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第
四
章　

実
在
性
と
存
在
一
般

　

前
章
で
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
つ
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
三
者
の
議
論
を
整
理

し
な
が
ら
、
日
常
の
〈
基
〉
に
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
実
在
性
へ
の
問
い

機

機

機

機

機

機

機

が
生
じ
て
く
る
〈
実
在
性
の
源
泉
〉
を
目
指
し
た
。

そ
れ
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
提
示
し
た
実
在
性
の
問
題
を
批
判
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
自
ら
の
枠
組
み

の
中
に
そ
の
問
題
を
包
含
し
な
が
ら
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、〈
実
在
性
の
源
泉
〉

か
ら
み
た
と
き
、
二
つ
の
問
い
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
々
固
有
な
仕
方
で
展
開
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
実
在
性
の
問
い
の
側
か
ら
実
在
性
の
も
う
一
つ
の
問
い
（
普
遍
の
実
在
性
の
問
題
）
を
発
端

に
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
を
批
判
的
に
吟
味
し
な
が
ら
そ
れ
を
見
届
け
よ
う 
。

一　

実
在
性
の
も
う
一
つ
の
問
い

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
を
立
て
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
か
つ
存
在
一
般
が
「
一
般
」
と
し

（
１
）



て
一
般
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
問
う
て
み
よ
う
。
存

在
一
般
は
実
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
名
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
と
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
奇
妙
な
問
い
か
も
し
れ

な
い
。
と
い
う
の
は
、
普
遍
の
実
在
性
に
関
す
る
問
い
は
、
通
例
、
普
遍
と
個
物
と
の
間
で
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
存
在
一
般
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
に
対
し
て
語
ら
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
し
か
も
存
在
が
普
遍
の
中
で
最
も
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、〈
存
在
一
般
〉
と
〈
も
ろ
も
ろ
の

存
在
〉
と
の
関
係
は
普
遍
と
個
物
と
の
関
係
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
奇
妙
な
こ
と
に
〈
普
遍
一
般
〉
と

〈
個
々
の
普
遍
〉
と
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
奇
妙
さ
は
、
し
た
が
っ
て
、
存
在
一
般
と
い
う
言
い
回
し

自
体
に
も
現
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
存
在
一
般
は
現
存
在
の
投
企
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ 
、
し
た
が
っ
て
存
在
は
現
存
在
の
存
在

理
解
に
依
存
し
て
い
る 
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
存
在
一
般
は
そ
れ
自
体
で
実
在
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
が
単
な
る
名
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
次
の
よ
う
な
言
い
回
し
が
あ
る
。「
存
在
と
存

在
構
造 
」、「
存
在
と
そ
の
諸
性
格
や
諸
様
態 
」。
あ
る
い
は
、「
存
在
の
諸
規
定
と
存
在
そ
れ
自
身 
」。
こ
こ
で
言
わ
れ

て
い
る
「
存
在
構
造
」
や
「
諸
性
格
や
諸
様
態
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
存
在
」
お
よ
び
「
存
在
そ
れ
自
身
」
は
単
な
る

名
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
問
い
方
自
体
が
こ
こ
で
は
不
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
問
題
と
な
る
の
は
、「
存
在
そ
れ
自
身
」
と
「
そ
の
諸
性
格
や
諸
様
態
」
と
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
ら
と
「
存
在
一
般
」
と
い
う
用
語
と
の
連
関
で
あ
る 
。

　

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
次
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）
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ａ　
「
存
在
一
般
と
存
在
者
と
の
区
別 
」 

 

　
　
（U

nterschied
von
Sein

überhaupt
und
S

 
                                   eiendem

       

）

　

こ
の
表
現
か
ら
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
、
存
在
者
へ
の
問
い
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
先
の
表
現
を

使
え
ば
、「
存
在
の
諸
規
定
と
存
在
そ
れ
自
身
」
へ
の
問
い
、
つ
ま
り
「
存
在
そ
れ
自
身
」
と
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た

「
存
在
の
諸
様
態
」
や
「
諸
性
格
」
と
を
共
に
含
ん
だ
問
い
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
一
般
と
い
う
こ
と
で
問
い
求
め
て
い
る
の
は
、
存
在
の
諸
様
態
か
ら
区
別
さ
れ
た
か
ぎ
り

で
の
存
在
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
存
在
そ
れ
自
身
と
共
に
存
在
の
諸
様
態
や
諸
性
格
等
を
包
摂
し
た
存
在
一

般
で
あ
る 
。
そ
こ
で
、
次
の
文
に
注
目
し
た
い
。

ｂ　
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
は
何
か
と
い
う
『
第
一
哲
学
』
の
問
い
は
、
存
在
と
し
て
の
存
在
は
何
か
と
い

