
論
か
ら
存

在
者
論
へ
の
旋
回
に
お
い
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
存
在
者
の
抵
抗
経
験
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
超
越
す
る
現
存
在
が
そ
れ
に
対
し
て
は
無
力
な
も
の
と
し
て
、
現
存
在
は
抵
抗
に
お
い
て
初
め
て
存
在
者
を
経

験
す
る 
」。

　

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
に
は
抵
抗
経
験
が
現
存
在
の
超
越
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
存
在
者
を
抵
抗
に
お
い
て
経
験
す
る
の
は
「
超
越
す
る
現
存
在
」
で
あ
る
。
し
か
も
「
超
越
す
る
現
存
在
」

（　

）
２４

（　

）
２５

（　

）
２６

（　

）
２７

（　

）
２８

第３章　「実在性の問題」について

104



105

は
、
抵
抗
に
お
い
て
経
験
す
る
存
在
者
に
対
し
て
「
無
力
」
で
あ
る
。「
無
力
」
は
超
越
に
お
け
る
現
存
在
の
在
り
方

そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る 
。
す
な
わ
ち
、
被
投
態
に
お
い
て
現
存
在
は
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
直
中
に
在
っ
て
そ
れ

に
捕
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
超
越
は
世
界
へ
の
超
越
（
世
界
投
企
）
と
し
て
世
界
を
超
越
の
契
機

と
し
て
い
る
と
共
に 
、〈
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
直
中
に
在
る
〉
と
い
う
こ
と
も
超
越
を
形
成
し
て
い
る 
。
前
者
の

世
界
投
企
が
存
在
者
の
存
在
の
理
解
を
可
能
に
す
る
点
で
基
礎
存
在
論
を
可
能
に
す
る
現
存
在
的
根
拠
だ
と
す
れ
ば
、

〈
直
中
に
在
る
〉
は
全
体
と
し
て
の
存
在
者
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
存
在
者
論
を
可
能
に
す
る
現
存
在
的
根

拠
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
基
礎
存
在
論
と
存
在
者
論
と
の
統
一
と
し
て
の
形

而
上
学
を
「
現
存
在
と
し
て
生
起
す
る
形
而
上
学 
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
現
存
在
に
お
け
る
根
本
生
起
」
と
し
て
語

り 
、
形
而
上
学
の
可
能
根
拠
を
現
存
在
の
超
越
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
性
、
す
な
わ
ち
、
世
界
投
企
と
〈
直
中
に
在
る
〉、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
の
統
一
に

お
い
て
超
越
が
生
起
す
る
と
き
、
存
在
者
は
抵
抗
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。
一
方
の
世
界
投
企
は
〈
自
身
の
た
め
〉
の
投
企
と
し
て
あ
り
、「
自
身
の
た
め
に
基

づ
く
超
出
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
己
自
身
の
諸
可
能
性
へ
自
己
を
投
企
す
る
意
志
に
お
い
て
の
み
生
起

す
る 
」。
他
方
の
〈
直
中
に
在
る
〉
と
い
う
方
向
性
に
お
い
て
現
存
在
は
、
意
志
に
基
づ
い
て
可
能
性
を
投
企
し
つ
つ

存
在
者
を
超
出
す
る
の
と
は
逆
に
、
存
在
者
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
の

統
一
に
お
い
て
超
越
が
生
起
す
る
瞬
機
と
は
、
一
方
で
現
存
在
を
捕
え
て
い
る
存
在
者
全
体
が
、
他
方
で
現
存
在
に

よ
っ
て
投
企
さ
れ
た
世
界
の
内
に
、
侵
入
し
て
来
る
時
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
超
越
が
生
起
す
る
瞬
機
と
は
、
存
在
者
の

「
世
界
侵
入
（W

elteingang

 
          
）」
が
生
起
す
る
時
に
ほ
か
な
ら
ず 
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
の
世
界
進
入
が
現
存
在
に

（　

）
２９

（　

）
３０

（　

）
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）
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）
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）
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と
っ
て
抵
抗
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
抵
抗
経
験
と
は
、
意
志
に
基
づ
い
た
世
界
へ
の

超
出
に
対
す
る
存
在
者
に
よ
る
捕
獲
的
引
き
留
め
の
経
験
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
相
反
す
る
二
方
向
の
緊
張
関
係
の

中
で
生
起
す
る
存
在
者
の
世
界
侵
入
に
対
す
る
経
験
を
語
り
出
し
て
い
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
抵
抗
経
験
の
中
で
出
会
う
存
在
者
と
は
、
日
常
の
回
り
世
界
の
内
で
手
許
に
在
る
道
具
と
し
て
存

在
し
て
い
る
個
々
の
内
世
界
的
存
在
者
で
は
な
く
、
回
り
世
界
が
投
企
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
し
た
が
っ
て
存
在
者
が
世

界
へ
侵
入
す
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
存
在
者
、
し
た
が
っ
て
世
界
を
投
企
す
る
現
存
在
が
存
在
し
な
く

て
も
元
々
存
在
し
て
い
た
存
在
者
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
存
在
者
こ
そ
、
実
在
論
と
観
念
論
と
の
対

立
と
い
う
文
脈
の
中
で
の
用
語
を
使
う
な
ら
ば
、
主
観
に
は
依
存
し
な
い
で
存
在
す
る
存
在
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
先
に
見
た
よ
う
に
、
実
在
論
の
主
張
す
る
実
在
性
（
非
依
存
的
存
在
性
）
に
つ
い
て
は
現
存
在
が
存
在
し
な

け
れ
ば
何
も
語
れ
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批
判
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
適
切
に
次
の
よ
う
に
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
世
界
へ
侵
入
す
る
瞬
機
に
こ
そ
、
つ
ま
り
、
現
存
在
の
捕
獲
的
引
き
留
め
に
お
け

る
抵
抗
経
験
の
中
で
こ
そ
、
そ
れ
は
〈
す
で
に
存
在
し
て
い
た

機

機

機

機

機

機

機

機

機

〉
あ
る
い
は
〈
元
々
存
在
し
て
い
た

機

機

機

機

機

機

機

機

〉
と
い
う
仕
方
で

し
か
経
験
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
へ
侵
入
す
る
瞬
機
に
〈
す
で
に
存
在
し
て
い
た
〉
存
在
者
を

抵
抗
に
お
い
て
経
験
し
、
そ
れ
を
主
観
に
は
非
依
存
的
な
実
在
的
存
在
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
実
在
的
存
在
は

様
々
な
存
在
様
態
の
中
の
一
つ
の
存
在
様
態
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
う
し
た
一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
現

存
在
の
関
心
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
世
界
侵
入
に
お
け
る
世
界
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
以
下
の
よ

う
に
な
ろ
う
。

　

ま
ず
、
存
在
者
論
へ
の
旋
回
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
世
界
と
は
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
が
い
か
に
在
る
か
と
い
う
、
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全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
在
り
方
、
存
在
体
制
を
意
味
す
る 
。
し
か
も
こ
う
し
た
世
界
が
、
現
存
在
の
超
越
に
お
い
て

投
企
さ
れ
た
存
在
、
理
解
さ
れ
た
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「...    .  　
世
界
は
、
存
在
理
解
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
存
在
、
つ
ま
り
存
在
者
に
世
界
侵
入
を
授
け
る
存
在
、
す
な

わ
ち
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
理
解
さ
せ
る
存
在
、
で
あ
る 
」。

世
界
が
理
解
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
な
ら
、
世
界
と
し
て
の
存
在
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
区
分
か
ら
す
れ
ば
主
観
に
内
在
的

な
存
在
と
し
て
の
様
態
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
様
態
存
在
か
ら
区
分
さ
れ
る
実
在
性
と
は
、
現
存
在

に
よ
る
世
界
投
企
が
な
さ
れ
る
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
存
在
、
し
た
が
っ
て
現
存
在
に
は
非
依
存
的
に

存
在
し
て
い
た
と
い
う
存
在
を
標
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
現
存
在
が
超
越
し
つ
つ

世
界
を
投
企
し
て
存
在
者
が
そ
の
世
界
の
内
に
進
入
し
て
く
る
瞬
機
に
〈
す
で
に
存
在
し
て
い
た
〉
と
し
て
し
か
言
い

よ
う
の
な
い
存
在
を
名
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
瞬
機
に
す
で
に
在
っ
た
存
在
者
の
経

験
を
、
現
存
在
の
被
投
態
に
お
け
る
無
力
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
、
抵
抗
経
験
と
し
て
語
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
抵
抗
経
験
そ
し
て
実
在
性
意
識
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
基
礎
存
在
論
の
文
脈
で
は
単
に
世

界
内
存
在
の
一
つ
の
仕
方
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
存
在
者
論

の
文
脈
で
は
、
超
越
と
い
う
現
存
在
の
根
本
的
な
生
起
に
関
わ
り
、
し
た
が
っ
て
現
存
在
の
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在

体
制
そ
の
も
の
の
成
立
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
抵
抗
経
験
と
は
、
個
々
の
手
許
に
在
る

（　

）
３６
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）
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存
在
者
へ
の
あ
る
一
つ
の
態
度
で
は
な
い
し
、
世
界
内
存
在
の
あ
る
一
つ
の
仕
方
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
抵

抗
経
験
の
中
で
与
え
ら
れ
る
実
在
性
も
ま
た
、
存
在
者
の
単
な
る
一
つ
の
在
り
方
で
は
な
く
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
実

在
性
の
問
題
も
ま
た
、
現
存
在
の
存
在
理
解
を
軸
に
し
て
存
在
の
側
に
一
方
的
に
押
し
や
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
実
在
性
の
問
題
が
問
い
と
し
て
生
じ
て
き
た
地
点
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
が
ど
の
よ
う
に
問
題
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
改
め
て
見
極
め
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
両
者
が
批
判
的

に
掲
げ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
文
、
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
基
礎
存
在
論
の
文
脈
か
ら
批
判
し
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
実
在
性

の
主
意
説
と
い
う
同
じ
立
場
か
ら
批
判
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
文
「
外
界
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
信
念
の

起
源
と
そ
の
正
当
性
と
に
関
す
る
問
い
を
解
決
す
る
こ
と
へ
の
寄
与
」（
以
下
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
と
表
記
）
に

立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
が
今
到
達
し
た
〈
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
〉
あ
る
い
は
〈
元
々

存
在
し
て
い
た
も
の
〉
に
つ
い
て
次
章
「
実
在
性
と
存
在
一
般
」
の
中
で
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四　

シ
ェ
ー
ラ
ー
と
デ
ィ
ル
タ
イ

　

シ
ェ
ー
ラ
ー
が
実
在
性
を
語
り
う
る
地
点
は
、
世
界
の
存
在
者
総
体
と
い
う
原
現
象
、
生
に
即
し
て
言
え
ば
意
志
や

衝
動
イ
ン
パ
ル
ス
な
ど
の
生
の
欲
動
に
見
出
さ
れ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
も
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
扱
わ
れ
る

さ
い
の
出
発
点
と
な
る
地
点
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
生
の
欲
動
に
相
当
す
る
心
的
生
（Seelenleben

           

）
に
見
出
さ
れ
る
。
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「
動
物 

― 
人
間
の
生
の
統
一
体
は
、
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
内
面
か
ら
見
れ
ば
意
欲
と
同
じ
く
衝
動
、
快

不
快
の
感
情
の
束
で
あ
る
。
飲
食
物
へ
の
衝
動
、
性
衝
動
、
子
供
を
求
め
る
衝
動
、
防
御
・
保
護
・
復
讐
の
衝
動
、

運
動
・
静
止
の
欲
求
、
そ
れ
ら
に
結
び
つ
い
て
い
る
社
会
的
知
的
な
感
情
、
そ
し
て
意
欲
、
こ
れ
ら
は
皆
共
々
、

人
間
の
意
志
力
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
の
意
志
力
が
充
実
と
満
足
を
求
め
て
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ば
触
手
を

伸
ば
し
て
い
る 
」。

こ
の
よ
う
に
心
的
生
と
は
、
衝
動
や
感
情
や
欲
求
に
よ
る
意
志
力
の
束
か
ら
な
り
、
し
か
も
外
界
と
自
己
生
（E

igen

 
    -  

leben

     

）
と
の
区
別
が
ま
だ
意
識
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
い
う
。
そ
し
て
意
志
力
の
も
つ
意
志
イ
ン
パ
ル
ス 
が
あ
る
感

覚
を
介
し
て
阻
止
さ
れ
た
と
き
、
抵
抗
が
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
の
意
識
と
感
覚
を
介

し
た
阻
止
の
意
識
、
こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
状
態
に
よ
っ
て
抵
抗
経
験
が
形
成
さ
れ 
、
こ
の
抵
抗
経
験
の
中
で
外
界
の
実

在
性
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 
。

「
阻
止
そ
し
て
抵
抗
の
経
験
の
中
で
あ
る
力

機

機

機

の
現
在
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
力
を
わ
れ
わ
れ
か
ら
分
離
し
た
あ
る
外
的
な
力

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
し
て
把
握
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る 
」。

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
抵
抗
経
験
と
は
、
我
か
ら
分
離
し
た
も
の
、
し
た
が
っ
て
我
以
外
の
〈
他
な
る
も

の
〉
が
〈
あ
る
力
の
現
在
〉
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
こ
の
点
を
銘
記
し
て
お

こ
う
。
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そ
し
て
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
と
志
向
の
阻
止
と
い
う
二
つ
の
意

識
状
態
の
媒
介
者
と
し
て
圧
覚
と
い
う
感
覚
を
挙
げ
る
点
で
あ
る 
。
つ
ま
り
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
に
お
け
る
志
向
と
共

に
、
圧
覚
を
介
し
た
志
向
の
阻
止
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抵
抗
経
験
が
生
じ
る
。
抵
抗
経
験
が
感
覚
を
媒
介

に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
八
九
〇
年
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
に
先
立
つ
一
八
八
〇 
― 

一
八
九
〇
年
頃
に
起
草
し
た
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
四
巻
第
二
章
を
「
外

界
の
実
在
性
」
に
当
て
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
以
上
に
感
覚
と
く
に
触
覚
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

「
触
覚
は
、
事
物
性
（
実
在
性
、
物
質
性
）
を
確
証
す
る
根
本
感
官
で
あ
る 
」。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
事
物
性
（
実
在
性
、
物
質
性
）」
を
確
証
す
る
触
覚
が
、『
外
界
の
実
在
性
論

考
』
に
お
い
て
は
圧
覚
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
抵
抗
経
験
の
媒
介
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
圧
覚
を
媒
介
者
と
し
た
こ
と
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
批
判
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
意
志
的
衝
動
的
生
が
す
べ
て

に
先
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
志
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
抵
抗
経
験
は
感
覚
的
知
覚
に
先
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に

感
覚
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
圧
覚
を
抵
抗
経
験
の
媒
介
者
と

す
る
な
ら
、
感
覚
の
先
行
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
圧
覚
の

凝
集
を
ま
さ
し
く
抵
抗
経
験
の
『
予
備
条
件
』
に
挙
げ
て
い
る 
」
と
批
判
し
、
意
志
的
な
抵
抗
経
験
の
直
接
性
を
説
い

て
感
覚
に
よ
る
媒
介
を
排
斥
す
る 
。

　

こ
の
場
合
に
、
抵
抗
経
験
の
中
で
実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
抵
抗
経
験
に
感
覚
を
介
在
さ
せ
る
か
否
か

（　

）
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と
い
う
問
題
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
実
在
性
概
念
の
意
味
の
相
違
と
し
て
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
今
見
た
よ

う
に
、
触
覚
は
事
物
性
を
確
証
す
る
根
本
感
官
で
あ
る
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
言
う
と
き
、
事
物
性
は
実
在
性
あ
る
い
は
物

質
性
と
も
置
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
実
在
性
概
念
は
事
物
性
や
物
質
性
と
同
義
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ン

ト
の
用
法
を
想
起
さ
せ
る
。
カ
ン
ト
は
実
在
性
を
「
事
象
性
」
と
も
言
い
換
え
、
主
観
と
の
対
応
関
係
か
ら
「
実
在
性

は
純
粋
悟
性
概
念
に
お
い
て
は
、
一
般
に
感
覚
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る 
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
実
在
性
を
事
物
性

や
事
象
性
、
物
質
性
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
こ
の
意
味
で
の
実
在
性
と
は
、
ラ
テ
ン
語
の
モ
ノ
（res

   
）
に
由
来
す

る
モ
ノ
の
モ
ノ
性
と
し
て
、
基
本
的
に
、
物
体
と
し
て
の
モ
ノ
へ
の
帰
属
性
、
モ
ノ
の
モ
ノ
た
る
ゆ
え
ん
、
モ
ノ
の
固

有
性
質
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う 
。
し
か
も
そ
の
さ
い
に
、
二
つ
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
事
象
性
と
し
て
の
実
在
性
が
モ
ノ
に
即
し
て
モ
ノ
に
固
有
な
性
質
等
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
し
て
も
、
モ
ノ

は
単
に
外
界
の
事
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
近
世
に
な
っ
て
生
じ
た
外
界
・
物

体
の
実
在
性
の
問
題
は
、
モ
ノ
の
中
で
も
と
り
わ
け
、
精
神
と
し
て
の
主
観
に
対
置
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
物
質
的
モ
ノ

が
問
題
に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
端
的
に
現
れ
た
よ
う
に
、
出
発
点
が
自
我
の
意
識
存
在
の
自
己
確
実

性
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
言
い
方
で
は
、
哲
学
の
基
礎
が
観
念
論
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
、
こ

の
ゆ
え
に
、
意
識
存
在
と
非
意
識
的
物
質
的
存
在
と
の
対
置
関
係
の
中
で
、
意
識
の
外
に
あ
る
物
質
の
、
意
識
へ
の
非

依
存
性
（
実
在
性
）
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
か
ら
、
と
り
わ
け
物
体
の
実
在
性
に
は
事
物

性
・
物
質
性
等
の
意
味
が
含
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
外
界
の
実
在
性
を
問
題
に
す
る
と
き
、
実
在

性
を
こ
の
意
味
で
も
理
解
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
彼
も
ま
た
近
世
に
生
じ
た
こ
の
問
題
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
彼
自
身
も
ま
た
観
念
論
的
問
題
設
定
か
ら
の
出
発
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る 
。

（　

）
４７

（　

）
４８

（　

）
４９



　

し
か
し
第
二
に
注
意
し
た
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
の
一
方
で
カ
ン
ト
の
実
在
性
概
念
を
批
判
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
実
在
性
が
純
粋
悟
性
概
念
の
一
つ
と
し
て
主
観
の
悟
性
機
能
の

概
念
的
形
式
へ
還
元
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
的
試
み
が
実
在
性
を
現
象
へ
制
限
し
て
し
ま
う
現
象
主
義
に

由
来
す
る
と
し
て
排
斥
す
る 
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
実
在
性
と
は
、....

 
   　
自
己
の
外
部
で
の
自
立
的
存
立
を
意
味

す
る 
」
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
感
覚
を
介
し
た
抵
抗
経
験
の
中
で
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
実
在
性
に

関
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
外
界
の
実
在
性
で
あ
り
、
外
界
の
物
体
の
実
在
性
で
あ

る
。

　

し
か
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
圧
覚
と
共
に
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

批
判
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
抵
抗
経
験
に
圧
覚
と
い
う
触
覚
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
性
の
問
題
と
外
界
の
問
題
と

を
同
一
視
あ
る
い
は
混
同
し
て
し
ま
っ
た
。
感
覚
の
介
在
を
排
除
し
て
意
志
に
お
け
る
直
接
性
を
説
け
ば
、
実
在
機

機

性
の
問
題
は

機

機

機

機

機

触
覚
的
に
知
覚
可
能
な
外
的
事
物
に
限
定
さ
れ
は
し
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

。
た
と
え
ば
、
過
去
の
事
象
に
つ
い
て
も

実
在
性
は
問
題
に
な
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。

こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
に
対
し
て
、
さ
し
あ
た
り
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
挙
げ
た
例
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
デ
ィ
ル

タ
イ
自
身
も
実
は
、
過
去
の
事
象
の
実
在
性
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
歴
史
上
の
人
物
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（　

）
５０
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）
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「
た
と
え
ば
ル
タ
ー
等
の
実
在
性
は....

    　
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
己
へ
の
彼
ら
の
絶
え
間
の
な
い
作
用
か
ら
、
そ
れ

ゆ
え
、
歴
史
の
中
で
ま
す
ま
す
広
い
範
囲
に
お
よ
ん
で
作
用
し
続
け
る
こ
の
強
力
な
人
格
の
意
志
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
自
身
の
自
己
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
核
に
な
る
よ
う
な
高
揚
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
取

る
の
で
あ
る 
」。

こ
の
文
面
を
見
る
か
ぎ
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
に
関
し
て
実
在
性
を
語
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
で
両
者
の
相
違
は
見
当
ら
な
い
。
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
に
作
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
そ

れ
が
実
在
的
だ
、
と
い
う
点
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
過
去
の
人
物
に
関
し
て
右
の
文
面
に
続
け
て

次
の
よ
う
に
言
う
。

「
彼
ら
の
偉
大
な
人
格
が
力
強
い
意
志
で
わ
れ
わ
れ
﹇
自
身
の
自
己
﹈
に
作
用
を
及
ぼ
す
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
在
性
の
あ
る
人
々
な
の
だ 
」。

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
作
用
し
得
る
力
が
あ
る
（w

irkfähig

 
        
）
も
の
す
べ
て
が
、
実
在
的
で
あ
る 
」。
逆
に
、「
空
間
は
作
用
し
な
い
が

ゆ
え
に
実
在
性
を
決
し
て
持
た
な
い 
」。

（　

）
５３

（　

）
５４

（　

）
５５

（　

）
５６



　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
在
性
経
験
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
感
覚
が
介
在
す
る
か
否
か
と
い
う
よ
り
も
、
意
志
イ
ン
パ

ル
ス
へ
の
作
用
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
両
者
に
と
っ
て
実
在
性
概
念
は
、「
作
用
し
得
る
力
が
あ
る
こ