う
問
い
を
経
由
し
て
さ
ら
に
、
い
っ
そ
う
根
源
的
な
問
い
へ
追
い
立
て
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
と
い
っ

機

機

機

機

機

た
よ
う
な
も
の

機

機

機

機

機

機

、
し
か
も
そ
の
う
ち
に
も
ろ
も
ろ
の
分
肢
と
連
携
を
き
わ
め
て
豊
か
に
包
含
し
た
存
在
一
般

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

機

機

機

機

機

機

は機

、
ど
こ
か
ら
把
握
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機 
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こ
の
引
用
文
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
注
意
す
べ
き
は
、「
一
般
（überhaupt

         
）」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
点
で

（
８
）

（
９
）

（　

）
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あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
般
を
「
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
（dergleichen

w
ie
Sein

             
       

）」
に
か
け
て
「
存
在
と

い
っ
た
よ
う
な
も
の
一
般
」
と
読
む
か
、
そ
れ
と
も
「
把
握
す
る
（begreifen

         

）」
に
か
け
て
「
存
在
と
い
っ
た
よ
う

な
も
の
を
一
般
に
（
そ
も
そ
も
）
把
握
す
る
」
と
読
む
か
、
で
あ
る
。
右
の
訳
で
は
前
者
の
読
み
方
を
採
用
し
、「
存

在
一
般
」
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
引
用
文
の
直
後
に
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
表
現
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
注
目
し
た
い 
。

ｃ　
「
存
在
一
般
を
把
握
す
る
可
能
性
へ
の
問
い
」 

 

　
　
（F

rage
nach

der
M
öglichkeit

des
B
egre

 
               
                
    ifens

von
Sein

überhaupt

                        
） 

 

ｄ　
「
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
把
握
す
る
可
能
性
」 

 

　
　
（M

öglichkeit
des
B
egreifens

von
so
et

 
                
                   w

as
w
ie
Sein

 
    
       

）

ｅ　
「
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
人
間
と
し
て
す
で
に
不
断
に
理
解
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
把
握
す
る
可
能
性
が
む

し
ろ
問
わ
れ
る
」

（G
efragt

w
ird
vielm

ehr
nach

der
M
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    chkeit
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B
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M
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und
ständig

verstehen.

                            
）

ｆ　
「
存
在
一
般
の
理
解
の
本
質
へ
の
問
い
」 

 

　
　
（F

rage
nach

dem
W
esen

des
V
erstehens

 
             
  
          
          von

Sein
überhaupt

                  
）

以
上
の
言
い
回
し
か
ら
言
え
る
の
は
、
ま
ず
、
ｂ
と
ｄ
の
「
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
（so

etw
as
w
ie
Sein

      
    
       

）」

（　

）
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と
い
う
言
い
回
し
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、
ｅ
の
「
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
人
間
と
し
て
す
で
に
不
断
に

理
解
し
て
い
る
も
の
」、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
存
在
理
解
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
伝
統
的
な
現
実
存
在
と
本

質
存
在
の
区
分
そ
し
て
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
が
明
示
的
に
な
さ
れ
て
い
な
い
平
均
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
ｂ
の
「
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
、
し
か
も
そ
の
う
ち
に
も
ろ
も
ろ
の
分
肢
と
連
携
を
極
め
て
豊
か
に
包
含

し
た
」
と
い
う
表
現
の
内
に
含
意
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
「
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
も

の
」
が
ｃ
お
よ
び
ｆ
で
「
存
在
一
般
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
、
ｂ
に
お
い
て
問
い
が
三
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
、「
第
一
哲
学
」

に
お
け
る
問
い
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
へ
の
問
い
」。
そ
し
て
、「
存
在
と
し
て
の
存
在
へ
の
問
い
」。
さ
ら
に
、

「
存
在
一
般
を
ど
こ
か
ら
把
握
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
。
こ
れ
ら
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
理
解
で
き
よ
う
。
第
一
の

問
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
現
れ
た
「
第
一
哲
学
」
に
お
け
るojn

ĥ/o[n

 
            
（
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
）
の
問
い
、

つ
ま
り
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
規
定
し
て
い
る
実
体
へ
の
問
い
で
あ
り
、
第
二
の
問
い
は
、
第
一
の
問
い
の
よ
う
に

存
在
者
の
側
か
ら
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
の
存
在
へ
の
問
い
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
引
用
文
ｂ
の
直
前

で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
各
々
の
存
在
者
に
即
し
て
、
本
質
存
在
と
現
実
存
在
、essentia