と
（W

irkfähigkeit
 
            
）」、
あ
る
い
は
端
的
に
、「
作
用
（w

irken

 
     

）」
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、

実
在
性
は
、
作
用
の
「
作
用
性
（W

irklichkeit

 
           
）」
と
い
う
意
味
で
の
「
現
実
性
（W

irklichkeit

 
           
）」
と
同
義
的
に

な
る 
。
こ
こ
で
作
用
と
訳
し
た
ド
イ
ツ
語w

irken

 
     

に
は
、「
活
動
す
る
、
影
響
を
及
ぼ
す
、
結
果
を
引
き
起
こ
す
、
映

え
る
」
等
の
意
味
も
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
上
の
人
物
は
わ
れ
わ
れ
の
中
で
生
き
生
き
と
働
き
、

わ
れ
わ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
実
在
的
で
あ
り
、
実
在
性
を
持
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
こ
で
は
、
作

用
す
る
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
実
在
的
で
あ
る
。
し
か
も
彼
に
と
っ
て
は
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
に
作
用
・
活
動
し
う
る

事
物
や
人
物
な
ど
の
総
体
、
つ
ま
り
〈
自
己
〉
に
対
峙
し
た
〈
他
な
る
も
の
〉
の
総
体
が
、
外
界
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る 
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
は
物
体
の
本
性
を
表
す
の
に
ラ
テ
ン
語
「realitas

        
（
モ
ノ
性
）」
に
由
来
す
る
「R

ealität

 
       
（
実
在
性
）」
に

代
え
て
、
因
果
性
に
お
け
る
「
結
果
・
作
用
（W

irkung
 
      
）」
を
も
含
意
す
る
ド
イ
ツ
語
「W

irklichkeit

 
           
（
現
実
性
）」

と
い
う
用
語
を
使
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
実
在
性
の
意
味
を
意
志
に
お
け
る
存
在
の
真
実
性

に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
現
実
性
概
念
に
取
っ
て
代
え
ら

れ
た
実
在
性
概
念
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
い
た
っ
て
意
志
的
な
抵
抗
経
験
の
中
で
ま
さ
し
く
作
用
性
と
し
て
の
現
実
性
と

い
う
意
味
を
獲
得
し
た
の
を
見
届
け
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ

を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
問
い
の
変
遷
を
詳
細
に
見
届
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
到

（　

）
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達
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
批
判
す
る
感
覚
の
介

在
は
、
実
在
性
の
抵
抗
経
験
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判

は
実
在
性
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
帰
結
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
ま
だ
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

五　

実
在
性
の
抵
抗
経
験

　

ま
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
圧
覚
と
抵
抗
経
験
を
同
一
視
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
点
で
区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
抵
抗
の
印
象
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
圧
覚
を
判
別
す
る 
」。
し
か
も
圧
覚
は
、「
指
先
に
局
所
づ
け
ら
れ
る
」
よ

う
な
「
生
気
の
な
い
局
部
的
な
感
覚
で
あ
り
」、「
抵
抗
に
お
け
る
生
き
生
き
し
た
力
の
経
験
に
つ
い
て
は
何
の
帰
結
も

も
た
ら
さ
な
い 
」。
し
か
し
そ
の
一
方
で
彼
は
、
圧
覚
の
凝
集
を
、
抵
抗
経
験
の
媒
介
者
と
し
た
。
あ
る
い
は
、
圧
覚

を
、
抵
抗
経
験
に
お
け
る
志
向
の
阻
止
が
意
識
さ
れ
る
た
め
の
予
備
条
件
と
し
た 
。
こ
れ
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
批
判
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
予
備
条
件
あ
る
い
は
媒
介
者
と
は
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
か
ら
、
そ
の
志
向
の
阻
止
と
い

う
新
た
な
意
識
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
媒
介
者
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
抵
抗
経
験
が
意
志
イ
ン
パ
ル
ス

と
そ
の
阻
止
と
い
う
二
つ
の
意
識
状
態
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
圧
覚
の
凝
集
は
、
こ
の
二
つ
の
意
識
状
態

の
中
間
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
解
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
圧
覚
だ
け
で
は
何

の
意
味
も
持
た
ず
、
ま
し
て
や
圧
覚
が
ま
ず
存
在
し
て
、
そ
れ
が
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
あ
る
い
は
抵
抗
経
験
を
条
件
づ
け

（　

）
５９

（　

）
６０

（　

）
６１



る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
が
先
行
し
、
圧
覚
の
凝
集
を
介
し
て
阻
止
の
意
識
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
抵
抗
経
験
に
媒
介
項
あ
る
い
は
中
間
項
と
し
て
圧
覚
が
加
え
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
圧
覚
が
先
行
し
て

抵
抗
経
験
を
条
件
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
生
気
の
な
い
局
部
的
な
感
覚
を
ほ
か
な
ら
ぬ
圧
覚
と
し
て
条

件
づ
け
て
い
る
も
の
こ
そ
、
そ
れ
に
先
行
す
る
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
で
あ
り
、
そ
の
志
向
の
阻
止
の
体
験
、
す
な
わ
ち
抵

抗
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
強
調
点
は
、
圧
覚
の
抵
抗
経
験
へ
の
介
在
に
あ
っ
て
も
、
圧

覚
そ
の
も
の
に
は
な
い
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
出
現
し
て
く
る
一
つ
の
感
覚
連
合
は
、
イ
ン
パ
ル
ス
と
は
独
立
に
現
れ
、
私
の
衝
動
的
生
を
阻
止
し
、
私
の
欲

求
を
満
足
さ
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
諸
作
用
の
中
で
は
あ
る
力

機

機

機

が
私
に
と
っ
て
現
在
化

機

機

機

し
て
い
る
。
こ

の
力
の
い
わ
ば
外
側
が
感
覚
連
合
で
あ
る
。....

 
   　
感
覚
連
合
の
中
に
は
客
観
が
あ
る
。....

 
   　
し
た
が
っ
て
、
自
己

も
客
観
も
い
ず
れ
も
、
意
識
の
内
部
に
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
意
志
と
感
情
に
対
す
る
諸
作
用
の
中
で
外
的
機

機

力機

が
現
在
化

機

機

機

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 
」。

こ
こ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
強
調
点
は
感
覚
の
介
在
に
よ
る
外
的
力
の
現
在
化
に
あ
る
。
そ
し
て

「
こ
の
力
の
い
わ
ば
外
側
」
が
「
感
覚
連
合
」
で
あ
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
言
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
「
外
」
と

「
内
」
と
い
う
使
い
方
に
注
意
し
た
い
。「
感
覚
連
合
」
は
「
外
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
感
覚
は
観
念
と
し
て
心
の

「
内
」
に
取
り
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、「
外
側
」
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
「
イ
ン
パ
ル
ス
と
は
独
立
に
現
れ
、

私
の
衝
動
的
生
を
阻
止
」
し
て
い
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
銘
記
し
て
お
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い
た
よ
う
に
、
感
覚
連
合
は
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
に
対
し
て
〈
他
な
る
も
の
〉
と
し
て
出
現
し
、
イ
ン
パ
ル
ス
を
阻
止
す

る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
か
く
し
て
「
あ
る
力
」
が
意
志
や
感
情
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
つ
ま

り
〈
他
な
る
力
〉
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
外
的
力
の
現
在
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
自
己
」

も
「
外
的
力
」
も
、
し
た
が
っ
て
「
外
的
力
」
と
し
て
の
「
客
観
」
も
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
限
り
意
識
の
「
内

部
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
意
識
の
「
内
部
」
に
お
い
て
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
「
あ
る
力
」
が
「
外
的

力
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
外
界
の
「
実
在
性
の
意
識
の
出
現 
」
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
外
部
の
事
物
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
れ
が
圧
覚
を
引
き
起

こ
し
、
か
く
し
て
抵
抗
経
験
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
意
識
の
内

部
に
あ
っ
て
そ
の
外
部
を
語
る
や
り
方
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
力
の
現
在
を
意
識
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
〈
他
な
る
も
の
〉
と
同
時
に
〈
自
己
な
る
も
の
〉、
意
識
の
〈
外
部
〉
と
同
時
に
〈
内
部
〉
を
区
分
す
る
と

い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
外
的
力
が
意
識
の
内
に
現
在
化
す
る
か
ぎ
り
、「
自
己
も
客
観
も
い
ず
れ
も
、

意
識
の
内
部
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
圧
覚
を
媒
介
項
に
差
し
挟
ん
で
は
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
「
抵
抗
の
経
験
は....

    　
や
は
り
意
識
の
内
に
お
け
る
直
接
性
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る 
」
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
は
、「
予
備
条
件
」
や
「
抵
抗
感
覚 
」
と
い
う
言
い
回
し
を
使
っ

た
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
に
も
一
因
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
誤
解
に
よ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
デ
ィ
ル
タ

イ
の
言
う
「
予
備
条
件
」
を
「
抵
抗
経
験
に
先
行
す
る
前
提
条
件
」
と
解
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
そ

う
で
は
な
く
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
、
抵
抗
経
験
は
直
接
性
を
持
っ
て
い
る
。
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と
は
い
え
、
抵
抗
経
験
が
意
識
の
内
部
に
あ
る
か
ぎ
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
す
る
感
覚
の
位
置
づ
け
よ
り
も
さ
ら

に
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
で
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
在
性
の
問
題
そ
の
も
の
に
向
け

た
批
判
で
あ
る
。
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
と
は
、「
我
」
が
あ
た
か
も

カ
プ
セ
ル
の
中
に
い
る
よ
う
に
「
世
界
を
欠
い
た
、
あ
る
い
は
自
分
の
世
界
を
確
信
し
て
い
な
い
主
観 
」
と
し
て
想
定

さ
れ
た
と
き
、
外
界
は
主
観
と
独
立
に
存
在
す
る
の
か
否
か
と
い
う
問
い
と
し
て
生
じ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
し
か
し

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
問
題
設
定
自
体
が
誤
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
世
界
内
存
在
と
し
て
す
で

に
世
界
（
外
）
へ
出
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
に
対
し
て
、
意
識
の
内
部
に
あ
っ
て
そ
の
外
部
を
語
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
や
り
方
は
、

結
局
、
世
界
を
欠
い
た
主
観
を
想
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
デ
ィ
ル
タ
イ

に
お
い
て
も
「
実
在
性
は
自
己
の
外
に
お
け
る
自
立
的
存
立
を
意
味
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
中
に
も
う
一
つ
、
作
用
性
（
現
実
性
）
と
い
う
意
味
で
の
実
在
性
概
念
を
も

見
出
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
別
の
方
向
か
ら
、
つ
ま
り
独
立
性
あ
る
い
は
非
依
存
性
と
い
う
意
味

で
の
実
在
性
の
問
題
と
は
別
の
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
実

在
性
が
作
用
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
作
用
の
源
泉
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
作
用
の
源
泉
を
〈
実
在
性
の
源
泉
〉
と
し
て
表
示
す
る
な
ら
ば
、〈
実
在
性
の
源
泉
〉
は
デ
ィ
ル

タ
イ
お
よ
び
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
枠
組
み
の
、
ど
の
地
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
地
点
か
ら
見

た
と
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
意
識
の
内
部
で
そ
の
外
部
を
語
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批
判
す
る
よ
う
な
「
世
界
を
欠

い
た
主
観
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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六　

実
在
性
の
源
泉　

―　
デ
ィ
ル
タ
イ

　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析
が
意
識
の
内
部
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
実
在
性
の
意
識
の
出
現

機

機

機

機

機

」
あ
る
い
は

「
抵
抗
の
意
識
機

機 
 」
な
ど
の
言
い
回
し
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
が
現
象
性
の
原
理
で

あ
る
。
意
識
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
が
、
現
象
性
の
原
理
で
あ
る
。

「
哲
学
の
最
高
の
命
題
は
現
象
性
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
、

そ
れ
が
私
の
意
識
の
事
実
で
あ
る
と
い
う
最
も
普
遍
的
な
制
約
の
下
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
々
の
外
的
事
物

も
ま
た
、
私
に
と
っ
て
は
た
だ
意
識
の
諸
事
実
あ
る
い
は
諸
過
程
の
結
合
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
対
象
、
事
物
は
、

意
識
に
と
っ
て
の
み
、
意
識
の
中
で
の
み
存
在
す
る 
」。

　

し
た
が
っ
て
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
「
外
的
力
の
現
在
化
」
に
よ
る
「
実
在
性
の
意
識
の
出
現
」
と
い
う
仕
方
で

解
決
し
た
の
も
、
最
終
的
に
現
象
性
の
原
理
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の

た
め
の
草
稿
』
の
中
で
現
象
性
の
原
理
に
関
し
て
一
つ
の
問
い
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
自
ら
答
え
て
い

る
。
ま
ず
、
そ
の
問
い
と
は
、
現
象
性
の
原
理
自
体
は
直
接
的
な
明
証
性
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
思
考
の
制
約
に
基

づ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
彼
は
、
外
界
の
実
在
性
と
区
別
さ
れ

た
「
意
識
の
事
実
の
実
在
性
」
を
語
り
、
こ
の
「
意
識
の
事
実
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
知
」
が
「
直
接
的
な
知
」
で
あ

る
こ
と
を
説
く
。
つ
ま
り
、
意
識
の
事
実
の
実
在
性
は
直
接
的
な
明
証
性
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
、
現
象
性
の
原
理
も

（　
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何
ら
か
の
思
考
に
よ
っ
て
演
繹
的
に
導
出
さ
れ
た
命
題
で
は
な
い
、
と
答
え
る
の
で
あ
る 
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
外
界
の
実
在
性
に
対
し
て
「
意
識
の
事
実
の
実
在
性
」
と
い
う
こ
と
を

語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
自
己
確
実
的
で
世
界
を
欠
い
た
主
観
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析
の
出
発
点
が
心
的
生
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
自
己
生
と
外
界
と
の
区
分
は
未
だ
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
象
性
の
原
理
に
お
け
る
意
識
の
事
実
と

は
、
自
己
意
識
に
お
い
て
自
己
と
そ
の
相
関
者
と
し
て
の
外
界
を
区
分
し
た
上
で
外
界
の
存
在
が
私
に
と
っ
て
意
識
さ

れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
心
的
生
に
お
け
る
把
握
の
仕
方
は
、
自
己
自
身
あ
る
い
は
意
識
自

身
を
対
象
と
し
て
捉
え
る
自
己
意
識
の
反
省
的
な
自
己
観
察
で
は
な
い
。
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
内
的
観
察

や
反
省
意
識
と
は
区
別
さ
れ
た
「
覚
知
（Innew

erden

     
     

）」
と
い
う
「
直
接
的
な
知
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
覚
知
と

は
、
反
省
的
な
内
的
観
察
と
は
異
な
り
、
た
と
え
ば
「
痛
い
！
」
と
感
じ
た
時
の
、
意
識
す
る
働
き
と
そ
の
内
容
と
が

ま
だ
区
分
さ
れ
て
い
な
い
意
識
の
こ
と
を
意
味
す
る 
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
性
の
原
理
に
お
い
て
「
対
象
が
私
に
と
っ

て
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
も
、
こ
れ
は
覚
知
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る 
。
意
志
イ
ン
パ
ル

ス
に
よ
る
抵
抗
経
験
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
「
抵
抗
の
意
識
」、「
阻
止
の
意
識
」、
そ
し
て
「
実
在
性
の
意
識
の
出
現
」

も
、
覚
知
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
が
意
識
の
内
部
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
部
と
外
部
と
を
あ
ら
か

じ
め
区
分
し
て
お
い
た
か
ぎ
り
で
の
内
部
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
覚
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
覚
知
の
事

実
）
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
た
と
え
ば
星
が
存
在
す
る
こ
と
も
意
識
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
実

在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
観
念
と
し
て
の
星
と
区
別
さ
れ
た
実
在
と
し
て
の
星
が
意
識
の
外
部
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に
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
在
性
の
抵
抗
経
験
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
覚
知
に
お
け
る
意
識
の
事
実
と

し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
抵
抗
経
験
に
お
い
て
自
己
な
ら
ざ
る
力
が
覚
知
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
が
外
的
力
と
し
て
覚
知
さ

れ
る
と
同
時
に
こ
の
覚
知
の
働
き
が
意
識
の
内
部
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
意

識
の
事
実
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、「
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
が
宿
る
座
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
を

編
む
た
め
の
素
材
で
あ
る 
」。

　

し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
内
」
と
「
外
」
は
、
実
在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
に
お
け
る
観
念
の
所
在
と

し
て
の
「
内
」
と
実
在
の
所
在
と
し
て
の
「
外
」
で
は
な
く
、
先
に
見
た
よ
う
に
、〈
自
己
〉
と
自
己
な
ら
ざ
る
〈
他

な
る
も
の
〉
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
問
い
は
ま
さ
し
く
、〈
自
〉
と
〈
他
〉
と
の
区
分
が
未
だ
な
さ
れ
て
い

な
い
心
的
生
か
ら
そ
の
区
分
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
の
か
と
い
う
問
い
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
他
〉
の
総

体
と
し
て
の
〈
外
界
〉
の
実
在
性
の
意
識
が
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は

同
時
に
、〈
自
〉
の
実
在
性
の
意
識
が
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
実
在
性
の
意
識
の
出
現

に
お
い
て
、
外
界
の
実
在
性
の
意
識
の
出
現
は
同
時
に
自
己
の
実
在
性
の
意
識
の
出
現
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ

を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
外
界
は
自
己
意
識
と
共
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
」、
言
い
換
え
れ
ば
、「
自
己
意
識
は
外
界
の
相
関
的
事
実

で
あ
る 
」。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
外
界
の
実
在
性
の
意
識
の
出
現
を
求
め
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
問
い
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
批
判

（　

）
７３

（　

）
７４



さ
れ
た
伝
統
的
な
外
界
の
実
在
性
の
問
い
、
す
な
わ
ち
主
観
は
い
か
に
し
て
外
へ
出
て
行
く
の
か
と
い
う
問
い
と
は

ま
っ
た
く
異
質
な
問
い
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
問
い
は
実
在
論
と
観
念
論
と
が
対
立
す
る
場
面
と
は
別
の
場
面
で
生

じ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
は
、
外
界
の
実
在
性
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
自
己
と
外
界

は
相
関
的
な
意
識
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
問
題
設
定
を
ま
さ
し
く
擬
似
問
題
と
し
て
消

去
し
て
い
る
の
で
あ
る 
。
か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
よ
う
な
〈
自
〉
と
〈
他
〉
と
が
相
関
的
に
生
じ
る
場
面
を
二

通
り
述
べ
る
。

　

一
つ
は
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
題
目
に
な
っ
て
い
る
外
界
と
し
て
の
〈
他
〉
が
生
じ
る
場
面
で
あ
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
の
描
写
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

子
供
が
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
考
え
よ
。
子
供
が
そ
こ
で
戸
を
バ
タ
バ
タ
叩
い
て
い
る
と
き
、
意

志
的
生
は
外
界
の
圧
力
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
突
き
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
と
い
う
壁
が
自
己
を
と
り
ま
い

て
い
る
。
こ
う
し
て
阻
止
の
意
識
が
帰
結
す
る
。
外
界
は
子
供
の
生
を
阻
止
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
外

界
の
実
在
性
は
密
で
あ
り
、
子
供
が
そ
こ
で
経
験
し
て
い
る
こ
と
は
成
人
の
全
生
涯
を
貫
い
て
い
る
﹇
以
上
、
要

約 
﹈。

　

こ
の
描
写
を
見
る
か
ぎ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
外
界
と
は
、「
自
己
を
取
り
巻
く
壁
」
の
ご
と
く
に
経
験
さ
れ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
突
き
破
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
も
の
と
し
て
「
圧
力
」
を
お
よ
ぼ
し
、
こ
の
抵
抗
経
験
に
お
い

て
自
己
生
と
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
の
外
界
と
の
区
別
が
生
じ
る
。
外
界
と
は
、
特
定
の
部
屋
や
戸
の
み
を
意
味

（　

）
７５

（　

）
７６
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す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
共
に
現
れ
て
い
る
自
己
以
外
の
も
の
の
全
体
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
端
的
に
、〈
自
〉
に

対
す
る
〈
他
〉
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

実
在
性
が
語
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
場
面
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
他
〉
の
中
か
ら
現
れ
て
く
る
特
定
の
事
物
や
人
物
な
ど

で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
、
物
体
的
客
観
に
比
べ
て
人
物
の
ほ
う
が
、
た
と
え
ば
赤
ん
坊
に
対
す
る
母
親
は
、
実
在
性
が

一
層
強
力
に
、
か
つ
第
一
次
的
に
出
現
す
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
語
る 
。
し
か
し
、
彼
の
叙
述
を
見
る
か
ぎ
り
、
外
界

の
圧
力
に
よ
る
外
界
の
実
在
性
と
、
個
々
の
事
物
や
他
者
の
実
在
性
と
の
関
係
は
問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
次
の
言
葉
か
ら
一
つ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
自
己
と
他
者

機

機

機

機

機

と
を
区
分
す
る
最
初
の
経
験
は....