 
        
とexistentia

 
         
、
可
能
態
と

現
実
態
、
等
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
存
在
」
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
同
じ
で
な
い
な
ら
、
存
在
が
本

質
存
在
と
現
実
存
在
へ
分
岐
（spalten

       

）
す
る
と
い
う
事
態
は
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か 
」。
そ
し
て
こ
れ
が
存
在
と

し
て
の
存
在
へ
の
問
い
に
な
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
の
問
い
は
、
存
在
を
存
在
者

か
ら
で
は
な
い
機

機

仕
方
で
、
す
な
わ
ち
存
在
と
し
て
規
定
す
る
問
い
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
三
の
問
い
と
し
て
具
体
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
の
問
い
が
「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
」
で
あ
り
、
存
在
を
存
在
と
し
て
規
定
し

（　

）
１２



て
い
る
も
の
（
意
味
）
へ
の
問
い
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
存
在
一
般
と
は
、「
も
ろ
も
ろ
の
分
肢
と
連
携
を
き
わ
め
て
豊
か
に
包
含
し
た
存
在
一
般
」
で

あ
り
、
な
お
か
つ
、
諸
様
態
へ
「
分
岐
」
し
う
る
存
在
の
こ
と
を
言
う
。
す
な
わ
ち
、
先
に
言
わ
れ
た
「
存
在
と
そ
の

諸
性
格
や
諸
様
態
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
存
在
一
般
は
、
は
た
し
て
〈
実
在
〉
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
問
い
方
を
変
え
て
、
次
の
よ
う
に
問
う
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
存
在
一
般
は
、
事
柄
と
し
て

自
ら
を
示
し
て
現
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
よ
う
な
事
柄
で
は
な
く
、
単

な
る
名
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
い
か
な
る
問
う
こ
と
も
求
め
る
こ
と
で
あ
る 
」
と
言
う
の
で

あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
存
在
一
般
は
事
柄
と
し
て
そ
も
そ
も
希
求
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
名
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
問
い
方
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
も
、
そ
れ
ら
の
問
い
に
先
立
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
存
在
一
般
を
事
柄
と
し
て

希
求
す
る
こ
と
は
出
発
点
か
ら
し
て
自
己
矛
盾
に
陥
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
存
在
一
般
の
意
味
を
問
う
こ
と
、
こ

の
出
発
点
に
な
っ
た
の
は
現
存
在
の
準
備
的
な
分
析
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
存
在
一
般
が
依
存
し
て
い
る
当
の
現
存

在
の
存
在
を
、
事
物
と
は
区
分
し
て
、
関
心
と
し
て
構
造
分
析
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
現
存
在
と
事
物
と

は
在
り
方
が
全
く
異
な
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
の
存
在
を
実
存
（E

xi

 
  -  

stenz

     
）
と
名
付
け
、
現
存
在
以
外
の
存
在
者
の
存
在
を
一
般
に
実
在
性
（R

ealität

 
       
）
と
名
付
け
て
、「
実
存
と
実
在

性
と
の
、
第
一
の
存
在
論
的
区
分
」
を
強
調
す
る 
。
し
か
も
現
存
在
の
存
在
を
表
す
実
存
と
、
そ
れ
以
外
の
事
物
の
存

在
を
表
す
実
在
性
は
、
や
は
り
存
在
で
あ
る
以
上
、
存
在
一
般
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ま
っ
た

く
在
り
方
を
異
に
す
る
実
存
と
実
在
性
が
ど
う
し
て
一
般
化
さ
れ
て
存
在
一
般
の
下
に
包
摂
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（　

）
１３

（　

）
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か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
存
在
の
存
在
と
他
の
存
在
者
の
存
在
と
の
区
分
、
そ
し
て
存
在

一
般
の
希
求
、
こ
の
相
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
方
向
性
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
調
停
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
結
局
は
先
の
二
者
択
一
的
な
問
い
に
差
し
戻
さ
れ
、
存
在
一
般
は
単
な
る
名
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
、
実
在
性
へ
の
問
い
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二　

諸
存
在
の
統
一
性

　

も
ろ
も
ろ
の
存
在
に
対
し
て
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
存
在
一
般
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
存
在
一
般
の

下
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
、
統
一
性
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う 
。
そ
う
で
あ
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
一
般
の
意
味
を
問
う

さ
い
に
も
、
そ
こ
に
は
諸
存
在
の
統
一
性
へ
の
問
い
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
さ
い
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
古

代
の
存
在
論
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
文
面
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
い
か
な
る
存
在
者
に
も
在
り
方
が
あ
る
。
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
の
在
り
方
は
、
古
代
の
存
在
論
が
考
え
て