    　
イ
ン
パ
ル
ス
と
抵
抗
と
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
我
と
世
界

機

機

機

機

、

お
よ
び
そ
れ
ら
が
区
別
さ
れ
る
最
初
の
胚
は
、
こ
こ
に
あ
る 
」。
こ
う
し
て
「
イ
ン
パ
ル
ス
と
抵
抗
は
自
己
と
客

観
と
の
分
離
の
胚
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
胚
が
芽
を
出
す
の
は
、
自
己
が
固
有
の
目
的
全
体
と
し
て
自
分
を
隔
絶

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
今
や
、
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

か
ら
他
者
機

機

も
ま
た

解
き
放
た
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
出
現
す
る
、
一
つ
の
全
体

機

機

機

機

機

に
属
し
て
い
る
最
初
の
客
観
の
連
関
は
、

一
人
の
他
者

機

機

機

機

機

の
連
関
だ
か
ら
で
あ
る
。
子
供
の
ゆ
り
か
ご
に
身
を
屈
め
、
子
供
を
抱
き
上
げ
授
乳
す
る
母
は
、
子

供
に
と
っ
て
最
初
の
充
実
し
た
実
在
性
で
あ
る
。
こ
の
実
在
性
は
背
景
と
な
る
感
覚
的
カ
オ
ス

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

か
ら
出
現
し
身
体

的
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
子
供
が
経
験
す
る
各
々
の
阻
止
や
欲
求
の
中
で
の
、
意
欲
と
作
用
の

子
供
固
有
の
諸
経
験
に
応
じ
て
、
自
己
に
は
力
が
現
在
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 
」。

（　

）
７７

（　

）
７８

（　

）
７９



デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
を
「
背
景
」
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
母
の
実

在
性
の
力
が
解
き
放
た
れ
て
現
在
化
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
他
者
は
外
界
か
ら
出
現
す
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
外
界
は
「
一
つ
の
全
体
」
と
し
て
個
々
の
他
者
や
事
物
の
「
背
景
」
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら

実
在
性
に
関
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
考
の
道
筋
を
次
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
、
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
は
心
的
生
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
〈
自
〉
と
〈
他
〉
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し

て
心
的
生
に
お
け
る
抵
抗
経
験
が
、
そ
の
区
別
の
胚
と
な
る
。
そ
れ
が
外
界
の
実
在
性
の
抵
抗
経
験
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
外
界
の
実
在
性
は
「
密
」
に
な
り
、「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
と
し
て
現
在
化
す
る
。
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
自
己
と
外
界
が
区
別
さ
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
で
は
な
く
、
そ
の
区
別
の
胚
の
状
態
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
と
言
わ
れ
る
さ
い
の
「
自
己
」
は
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
か
ら

な
る
心
的
生
と
し
て
あ
り
、
カ
オ
ス
的
遊
動
の
直
中
で
そ
の
作
用
を
受
け
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
の
阻
止
を
経
験
し
て
い

る
「
自
己
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
、「
外
界
の
実
在
性
」
が
「
密
」
に
な
っ
て
い
る
状
態
、
言
い
換
え
れ
ば
、

自
己
生
と
客
観
と
の
分
離
の
胚
が
ま
さ
し
く
芽
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
胚
が
芽
を
出
す
と

き
と
は
、
心
的
生
が
自
己
生
と
し
て
そ
こ
か
ら
自
ら
を
隔
絶
し
、
そ
れ
と
同
時
に
他
者
も
そ
こ
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と

き
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
己
は
一
つ
の
連
関
を
持
っ
た
生
の
統
一
体
（E

inheit

 
      
）
と
し
て
、
つ
ま
り
自
己
生
と
し
て
、

も
う
一
方
の
統
一
体
と
し
て
の
個
々
の
他
者
に
対
峙
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
己
生
と
そ
れ
に
対
す
る
外
界
お
よ
び
個
々
の
客
観
は
、
同
じ
起
源
か
ら
出
現
し
て
く
る
。
そ
れ
が

心
的
生
で
あ
り
、「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
在
性
が
与

え
ら
れ
る
抵
抗
経
験
と
は
、
こ
の
同
じ
起
源
か
ら
自
己
生
と
外
界
お
よ
び
個
々
の
客
観
と
の
分
離
を
経
験
す
る
こ
と
に
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ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
界
の
実
在
性
の
経
験
と
は
、
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
が
意

志
イ
ン
パ
ル
ス
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
の
経
験
（
外
界
の
経
験
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
解
き
放
た
れ
た
個
々
の
客
観
が

作
用
し
て
い
る
こ
と
の
経
験
（
個
々
の
客
観
の
経
験
）
で
あ
り
、
心
的
生
が
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
と
し
て
生
動
性

（L
ebendigkeit

 
           
）
に
満
ち
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
の
経
験
（
自
己
生
の
経
験
）
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
実
在
性
の
源
泉
と
い
う
言
い
回
し
で
作
用
の
源
泉
を
理
解
す
る
な
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お

い
て
実
在
性
の
源
泉
は
生
動
的
に
作
用
す
る
心
的
生
に
求
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
一
つ
に
作
用
し
て
い
る
「
自

己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
第
二
次
的
に
は
、
そ
こ
か
ら
解
き
放
た
れ
た

個
々
の
客
観
の
作
用
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
個
々
の
客
観
の
実
在
性
が
カ
オ
ス
的
遊
動
か
ら
解
き
放
た

れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
後
者
は
前
者
の
背
景
と
し
て
個
々
の
客
観
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
を
可
能
に
す
る

〈
基
〉
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
背
景
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
外
界
の
圧
力
を
め
っ
た
に
意
識

し
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
一
人
の
人
物
と
の
対
峙
の
中
で
ま
さ
し
く
自
己
な
ら
ざ
る
外
界
の
圧
力
を
、
い
わ
ゆ

る
外
圧
を
、
意
識
し
う
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
一
つ
の
客
観
の
実
在
性
が
外
界
の
圧
力
の
カ
オ
ス
的
遊
動
か
ら
解
き
放
さ

れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
作
用
の
中
に
外
界
総
体
の
作
用
を
も
経
験
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
語
る
外
界
の
実
在
性
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
心
的
生
が
自
己
生
と
し
て
他
者

と
交
渉
し
う
る
た
め
の
地
盤
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
生
と
他
者
と
の
区
分
と

い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
地
盤
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
あ
る
世
界
内
存
在
と
い
う
言
葉
を

使
う
な
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
外
界
の
実
在
性
の
抵
抗
経
験
は
、
心
的
生
が
世
界
へ
出
て
自
己
生
と
し
て
存
在
し
う

る
体
制
（
世
界
内
存
在
）
を
形
成
す
る
地
盤
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
世
界
内
存
在
の
単
な
る
一
つ
の
在
り
方
で



は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
心
的
生
と
い
う
こ
と
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
世
界
を
欠
い
た
主
観
」
を
想
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
世
界
と
主
観
と
が
分
離
し
て
く
る
源
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ

イ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
別
の
仕
方
で
、
外
界
の
実
在
性
に
対
す
る
伝
統
的
な
問
題
設
定
を
擬
似
問
題
と
し
て
消
去
し
、

〈
実
在
性
の
源
泉
〉
に
遡
源
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
実
在
性
の
問
題
は
外
界
に
限
定
さ
れ
な
い
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
は
ど
の
よ
う
な
地
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て

実
在
性
の
源
泉
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

七　

実
在
性
の
源
泉　

―　
シ
ェ
ー
ラ
ー

　

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
場
合
に
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
上
方
と
下
方
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
、
上
方
に
は
知
性
的
働
き
、

そ
し
て
そ
の
相
関
者
と
し
て
の
様
態
存
在
が
、
下
方
に
は
衝
動
や
意
志
な
ど
の
働
き
、
そ
し
て
そ
の
相
関
者
と
し
て
の

実
在
的
存
在
が
配
置
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
は
こ
れ
ら
両
方
向
が
交
差
す
る
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し

て
実
在
性
の
抵
抗
経
験
は
下
方
に
お
け
る
生
の
欲
動
の
経
験
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
さ
ら
に
壮
大

な
枠
組
み
の
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
世
界
根
拠
と
し
て
神
を
考
え
、
そ
し
て
神
の
一
つ
の
属
性
を

「
超
単
一
的
精
神 
」、
も
う
一
つ
の
属
性
を
「
無
限
の
像
を
は
ら
ん
だ
全
能
の
欲
動 
」
と
見
な
し
、
生
の
感
情
欲
動
に
よ

る
実
在
性
の
抵
抗
経
験
を
後
者
の
属
性
と
の
連
関
で
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
根
拠
の
一
つ
の
属
性
と
し
て
の

（　

）
８０
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欲
動
は
「
実
在
性
を
創
る
（realitätschaffend

                 

）
原
理 
」
と
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
欲
動
は
実
在

性
の
源
泉
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
方
と
下
方
と
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
日
常
も
、
こ
の
よ
う
な
神
の
持
つ
二

つ
の
属
性
の
相
互
貫
通
に
よ
る
世
界
創
造
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
実
在
性
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
を
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
説
く
。

実
在
性
の
印
象
は
世
界
の
抵
抗
経
験
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
中
心
に
あ
る
生
の
欲
動
に
と
っ
て
の
み
経
験
さ
れ
る
。

こ
の
実
在
性
の
印
象
は
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
。
す
べ
て
の
色
を
抜
き
取
り
、
す
べ
て
の
形
態
と
関
係
と
を

消
去
し
、
す
べ
て
の
物
体
的
統
一
形
相
を
曖
昧
に
せ
よ
。
こ
う
し
て
最
後
に
、
い
か
な
る
性
質
か
ら
も
自
由
で
赤

裸
々
な
も
の
が
実
在
性
の
強
力
な
印
象
で
あ
る
﹇
以
上
、
要
約 
」。

こ
の
説
明
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
見
出
し
う
る
も
の
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
第
一
質
料
が
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
実
在
性
の
源
泉
を
即
座
に
質
料
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
自
身
が
禁
止
し
て
い

る 
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
精
神
に
関
す
る
古
典
的
理
論
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
挙
げ
、
彼
ら
に
あ
っ
て

は
非
存
在
や
第
一
質
料
か
ら
世
界
を
創
り
出
す
諸
力
が
イ
デ
ア
や
形
相
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
点
で
彼
ら

は
誤
り
を
犯
し
た
、
と
批
判
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
は
純
粋
な
精
神
ほ
ど
無
力
で
あ
り
、
力
は
し
た
が
っ
て
精

神
を
生
命
化
す
る
欲
動
の
側
に
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

（　

）
８２

（　

）
８３

（　

）
８４



「
世
界
の
中
で
最
も
強
力
な
の
は
、
こ
の
欲
動
の
最
下
位
の
作
用
点
と
し
て
の
無
機
質
的
世
界
の
力
中
心

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

、
理

念
・
形
相
・
形
態
に
対
し
て
『
盲
目
的
』
な
力
中
心

機

機

機

で
あ
る 
」。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
欲
動
の
最
下
位
の
作
用
点
」、「
無
機
質
的
世
界
の
力
中
心
」、
さ
ら
に
は
「『
盲
目
的
』
な
力
中

心
」
と
い
う
表
現
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
っ
た
「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
と
い
う
表
現
を
想
起

さ
せ
る
と
共
に
、
さ
ら
に
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
生
へ
の
盲
目
的
な
意
志
」
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
も
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
あ
っ
て
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
意
志
こ
そ
、
実
在
性
の
源
泉
と
し
て
、
物
質
性
を

介
し
た
こ
の
現
実
の
世
界
を
実
在
的
世
界
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
も
「
無
機
質
的
世
界
の

力
中
心
」
は
「
理
念
・
形
相
・
形
態
に
対
し
て
盲
目
的
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
た
「
カ
オ
ス
」
と
も
言
わ

れ
る 
。
こ
の
よ
う
な
「
力
中
心
」
あ
る
い
は
「
作
用
点
」
こ
そ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
は
「
実
在
性
を
創
る
原
理
」

と
し
て
、
第
一
次
的
な
作
用
の
源
泉
、
実
在
性
の
源
泉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
二
つ
の
原
理
の
相
互
貫
通
に
よ
っ
て
成
立
す
る
日
常
の
中
で
出
会
う
個
々
の
存
在
者
の
こ
と
を
、
彼