い
た
よ
う
に
、
そ
し
て
根
本
で
は
そ
れ
以
降
の
時
代
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
主
張
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、

す
べ
て
の
存
在
者
に
お
い
て
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
個
々
の
在
り
方
は
互
い
に
異
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
根
本
的
な
在
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
在
り
方
の
多
様
性
は
ど
の
よ
う
に

可
能
と
な
り
、
ど
の
よ
う
に
存
在
一
般
の
意
味
か
ら
理
解
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
在
り
方
が
多
様
で
あ
る

（　

）
１５



に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
一
般
の
統
一
的
概
念

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
は
、
存
在
の
可
能
的
諸
様
態
化
と
存
在
の
多
様
性
の
統
一

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

と
の
問
題
（das

P
roblem

     
      
 d
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m
öglich

en
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d
es
S
ein
s
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n
d
d
er
E
in
h
eit
sein
er
V
ielfä

ltigkei

 
 
  
    
  
 
        
    
     
       t  
）
に
総
括
さ
れ
う
る 
」。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
で
挙
げ
て
い
る
「
存
在
の
可
能
的
諸
様
態
化
」
と
「
存
在
の
多
様
性
の
統
一
」
と
の
問
題
は
、
先

に
挙
げ
た
言
い
方
を
使
え
ば
、「
存
在
一
般
」
に
お
け
る
存
在
の
「
分
岐
」
な
い
し
は
「
区
分
」
と
「
一
般
化
」
と
の

問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
彼
は
こ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
二
つ
の
選
択
肢
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
存

在
者
の
在
り
方
は
す
べ
て
の
存
在
者
に
お
い
て
同
じ
性
格
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
同
じ
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
異

な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
古
代
の
存
在
論
お
よ
び
今
日
ま
で
歩
ん
で
き
た
道
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
し

て
は
後
者
の
選
択
肢
を
選
ん
で
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
古
代
の
存
在
論
と
は
別
の
仕
方
で
諸
存
在
の
分
岐

と
統
一
性
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
い
く
ら
か
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
を
振
り
返
っ
て

お
こ
う
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
存
在
は
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
る 
」
と
見
な
す
と
共
に
、
そ
の
統
一
性
を
次
の
よ
う
に
説
明

し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
こ
の
万
年
筆
に
関
し
て
言
え
ば
、
重
さ
が
在
る
（
量
存
在
）、
色
が
在
る
（
性
質
存
在
）、

さ
ら
に
万
年
筆
と
は
何
で
在
る
か
と
い
う
そ
の
何
に
当
た
る
も
の
が
在
る
（
何
性
あ
る
い
は
本
質
存
在
）、
等
々
。
そ

し
て
さ
ま
ざ
ま
に
「
存
在
す
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
あ
る
一
つ
の
原
理
、
す
な
わ
ち
存
在
者
を
存
在
者
と
し

て
規
定
し
て
い
る
原
理
、「
存
在
す
る
か
ぎ
り
で
の
も
ろ
も
ろ
の
存
在
す
る
も
の
の
原
理 
」、
要
す
る
に
「
存
在
者
と
し

て
の
存
在
者
」、
第
一
義
的
な
存
在
と
し
て
の
「
実
体
」
へ
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る 
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
も
の
は
そ
れ

（　

）
１６

（　

）
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）
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自
ら
が
実
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
…
…
、
ま
た
あ
る
も
の
は
実
体
の
性
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に 
」、「
存
在
す
る
」
と
い
う

同
じ
言
葉
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
諸
存
在
は
実
体
へ
の
関
係
に
お
い
て
統
一
性
を
保
持
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
諸
存
在
の
統
一
性
を
存
在
一
般
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
ま

と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
存
在
一
般
の
下
に
は
実
体
を
も
含
め
た
諸
存
在
が
包
摂
さ
れ
、
し
か
も

第
一
義
的
な
存
在
と
し
て
の
実
体
が
諸
存
在
の
統
一
性
の 
要 
と
し
て
他
の
存
在
と
基
本
的
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
な
め

　

こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
古
代
の
道
と
別
の
道
を
歩
む
。
ま
ず
、
多
様
な
存
在
は
そ
れ
ら
の
意
味

が
時
間
性
格
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
諸
存
在
の
統
一
性
を
求
め
よ
う
と
し
た
。「
時
間
か
ら
し
て
、
存
在
と
そ
の
諸
性

格
お
よ
び
諸
様
態
の
意
味
が
根
源
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
存
在
の
時
間
性
格
（T

em
porali

 
  