は
「
出
来
上
が
っ
た
実
在
性
」
と
言
う 
。
こ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
語
っ
た
個
々
の
事
物
・
人
物
に
関
す
る
実
在
性
に
対

し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
批
判
的
に
述
べ
た
言
い
回
し
で
あ
る
。
最
下
位
の
作
用
点
と
し
て
の
実
在
性
を
作
る
原
理
か
ら
す

れ
ば
、
日
常
の
中
で
出
会
う
個
々
の
も
の
は
、
貶
め
ら
れ
た
意
味
で
の
、
出
来
上
が
っ
た
実
在
性
と
な
ろ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
実
在
性
の
概
念
を
改
め
て
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
の
中
で
実
在
性
を
事
物
性
あ
る
い
は
物
質
性
と
し
て
も
理

解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
中
に
は
物
質
性
と
い
う
意
味
で
の
実
在
性
は
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語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
双
方
の
相
違
、
し
た
が
っ
て
前
者
か
ら
後
者
へ
の
思
索
の
変
遷
を
わ
れ
わ
れ
は
先
に
次
の
よ

う
に
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
の
中
で
は
物
質
性
と
し
て
の
実
在
性
を
確

証
す
る
も
の
と
し
て
触
覚
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
触
覚
が
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
へ
の
作
用
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て 
、
触
覚
は
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
に
い
た
っ
て
抵
抗
経
験
の
中
間
項
と
し
て
の
圧
覚
と
し
て
語
り
出
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
振
り
返
っ
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
道

筋
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
古
典
的
理
論
に
反
対
し
て
質
料
性
・
物
質
性
に
「
盲
目
的
な
力
中
心
」
を
求
め
実
在
性

の
源
泉
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
無
機
質
的
世
界
の
力
中
心
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
個
々
の
人
物
や
事
物
の

実
在
性
が
出
現
し
て
く
る
背
景
と
し
て
の
「
外
界
」
に
当
た
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス

的
遊
動
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
に
お
い
て
は
作
用
性
の
背
後
に
退
い
て
明
示
的
に
語

ら
れ
な
か
っ
た
物
質
性
と
し
て
の
実
在
性
は
、
こ
の
よ
う
な
作
用
性
が
含
意
さ
れ
た
「
外
界
」
の
実
在
性
に
姿
を
変
え

て
語
り
だ
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
も
物
質
性
（
質
料
性M

aterialität

 
           
）
概
念
に
作
用
性
を
含
意
さ

せ
る
こ
と
こ
そ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
物
質
の
本
質
を
表
す
の
に
ラ
テ
ン
語
的
な
実
在
性
（realitas

        
）
に
代
え

て
作
用
性
と
し
て
の
現
実
性
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
真
意
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
デ
ィ
ル

タ
イ
、
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
い
た
っ
て
、
物
質
性
と
し
て
の
実
在
性
概
念
は
意
志
的
作
用
性
を
獲
得
す
る
。
こ
れ
は

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
命
題
に
端
的
に
現
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
作
用
し
う
る
力
が
あ
る
も
の
す
べ
て
が
、
実
在
的
で

あ
る 
」。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
用
性
と
い
う
意
味
で
の
実
在
性
概
念
に
定
位
す
る
な
ら
ば
、
実
在
性
の
源
泉
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で

（　

）
８８

（　

）
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は
心
的
生
に
お
け
る
「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
は
欲
動
に
お
け
る
「
無
機

質
的
世
界
の
力
中
心
」
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
質
料
と
形
相
と
い
う
古
典
的
な
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
と
も

に
質
料
的
方
向
に
、
し
か
も
そ
こ
に
意
志
的
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
性
の
源
泉
を
求
め
る
。
し
か
も
両
者
に

お
い
て
実
在
性
の
源
泉
は
、
そ
れ
が
第
一
次
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
第
二
次
的
な
「
出
来
上
が
っ
た
実
在
性
」
の
中
に
隠

さ
れ
、
抵
抗
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
間
は
精
神
に
お
い
て
抵
抗
中
心
を
個
々
の
対
象
へ
高
め
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
知
覚
・
感
覚
等
の
生
の

諸
能
力
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
暗
い
欲
動
、
な
ら
び
に
こ
の
欲
動
に
お
け
る
実
在
性
の
抵
抗
経
験
は
、
対
象
へ
と

高
め
ら
れ
た
領
域
に
お
い
て
は
赤
裸
々
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
赤
裸
々
に
体
験
さ
れ
る
の
は
不
安
に
お
い
て

で
あ
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。「
現
実
的
な
る
も
の
の
現
実
存
在
と
し
て
の
現
実
性
﹇
実
在
性
﹈
自
身
は
、
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
不
安
と
結
び
つ
い
た
普
遍
的
抵
抗
の
中
で
、
あ
る
い
は
、
抵
抗
の
体
験
の
中
で
の
み
与
え
ら
れ
る 
」。

　

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
お
よ
び
シ
ェ
ー
ラ
ー
批
判
を
出
発
点
に
し
て
、
シ
ェ
ー

ラ
ー
の
反
論
へ
向
か
い
、
そ
し
て
実
在
性
の
源
泉
を
求
め
て
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
へ
進
み
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が

述
べ
る
不
安
に
到
達
す
る
。
そ
し
て
不
安
と
い
う
地
点
か
ら
、
再
び
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
立
ち
返
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
不
安
の
中
で
全
体
と
し
て
の
存
在
者
と
出
会
い
、
そ
の
世
界
進
入
の
瞬
機
に
現
存

在
は
そ
れ
を
抵
抗
に
お
い
て
経
験
す
る
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
次
節
で
、
こ
れ
ま
で
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
三
者
の

親
近
性
に
注
目
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
実
在
性
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
方
向
性
を

（　

）
９０
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見
極
め
よ
う
。

八　

実
在
性
の
問
題

　

さ
て
こ
れ
ま
で
、
実
在
性
の
問
題
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
的
吟
味
を
発
端
に
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
反
論
、

そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
お
よ
び
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
枠
組
み
や
方
向
性
を
、
と
り
わ
け
三
者
の
親
近
性
あ
る
い
は
相
似
性
と
い

う
観
点
か
ら
各
々
の
説
を
捉
え
直
し
て
き
た
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
語
る
抵
抗
経
験
に
注
目
し
て
き
た
。
も
ち

ろ
ん
、
同
じ
く
抵
抗
経
験
と
言
わ
れ
て
も
、
各
々
の
枠
組
み
の
中
に
そ
れ
固
有
の
位
置
づ
け
を
持
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
に
あ
っ
て
は
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
中
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
世
界
根
拠
に
よ
る
世
界
創
造
と
い
う
彼

の
形
而
上
学
の
中
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
基
礎
存
在
論
か
ら
存
在
者
論
へ
の
旋
回
の
中
に
、
各
々
の
位
置
を

持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抵
抗
経
験
と
い
う
共
通
の
地
点
か
ら
見
る
と
き
、
し
か
も
作
用
性

と
い
う
意
味
で
の
実
在
性
概
念
か
ら
捉
え
直
す
と
き
、
三
者
の
枠
組
み
は
親
近
性
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
実

在
性
の
抵
抗
経
験
に
お
け
る
〈
実
在
性
の
源
泉
〉
と
い
う
言
葉
で
表
せ
ば
、〈
実
在
性
の
源
泉
〉
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に

お
い
て
は
心
的
生
と
一
つ
に
な
っ
た
「
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は

欲
動
と
一
つ
に
な
っ
た
「
無
機
質
的
世
界
の
力
中
心
」
あ
る
い
は
「
世
界
存
在
者
論
と
い
う
源
現
象
」
に
求
め
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
に
求
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、
存
在
者
全
体
の
方
向
に
、
古
典
的
に
は
形
相
化
さ
れ
る
以
前
の
質
料
性
あ
る
い
は
物
質
性
全
体
の
方



向
に
、
し
か
も
そ
こ
に
生
き
生
き
と
作
用
す
る
力
が
込
め
ら
れ
た
地
点
に
、
実
在
性
の
源
泉
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
か

く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
地
点
か
ら
、
実
在
性
の
問
題
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
的
見
解
に
反
対
し
て
次
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
基
礎
存
在
論
の
文
脈
の
中
で
吟
味
し
た
実
在
性
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
た

し
か
に
抵
抗
存
在
あ
る
い
は
非
依
存
的
存
在
性
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
作
用
性
と
い
う
意
味
で

も
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
、
作
用
性
は
た
し
か
に
何
ら
か
の
存
在
者
の
在
り
方
と
し

て
理
解
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
存
在
者
か
ら
区
別
さ
れ
た
存
在
の
側
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
い
う
の
は
、
作
用
の
源
泉
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
言
え
ば
存
在
者
論
が
扱
う
全
体
と
し
て
の
存
在
者
に
こ
そ
求

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
在
性
の
問
題
も
単
に
存
在
論
的
問
題
で
は
な
く
な
る
。
む
し
ろ
わ

れ
わ
れ
は
作
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
実
在
性
が
問
い
と
し
て
生
じ
て
く
る
道
筋
を
次
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
第
一
次
的
な
作
用
の
源
泉
は
個
々
の
事
物
や
人
物
の
中
に
自
ら
を
解
き
放
ち
、
こ
れ

に
よ
っ
て
自
己
生
と
対
象
と
の
区
分
が
成
立
し
、
そ
し
て
個
々
の
事
物
や
人
物
は
実
在
性
の
第
二
次
的
な
作
用
の
源
泉

と
な
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
即
し
て
言
え
ば
、
世
界
内
存
在
と
い
う
現
存
在
の
存
在
体
制
に
よ
っ
て
、
個
々
の
存

在
者
に
対
す
る
態
度
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
第
一
次
的
な
作
用
の
源
泉
は
個
々
の
事
物
や
人
物
の
中
に
隠
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の

人
物
や
事
物
に
面
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、
第
一
次
的
な
作
用
の
源
泉
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、

ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
事
態
か
ら
、
モ
ノ
は
実
在
す
る
の
か
、
外
界
は
実
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
実
在
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
第
一
章
で
も
見
た
よ
う
に
日
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常
の
〈
基
〉
か
ら
沸
き
起
こ
っ
て
く
る
問
い
で
あ
り
、
個
々
の
モ
ノ
の
中
に
隠
れ
た
第
一
次
的
な
作
用
の
力
中
心
を
尋

ね
求
め
る
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

次
に
、
第
一
次
的
な
作
用
の
源
泉
が
個
々
の
事
物
や
人
物
に
自
ら
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
問
い
が
生
じ

る
の
で
あ
れ
ば
、
実
在
性
を
求
め
る
問
い
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
葉
を
使
え
ば
「
出
来
上
が
っ
た
実
在
性
」
を
備
え
た

個
々
の
実
在
的
人
物
・
道
具
を
前
に
し
て
も
、
ま
た
、
世
界
内
存
在
と
し
て
外
へ
出
て
い
る
と
き
に
も
、
生
じ
る
べ
く

し
て
生
じ
る
問
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
こ
の
問
い
は
、
モ
ノ
が
現
存
在
の
注
視
に
対
し
て
単
に
眼
前
に
在
り
、
注
視
の
目
前
に
一
様
に
広
が
る
モ
ノ

と
な
っ
た
と
き
に
こ
そ
、
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
広
が
り
の
あ
る
モ
ノ
に
対
し
て
自
己
確
実
的
な

「
世
界
を
欠
い
た
主
観
」
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
第
一
次
的
な
実
在
性
の
源
泉
が
隠
さ
れ
、
し

か
も
個
々
の
事
物
が
単
に
眼
前
に
在
る
も
の
と
し
て
「
出
来
上
が
っ
た
実
在
性
」
の
力
す
ら
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
ま
さ
し
く
モ
ノ
を
眼
前
に
し
て
モ
ノ
は
実
在
す
る
の
か
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
問
い
が
生

じ
て
く
る
。
そ
れ
は
第
二
章
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
即
し
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
象
と
し
て
の
世
界
が
一
様
に

因
果
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
世
界
と
し
て
見
立
て
ら
れ
、
意
志
に
よ
る
意
義
と
実
在
性
を
失
っ
た
世
界
、〈
リ

ア
リ
テ
ィ
〉
の
消
失
し
た
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
は
意
志
・
意
欲
を
生
の
根
底
に
置
く
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
即
し
て
実

在
性
の
問
題
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
実
在
性
と
い
う
言
葉
が
多
義
的
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
三
者
の
中
で

顕
在
化
し
て
き
た
作
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
実
在
性
概
念
に
一
つ
の
筋
道
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
を
ラ
テ

ン
語res

 
  
（
モ
ノ
）
に
即
し
て
描
き
出
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。



　

ま
ず
、
実
在
性
の
語
源
と
な
る
ラ
テ
ン
語res

 
  
（
モ
ノ
）
は
、
単
に
個
々
の
物
体
的
な
事
物
ば
か
り
か
、
精
神
的
な

モ
ノ
も
含
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
モ
ノ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
な
性
質
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
個
々
の
物
質
的
モ

ノ
に
は
質
料
や
広
が
り
が
、
精
神
的
な
モ
ノ
に
は
思
考
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
の
固
有
性
質
は
、
当
の
モ
ノ

と
不
可
分
で
、
他
の
モ
ノ
に
依
存
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
固
有
性
質
を
モ
ノ
的
な
性
質
、
そ
し
て
そ
れ
の
モ
ノ
へ
の
帰

属
性
・
存
在
性
を
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
と
し
て
表
記
す
る
な
ら
ば
、
し
か
も
物
体
と
し
て
の
モ
ノ
の
モ
ノ
性
が
精
神
と

の
対
置
の
中
で
問
題
に
な
る
と
き
、
カ
ン
ト
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
実
在
性
を
事
象
性
そ
し
て
物
質
性
と
同
義
的
に
使

用
し
た
用
法
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
モ
ノ
の
中
か
ら
非
物
質
的
な
精
神
と
し
て
の
モ
ノ
を
取
り
出
し
、
そ
れ
以
外
の

物
質
的
な
モ
ノ
を
精
神
に
対
置
さ
せ
、
か
く
し
て
物
質
の
精
神
へ
の
関
係
に
注
目
す
れ
ば
、
物
質
に
固
有
の
モ
ノ
性
は
、

精
神
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
で
あ
る
と
共
に
、
物
質
性
こ
そ
が
物
質
的
モ
ノ
の
モ
ノ
性
に
な
る
。
か
く
し
て
こ
こ
に
、

物
体
の
実
在
性
の
問
題
が
生
じ
る
と
共
に
、
実
在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
と
い
う
舞
台
が
形
成
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
主
観
へ
の
非
依
存
性
と
い
う
意
味
で
も

実
在
性
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
こ
の
議
論
に
加
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
は
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
実
在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
と
い
う
舞
台
か
ら
は
身
を
引
き
、
そ
れ
と
一
線
を

画
し
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
実
在
性
の
問
題
は
夢
と
覚
醒
の
区
別
の
問
題
に
差
し
戻
さ
れ
た
。

デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
自
己
は
単
に
思
考
主
観
で
は
な
く
、
感
情
や
意
欲
な
ど
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
あ

る
い
は
生
の
欲
動
と
し
て
、
主
観
と
客
観
と
が
未
分
化
の
心
的
生
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
彼
ら
に
と
っ
て
の
実
在
性
の
問
題
は
実
在
論
と
観
念
論
と
の
対
立
舞
台
の
外
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら

に
お
い
て
語
ら
れ
た
実
在
性
と
い
う
言
葉
に
は
、
物
質
性
、
主
観
へ
の
非
依
存
性
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、
新
た
な
意
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味
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
は
、
夢
の
虚
妄
に
対
す
る
現
実
の

真
実
性
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
物
体
の
世
界
（
表
象
と
し
て
の
世
界
）
の
本
質
は
、
ラ
テ
ン
語
の
モ
ノ
に
由
来
す
る

モ
ノ
性
と
し
て
の
実
在
性
か
ら
、
因
果
的
な
作
用
の
結
果
と
い
う
意
味
を
も
含
み
う
る
作
用
に
よ
る
現
実
性
に
求
め
ら

れ
、
そ
の
一
方
で
世
界
の
実
在
性
の
源
泉
は
意
志
に
求
め
ら
れ
た
。
次
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
心
的
生
が
意
志

の
束
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
世
界
の
一
方
の
原
理
が
欲
動
に
求
め
ら
れ
、
各
々
が
実
在
性

の
源
泉
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
実
在
性
は
意
志
的
な
作
用
性
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
生
の
欲
動
あ
る

い
は
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
に
お
い
て
、
客
観
の
主
観
に
対
す
る
独
立
性
は
生
の
〈
意
〉
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
〈
他
な
る
も

の
〉
と
し
て
出
現
し
、
し
か
も
そ
の
出
現
の
仕
方
は
生
の
生
動
的
な
〈
意
志
〉
に
作
用
す
る
抵
抗
経
験
に
求
め
ら
れ
た
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
作
用
す
る
モ
ノ
が
実
在
的
な
モ
ノ
で
あ
る
。

　

し
か
も
こ
こ
で
、
作
用
の
第
一
次
的
な
源
泉
が
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
中
で
隠
さ
れ
る
と
き
、
モ
ノ
は
単
な
る
眼
前
に

在
る
モ
ノ
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
眼
前
に
在
る
モ
ノ
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
、
伝
統
的
な
用
語
を
使
っ
て
モ
ノ

の
本
質
存
在
（essentia

        
）
に
対
す
る
現
実
存
在
（existentia
          
）
と
し
て
表
記
す
る
な
ら
、
現
実
存
在
と
い
う
語
も
ま

た
モ
ノ
の
存
在
性
と
し
て
の
実
在
性
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
現
実
存
在

と
い
う
伝
統
的
な
語
を
使
っ
て
実
在
性
を
意
味
さ
せ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
本
質
存
在
か
ら
区
分
さ
れ
た
現
実
存

在
を
眼
前
性
と
い
う
語
で
表
示
し 
、
こ
の
眼
前
性
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
実
在
性
の
問
題
を
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
錯
綜
し
た
実
在
性
概
念
の
意
味
の
中
で
も
と
く
に
作
用
性
と
い
う
意
味
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
実
在
性
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
実
在
性
の
問
題
と
は
第
一
次
的

な
〈
作
用
の
源
泉
〉
す
な
わ
ち
〈
実
在
性
の
源
泉
〉
が
個
々
の
事
物
や
人
物
の
中
に
自
ら
を
隠
す
が
ゆ
え
に
生
じ
る
問

（　

）
９２



い
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
モ
ノ
に
直
面
し
て
モ
ノ
は
実
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
隠
さ
れ
た
源
泉
か

ら
生
じ
、
か
つ
そ
の
隠
さ
れ
た
源
泉
を
尋
ね
求
め
る
問
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
〈
実
在
性
の
源

泉
〉
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
自
己
と
個
々
の
事
物
や
人
物
と
の
対
峙
が
生
じ
て
く
る
地
盤
に
あ
り
、
シ
ェ
ー

ラ
ー
で
は
世
界
創
造
の
一
方
の
原
理
に
あ
り
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
超
越
に
お
け
る
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在
体

制
そ
の
も
の
を
可
能
に
し
て
い
る
生
起
に
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
用
性
と
し
て
の
実
在
性
は
、
一
定
の
様
態
存
在
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
理
解

さ
れ
た
存
在
」
と
し
て
の
世
界
で
は
な
く
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
そ
う
し
た
諸
存
在
と
は
区
別
さ
れ
、
な
お

か
つ
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
存
在
一
般
」
が
現
存
在
の
存
在
理
解

に
基
づ
い
た
諸
存
在
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
用
の
第
一
次
的
意
味
で
の
実
在
性
は
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
実
在
性
の
源
泉
と
い
う
地
点
か
ら
見
る
と
き
、
存
在
一
般
へ
の
問
い
と
実
在
性
へ
の
問
い

は
、
一
方
の
問
い
が
他
方
の
問
い
に
吸
収
・
包
含
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
一
方
が
排
斥
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

い
ず
れ
の
問
い
も
そ
れ
固
有
の
仕
方
で
展
開
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
実
在
性
の
源
泉
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
一
般

の
意
味
へ
の
問
い
と
わ
れ
わ
れ
の
実
在
性
へ
の
問
い
が
、
各
々
固
有
な
問
い
と
し
て
分
岐
し
て
く
る
の
を
見
届
け
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
次
章
で
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
に
即
し
て
示
し
て
み
よ
う
。

実
在
性
へ
の
問
い
は
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
分
岐
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
方
向
を
目
指
し
て
展
開
し
う
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
上
で
わ
れ
わ
れ
は
次
々
章
に
お
い
て
、
本
章
で
顕
在
化
し
て
き
た
作
用
性
と
し
て
の
実
在
性
概
念
へ
、
と

り
わ
け
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
実
在
性
の
源
泉
へ
向
か
う
こ
と
に
し
よ
う
。
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注（
１
）　

Schopenhauer,SW
3,S.300

                
        .  

（
２
）　

H
eidegger,SZ

,S.201
 
            
       .  

（
３
）　

ibid.,S.314.
              
詳
細
は
本
書
第
四
章
「
実
在
性
と
存
在
一
般
」
で
扱
う
。

（
４
）　

ibid.,S.196,406,436

                      .  

（
５
）　

ibid.,§43

          .  

（
６
）　

ibid.,S.211f

             .  

（
７
）　

ibid.,S.6

          .  

（
８
）　

ibid.,S.147

            .  

（
９
）　

ibid.,S.212

            .  

（　

）　

Scheler,G
W
9,S.277f

          
 
         .  

１０
（　

）　

ibid.,S.185f

             .  

１１
（　

）　

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
「
現
実
存
在
」
と
い
う
用
語
は
「
実
在
性
」
と
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
実
在
的

１２
存
在
（
私
の
言
う
現
実
存
在
）」（Scheler,G

W
9,S.283.V

gl.S.285

          
 
           
         
）。
こ
の
よ
う
な
実
在
性
の
多
様
な
意
味
の
連
繋
に
つ

い
て
は
本
章
八
で
触
れ
る
。

（　

）　

do.,G
W
8,S.372

      
 
        .  