      -  

tät

   
）」
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る 
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
比
べ
れ
ば
、
時
間
と
実
体
と
の
相
違
が
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
一

つ
の
原
理
へ
の
関
係
性
に
統
一
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
じ
方
向
性
に

あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
統
一
性
へ
の
志
向
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
こ
の
万
年
筆
で

あ
れ
こ
の
人
間
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
存
在
者
の
在
り
方
は
同
じ
性
格
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
体
を

要
と
し
た
諸
存
在
の
統
一
性
は
い
か
な
る
存
在
者
に
関
し
て
も
等
し
く
妥
当
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
存
在
者
で
あ
れ
任
意
の
存
在
者
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
諸
存
在
の
統
一
性
が
眼
目
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、
人
間
と
そ
れ
以
外
の
事
物
が
第
一
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
の

存
在
で
あ
る
実
存
と
事
物
の
存
在
を
表
す
実
在
性
と
の
統
一
性
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
か

く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
古
代
の
存
在
論
と
は
ま
っ
た
く
別
な
仕
方
で
「
存
在
一
般
の
統
一
的
概
念
」
を
形
成
し
な
け

（　

）
２０

（　

）
２１



れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
従
来
に
お
い
て
は
、
存
在
一
般
に
包
摂
さ
れ
る
諸
存
在
の
中
で
実
体
が
優
位
を
持
ち
、

し
か
も
人
間
も
事
物
も
等
し
並
に
モ
ノ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
被
造
的
存
在
者
の
存
在
は
実
在

性
（
モ
ノ
性
）
と
し
て
表
記
さ
れ
、
か
く
し
て
「
存
在
一
般
は
実
在
性
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た 
」。
こ
れ

に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
従
来
の
存
在
論
に
反
対
し
て
、
人
間
の
存
在
で
あ
る
実
存
と
そ
れ
以
外
の
存
在
と
し
て
の

実
在
性
と
を
第
一
に
区
分
す
る
が
ゆ
え
に
、
時
間
か
ら
す
る
諸
存
在
の
意
味
規
定
を
求
め
な
が
ら
存
在
一
般
の
新
た
な

統
一
的
概
念
を
形
成
す
る
と
共
に
、「
実
存
と
実
在
性
と
の
間
の
区
分
を
、
こ
の
﹇
存
在
一
般
の
理
念
の
﹈
地
平
の
内

で
遂
行 
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
実
存
と
実
在
性
の
区
分
が
第
一

の
も
の
と
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
ま
ず
存
在
一
般
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
一
の
区
分
の
ゆ
え
に
、

か
え
っ
て
、
存
在
の
統
一
性
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
存
が
実
在
性
に
対
し
て
峻
烈

に
区
分
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
し
た
が
っ
て
双
方
の
在
り
方
が
異
質
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
双
方
の
統
一
性
は
不
可

能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
に
せ
よ
事
物
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
「
存
在
す
る
」

と
区
分
な
し
に
無
差
別
的
に
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
差
別
性
は
存
在
理
解
が
先
存
在
論
的
で
概
念
的
に
分

析
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
無
差
別
性
で
あ
り
、
存
在
一
般
が
自
ら
を
示
し
て
現
れ
て
く
る
事
象
と
し
て
〈
実
在
〉
し
て

い
る
こ
と
の
証
左
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
も
し
そ
れ
が
可
能
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
論
的

に
概
念
化
さ
れ
た
「
存
在
一
般
の
統
一
的
概
念 
」、「
存
在
一
般
の
概
念
の
統
一
性 
」
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
存

在
一
般
は
単
な
る
名
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
が
公
刊
さ
れ
た

一
九
二
七
年
夏
学
期
の
講
義
の
中
で
、
実
存
と
実
在
性
の
区
分
の
ゆ
え
に
概
念
的
な
統
一
性
に
す
ら
疑
問
を
投
げ
か
け

（　

）
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て
い
る
の
で
あ
る
。

「
在
り
方
一
般
の
徹
底
的
な
こ
の
区
分
に
さ
い
し
て
、
こ
の
異
な
っ
た
在
り
方
﹇
人
間
の
存
在
（
実
存
）
と
他
の

事
物
の
存
在
（
実
在
性
）﹈
を
存
在
の
仕
方
と
し
て
表
示
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
そ
う
し
た
存
在
の
統
一
的

機

機

機

機

機

機

な
概
念

機

機

機

は
、
な
お
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か 
」。

し
か
も
、
一
九
二
七
年
の
こ
の
問
い
を
境
に
し
て
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
は
背
後
に
退
き
、
伝
統
的
な
区
分
、
現
実

存
在
と
本
質
存
在
と
の
区
分
が
存
在
の
根
本
分
節
と
し
て
前
面
に
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

三　

実
存
と
実
在
性

　
『
存
在
と
時
間
』
に
定
位
す
る
か
ぎ
り
、
存
在
に
関
す
る
第
一
の
区
分
は
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
で
あ
っ
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
存
在
一
般
の
下
に
は
、
ま
ず
、
実
存
と
実
在
性
と
が
包
摂
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
存
在
と
時
間
』

公
刊
か
ら
二
年
後
の
一
九
二
九
年
の
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
中
で
は
、
存
在
一
般
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
が
、

ご
く
形
式
的
に
次
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

「
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
（W

as-
und
W
iesein

 
         
      

）、
或
る
も
の
（E

tw
as

 
  
  
）、
無
、
そ
し
て
無
い
を
具
備
し
た
状

（　

）
２６



態
（N

ichtigkei

 
         t   
）」。

こ
の
列
挙
を
見
る
か
ぎ
り
、
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
は
現
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
と
同
年
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の

問
題
』
に
お
い
て
も
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
は
背
後
に
退
き
、
む
し
ろ
「
何
で
在
る
か
」
と
「
現
実
に
在
る
（D

aß
-

 
  
 

sein

    

）」
と
の
区
分
、
つ
ま
り
本
質
存
在
と
現
実
存
在
と
の
区
分
が
前
面
に
出
て
い
る 
。

　

こ
の
傾
向
は
す
で
に
、
先
の
問
い
が
提
示
さ
れ
た
一
九
二
七
年
夏
学
期
の
講
義
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

本
質
存
在
と
現
実
存
在
は
存
在
の
根
本
分
節
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
後
者
の
現
実
存
在
は
、
あ
る
一
つ
の
在
り
方

と
さ
れ
て
い
る 
。
し
た
が
っ
て
右
の
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
で
述
べ
ら
れ
た
定
式
「
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
」

に
当
て
は
め
れ
ば
、
本
質
存
在
は
「
何
で
在
る
か
」
に
な
り
、
そ
し
て
現
実
存
在
は
「
い
か
に
在
る
か
」
の
中
の
一
つ

の
在
り
方
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
人
間
の
存
在
と
し
て
の
実
存
、
さ
ら
に
は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
分
析
さ
れ
た
道

具
の
存
在
と
し
て
手
許
性
や
眼
前
性
も
ま
た
、
一
つ
の
在
り
方
と
し
て
「
い
か
に
在
る
か
」
の
中
に
包
括
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
実
存
す
る
こ
と
、
眼
前
に
在
る
こ
と
、
手
許
に
在
る
こ
と
、
他
者
が
共
に
現
に
在
る
こ
と
」

も
ま
た
「
在
り
方
」
で
あ
る 
。

　

こ
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に
は
、
実
存
と
実
在
性
と
の
第
一
の
存
在
論
的
区
分
は
「
い
か
に
在
る

か
」
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、「
い
か
に
在
る
か
」
の
一
つ
と
し
て
の
現
実
存
在

と
「
何
で
在
る
か
」
と
し
て
の
本
質
存
在
が
存
在
の
根
本
分
節
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
双
方

を
区
分
す
る
こ
と
が
眼
目
で
は
な
く
、「
何
で
在
る
か
と
在
り
方
と
の
必
然
的
な
連
関
、
そ
し
て
双
方
が
そ
の
統
一
性

に
お
い
て
存
在
一
般
の
理
念
に
帰
属
す
る
こ
と 
」
が
問
題
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
公
刊
さ
れ
た
『
存
在
と
時
間
』
に
お
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い
て
は
人
間
の
存
在
を
事
物
の
存
在
に
対
し
て
境
界
づ
け
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
直
後
に
は
、

そ
う
し
た
区
分
か
ら
多
様
な
存
在
の
統
一
性
、
そ
し
て
ま
た
本
質
存
在
と
現
実
存
在
と
の
統
一
性
へ
と
視
線
が
移
っ
て

い
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
七
年
の
夏
学
期
の
講
義
が
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
三
編
「
時
間

と
存
在
」
の
新
た
な
仕
上
げ
と
し
て
企
図
さ
れ
て
い
た 
と
い
う
点
か
ら
、
一
応
は
理
解
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
時

間
と
存
在
」
に
は
存
在
の
時
間
性
格
の
問
題
、
つ
ま
り
時
間
か
ら
す
る
存
在
の
意
味
的
統
一
性
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

 　

し
か
し
な
が
ら
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
、「
こ
の
﹇
存
在
一
般
の
理
念
の
﹈
地
平
の
中
で
の
み
実
存
と
実
在
性
と