１３
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.201,211

 
            
            .  

１４
（　

）　

Scheler,G
W
8,S.363

          
 
        .  

１５
（　

）　

ibid.,S.281

            .  

１６
（　

）　

do.,G
W
9,S.209

      
 
        .  

１７

注



（　

）　

do.,G
W
8,S.360

      
 
        .  

１８
（　

）　

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
を
「
現
実
存
在
の
主
意
説
（die

voluntative
D
aseinstheorie

                 
             
）」
と
呼
ぶ
（Scheler,G

W
9,

          
 
   

１９
S.112,A

nm
.1

        
  
  
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
こ
の
呼
称
を
使
う
（H

eidegger,SZ
,S.210,A

nm
.1

 
            
          
  
  
）。

（　

）　
Scheler,G

W
9,S.276ff

          
 
          .  

２０
（　

）　

ibid.,S.270f

             .  

２１
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.187

 
            
       .  

２２
（　

）　

Scheler,G
W
9,S.321

          
 
        .  

２３
（　

）　

H
eidegger,G

A
26,S.196ff

 
           
 
           .  

２４
（　

）　

Scheler,G
W
8,S.281

          
 
        .  

２５
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.210,A
nm
.1

 
            
          
  
  .  

２６
（　

）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
二
七
年
に
公
刊
し
た
『
存
在
と
時
間
』
お
よ
び
一
九
二
七
年
夏
学
期
の
講
義
（
全
集
第
二
四
巻
）
の

２７
中
で
「
存
在
者
論
」
と
い
う
語
は
も
と
よ
り
「
形
而
上
学
」
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
味
で
ま
っ
た
く
語
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
一
九
二
七
・
二
八
年
冬
学
期
の
講
義
（
全
集
第
二
六
巻
）
の
中
で
語
ら
れ
た
存
在
者
論
お
よ
び
形
而
上
学
の

構
想
は
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
存
在
と
時
間
』
の
中
の
次
の
一
文
に
注
目
す
れ
ば
彼
の
道
筋
を
予
想
で
き
る

か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
構
造
一
般
と
そ
の
可
能
的
な
転
化
態
と
の
具
体
的
な
仕
上
げ
は
、
可
能
的
な
内
世
界
的

存
在
者
の
存
在
論
が
存
在
一
般
の
理
念
の
解
明
に
十
分
確
固
と
し
て
定
位
し
て
い
る
場
合
に
の
み
着
手
可
能
と
な
る....

    
」

（H
eidegger,SZ

,S.366

 
            
       
）。
こ
こ
で
、「
存
在
一
般
の
理
念
」
の
「
解
明
」
を
基
礎
存
在
論
に
お
け
る
解
明
と
し
て
理
解
し
、

そ
の
一
方
で
「
可
能
的
な
内
世
界
的
存
在
者
の
存
在
論

機

機

機

機

機

機

機

」
を
ま
さ
し
く
存
在
者
論

機

機

機

機

と
し
て
受
け
取
る
な
ら
、『
存
在
と
時
間
』

第
一
部
第
三
編
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
「
時
間
と
存
在
」
の
中
で
存
在
者
論
は
展
開
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
そ
の
具
体
化
が
、「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
ら
れ
て
い
る
一
九
二
九
年

第３章　「実在性の問題」について
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に
お
け
る
一
連
の
三
著
作
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
の
中
で
試

み
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
実
際
、
右
の
引
用
文
中
に
お
け
る
構
想
で
は
、
存
在
一
般
の
理
念
を
解
明

し
、
そ
れ
に
定
位
し
て
「
可
能
的
な
内
世
界
的
存
在
者
の
存
在
論
」
を
展
開
し
、
か
く
し
て
「
世
界
構
造
一
般
と
そ
の
可
能

的
な
転
化
態
の
具
体
的
な
仕
上
げ
」
を
す
る
、
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
の
「
世
界
構
造
一
般
と
そ
の
可
能
的

な
転
化
態
の
具
体
的
な
仕
上
げ
」
が
、『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
第
二
節
「
超
越
」
に
お
け
る
「
世
界
構
造
と
現
存
在
へ
の

そ
の
連
繋
」
の
解
明
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
詳
し
く
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

Yam
am
oto,I.,1985

   
  
            
）。

　
　
　

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
右
に
見
る
よ
う
に
「
可
能
的
な
内
世
界
的
存
在
者
の
存
在
論
」
の
展
開
を
予
定
は
し
た

が
、
そ
の
当
初
か
ら
存
在
者
論
と
し
て
、
ま
た
形
而
上
学
と
し
て
構
想
し
て
い
た
と
は
即
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ

の
構
想
を
『
存
在
と
時
間
』
執
筆
当
初
に
抱
い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
存
在
と
時
間
』
第
二
章
「
存
在
の
問
い
の
仕
上
げ

の
二
重
の
課
題
」
の
な
か
で
明
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
形
而

上
学
の
構
想
は
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
以
降
、
し
か
も
「
形
而
上
学
」
が
積
極
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
一
連
の
三
著
作

以
前
（
こ
れ
ら
が
講
演
等
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
一
九
二
八
年
以
前
）
に
練
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
一
九
二
七
年
末
に
ケ
ル
ン
で
も
た
れ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
対
話
を
基
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
形
而
上
学
を
構
想
す

る
に
い
た
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
交
流
に
つ
い
て
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
全
集
第
九
巻
の
編
者
フ
リ
ン
ク
ス
（M

anfred
S.F
rings

 
          
     
）
は
、
編
者
後
記
で
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
す
で
に
一
九
六
四
年
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
編
者
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
と
く
に
、

現
存
在
、
時
間
性
、
そ
し
て
死
と
い
う
問
題
系
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
ま
た
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
伝
え
て
い
る

よ
う
に
、
ケ
ル
ン
で
の
一
九
二
七
・
二
八
年
の
冬
学
期
に
二
人
の
哲
学
者
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
形
而
上
学
、
現

象
学
へ
の
彼
の
見
解
、
こ
れ
ら
と
の
関
係
で
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
設
定
を
究
明
し
た
」（Scheler,G

W
9,S.362

          
 
        
）。

注



（　

）　

H
eidegger,G

A
26,S.279

 
           
 
         .  

２８
（　

）　

do.,W
G
,S.54

      
 
      .  

２９
（　

）　
ibid.,S.20

           .  

３０
（　

）　
ibid.,S.45

           .  

３１
（　

）　

do.,K
P
,S.208

      
 
       .  

３２
（　

）　

do.,W
M
,S.41

      
 
      .  

３３
（　

）　

do.,W
G
,S.45

      
 
      .  

３４
（　

）　

ibid.,S.39;G
A
26,S.249ff

              
 
           .  

３５
（　

）　

do.,W
G
,S.36;G

A
26,S.222

      
 
         
 
         .  

３６
（　

）　

do.,G
A
26,S.282

      
 
         .  

３７
（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.96,V
gl.S.102

 
         
           
         .  

３８
（　

）　
「
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
（W
illensim

puls

 
        
    
）」。「
イ
ン
パ
ル
ス
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
注
（　

）
を
参
照
。

３９

４２

（　

）　
「
抵
抗
経
験
（W
iderstandserfahrung

 
                   
）」。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
経
験
主
義
（E

m
pirism

us

 
 
      
  
）
と
思
弁
と
に
反
対
し
て
自
ら

４０
の
哲
学
を
「
経
験
と
現
実
の
哲
学
」（G

S18,S.19

 
         3  
―201

 
  
）
と
い
う
具
合
に
語
る
さ
い
に
も
「
経
験
」
と
い
う
概
念
を
使
っ

て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
経
験
」
は
、
本
章
五
お
よ
び
第
五
章
三
で
詳
述
す
る
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
出
発
点
と
な
る
「
意

識
の
事
実
」
に
即
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
意
識
の
事
実
が
経
験
さ
れ
て
い
る
事
柄
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
気
づ
く
こ
と
﹇
覚
知
す
る
こ
と
﹈

と
与
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
、
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
一
致
し
た
概
念
で
あ
る
」

（ibid.,S.193

            
）。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
こ
の
よ
う
な
経
験
概
念
と
体
験
（E

rlebnis

 
       
）
概
念
が
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
体
験
は
、
意
識
内
容
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
表
象
的
・
感
受
的
・
意
志
的
な
生
の
経
験
を
意
味
す
る
。
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以
上
、
こ
の
時
期
の
経
験
概
念
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。L

essing,1984,S.191f

 
                    .  

　
　
　

そ
し
て
、
こ
の
時
期
以
降
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
に
お
い
て
語
ら
れ
る
「
体
験
・
表
現
・
理
解
」
の
体
験
概
念
は
、
心

的
生
に
お
け
る
意
識
の
事
実
の
体
験
か
ら
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
・
歴
史
的
作
用
連
関
の
体
験
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
が
、
本

書
で
は
抵
抗
経
験
が
語
ら
れ
て
い
る
時
期
に
限
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
文
学
・
哲
学
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ

イ
に
お
け
る
体
験
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Sauerland,1972.

 
               　

と
く
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
体
験
概
念

に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
三
三
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
体
験
の
統
一
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。L

odi,2003,S.107ff.

 
                   　

そ

し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
体
験
概
念
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。B

ollnow
,1985,S.44f.

 
      
              　

本
書
で
は
以
上
の
広
範
囲

な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.102

 
         
         .  

４１
（　

）　

ibid.,S.131

            .  

４２
（　

）　

ibid.,S.103

            .  

４３
（　

）　

do.,G
S19,S.175

      
          .  

４４
（　

）　

Scheler,G
W
8,S.366,V

gl.G
W
9,S.211

          
 
           
     
 
        .  

４５
（　

）　

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
つ
い
て
ボ
ル
ノ
ー
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

４６
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
は
本
質
的
な
事
柄
を
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
景
と
な
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
定
式
に
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
基
本
的
に
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
を
先
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（B

ollnow
,1955,S.55,A

nm
.1.

 
      
               
  
    

ボ
ル
ノ
ー
、
一
九
七
七
年
、
一
一
三
頁
、
注
）。
本
章
で
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
具
体
的
な
批
判
と
し
て

抵
抗
経
験
に
お
け
る
感
覚
の
介
在
を
挙
げ
る
と
共
に
、
感
覚
の
介
在
の
有
無
の
重
要
性
に
こ
そ
着
眼
す
る
の
が
本
書
の
方
向

性
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
書
の
第
五
章
を
参
照
。

（　

）　

K
ant,K

drV
,S.182

 
      
   
       .  

４７

注



（　

）　

V
gl.H

eidegger,G
A
26,S.45f;G

A
9,S.

 
     
           
 
            
 
     451

   .  

４８
（　

）　

第
五
章
で
詳
述
す
る
。

４９
（　

）　
D
ilthey,G

S5,S.91f
 
         
         .  

５０
（　

）　
do.,G

S19,S.177
      
          .  

５１
（　

）　

Scheler,G
W
8,S.370;G

W
9,S.212ff

          
 
           
 
          .  

５２
（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.114

 
         
         .  

５３
（　

）　

ibid.,S.114

            .  

５４
（　

）　

Scheler,G
W
9,S.236

          
 
        .  

５５
（　

）　

ibid.,S.215
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