の
間
の
区
分
が
遂
行
さ
れ
う
る 
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
な
ら
、
区
分
か
ら
統
一
性
へ
の
志
向
は
、
同

時
に
、
そ
の
統
一
性
か
ら
区
分
の
遂
行
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に

実
存
と
実
在
性
と
の
第
一
の
存
在
論
的
区
分
が
語
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
本
質
存
在
と
現
実
存
在
と
の
区

分
が
根
本
分
節
と
し
て
前
面
に
出
て
来
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
区
分
と
統
一
が
相
矛
盾
す

る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
区
分
に
固
執
す
る
か
ぎ
り
、
統
一
的
な
存
在
一
般
は
も
と
よ
り
概
念
的
統
一
性
の
構
想
も
断
念

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
統
一
性
を
希
求
す
る
か
ぎ
り
、
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
は
、
せ
い
ぜ
い

在
り
方
の
相
違
程
度
の
も
の
と
し
て
背
後
に
押
し
や
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直

後
に
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
が
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が

ら
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
生
じ
て
き
た
の
は
、
そ
も
そ
も
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
実
存
と
実
在
性
の
区
分
は
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
に
お
け
る
精
神
的
我
と
物
質
的
モ
ノ
と
の

伝
統
的
区
分
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
次
に
吟
味
し
て
お
こ
う
。

（　

）
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（　

）
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四　

存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い

　

こ
こ
で
必
要
な
か
ぎ
り
、
次
の
三
点
に
絞
っ
て
『
存
在
と
時
間
』
以
前
へ
遡
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
三
点
と
は
、

『
存
在
と
時
間
』
の
全
体
的
な
構
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。（
一
）
現
存
在
の
存
在
と
し
て
の
関
心
、
現
存
在
の
時
間

性
に
関
し
て
、（
二
）
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
に
関
し
て
、（
三
）
時
間
性
格
の
問
題
に
関
し
て
。

（
一
）
三
つ
の
中
で
時
期
的
に
最
初
に
提
示
さ
れ
た
の
は
関
心
と
時
間
性
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
存
在
と
時
間
』
公

刊
か
ら
六
年
前
の
一
九
二
一
・
二
二
年
の
冬
学
期
の
講
義
で
は
、
人
間
の
存
在
は
「
生
＝
現
存
在
、
生
の
中
で
生
を
通

し
た
『
存
在 
』」
と
さ
れ
、
こ
の
生
の
根
本
的
な
動
向
が
「
関
心
を
持
つ
こ
と
（Sorgen

      

）」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
と

共
に 
、
生
が
「
全
く
固
有
な
仕
方
で
自
ら
の
時
間
性
（Z

eitlichkeit

 
           
）
と
い
う
性
格
の
中
に
あ
る 
」
と
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
基
調
は
翌
年
の
一
九
二
三
年
夏
学
期
の
講
義
の
中
で
も
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
二
四
年
の
講
演
『
時
間
の

概
念
』
で
は
、「
現
存
在
は....

    　
時
間
性
で
あ
る 
」
と
語
ら
れ
る
と
共
に
、
し
か
も
「
現
存
在
は....

    　
時
間
そ
の
も
の

で
あ
る 
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
命
題
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
現
存
在
は
時
間
で
あ
り
、
時
間
は
時
間
的
（zeitlich
        

）
で
あ
る
。
現
存
在
は
時
間
で
は
な
く
、
時
間
性
（Z

eit

 
   -  

lichkeit

        
）
で
あ
る 
」。

こ
の
不
可
解
な
命
題
は
、
時
間
と
時
間
性
と
の
連
関
の
問
題
に
収
斂
す
る
。
こ
の
問
題
こ
そ
、『
存
在
と
時
間
』
に
お

い
て
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
し
て
の
時
間
性
か
ら
、
存
在
理
解
一
般
の
地
平
と
し
て
の
時
間
へ
い
た
る
道
に
ほ
か
な

（　

）
３４

（　

）
３５

（　

）
３６

（　

）
３７

（　

）
３８

（　

）
３９

第４章　実在性と存在一般

158



４　存在一般の意味への問い

159

ら
な
い
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
そ
の
道
は
、
時
間
性
の
根
源
的
な
時
熟
様
式
（Z

eitigungsm
odus

 
          
    
）
に
求
め
ら

れ
た 
。
そ
し
て
、
時
間
を
時
間
性
の
根
源
的
な
時
熟
様
式
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
時
間
か
ら
す
る
存
在
の
意
味

規
定
の
問
題
で
あ
る
時
間
性
格
そ
の
も
の
を
、
根
源
的
な
時
熟
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
根
源
的
時
熟
を

介
し
た
時
間
と
時
間
性
と
の
関
係
は
、『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
第
三
編
「
時
間
と
存
在
」
の
新
た
な
仕
上
げ
と
さ
れ

た
一
九
二
七
年
夏
学
期
の
講
義
の
中
に
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
時
間
性
格
は
時
間
性
そ
の
も
の
の
最
も

根
源
的
な
時
熟
で
あ
る 
」。
こ
の
よ
う
に
時
間
と
時
間
性
と
の
関
係
を
時
熟
そ
の
も
の
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
の
構
想

の
萌
芽
は
、
一
九
二
五
・
二
六
年
の
冬
学
期
の
講
義
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
間
と
は
時
熟
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
時
熟
そ
の
も
の
が
時
間
の
時
間
性
（
時
間
が
時
間
的
で
あ
る
こ
と
）

を
形
成
す
る
。
か
く
し
て
、
一
方
で
時
間
性
は
関
心
そ
れ
自
身
を
可
能
に
す
る
根
拠
で
あ
り
、
他
方
で
時
間
は
存

在
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
与
え
ら
れ
う
る
た
め
の
根
拠
で
あ
る
﹇
以
上
、
要
約 
﹈。

　

以
上
の
よ
う
に
現
存
在
の
存
在
を
関
心
と
し
て
、
そ
し
て
時
間
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
か

ら
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
か
ら
時
間
性
そ
し
て
時
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
は
し
た
が
、
一

九
二
四
年
の
『
時
間
の
概
念
』
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
は
現
存
在
に
関
し
て
で
あ
り
、
時
間
が
存
在
一
般
の
意
味
へ
の

問
い
の
地
平
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
が
、
ま
だ
提
示
さ
れ
て
は
い
な

い
。
そ
の
問
い
が
提
示
さ
れ
た
の
は
一
九
二
五
年
の
夏
学
期
の
講
義
に
お
い
て
で
あ
る
。
か
く
し
て
右
に
見
る
一
九
二

五
・
二
六
年
の
冬
学
期
に
お
い
て
、
時
間
と
時
間
性
と
の
連
繋
が
時
熟
に
求
め
ら
れ
る
と
共
に
、
時
間
性
は
関
心
の
構

（　

）
４０

（　

）
４１

（　

）
４２



造
を
可
能
に
す
る
根
拠
に
、
時
間
は
存
在
が
与
え
ら
れ
る
た
め
の
根
拠
に
振
り
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
そ
れ
で
は
、
一
九
二
五
年
の
夏
学
期
に
お
い
て
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
は
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
は
「
基
礎
的
な
存
在
区
分
」
と
共
に
提
示
さ
れ
る
。「
基
礎
的

な
存
在
区
分
」
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
汲
み
取
っ
て
き
た
区
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
ら
ゆ
る
存
在
区
分
の
中

で
最
も
徹
底
的
な
区
分 

― 
意
識
存
在
と
し
て
の
存
在
と
、
意
識
の
内
に
『
告
知
』
さ
れ
た
『
超
越
的
』
存
在
と
し
て

の
存
在 

― 
」
で
あ
る
。
こ
の
区
分
こ
そ
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
語
ら
れ
た
実
存
と
実
在
性
と
の
第
一
の
存
在
論

的
区
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
受
け
取
っ
た
こ
の
「
基
礎
的
な
区
分
」
の
ゆ
え
に
、
存
在
一
般

の
意
味
へ
の
問
い
の
必
要
性
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
こ
の
基
礎
的
な
存
在
区
分
の
獲
得
に
さ
い
し
て
、
区
分
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
れ
自
身
の
在
り
方
は
問
わ
れ
て
す

ら
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
意
識
存
在
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
な
い
し
、
存
在
区
分
一
般
の
全
区
分
を
統
括
す
る

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

も
の
機

機 

― 
存
在
の
意
味

機

機

機

機

機 

― 
は
ま
っ
た
く
問
わ
れ
て
い
な
い 
」。
か
く
し
て
「
現
象
学
的
に
問
う
こ
と
は
、
そ
の

最
も
内
的
な
道
筋
に
従
え
ば
、
そ
れ
自
身
、
志
向
的
な
も
の
の
存
在
へ
の
問
い
に
通
じ
、
と
り
わ
け
存
在
一
般
の

意
味
へ
の
問
い
に
直
面
す
る 
」。

こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
実
存
と
実
在
性
の
基
礎
的
な
存
在
区
分
は
、
意
識
存
在
と
超
越
的
な

存
在
と
の
区
分
に
由
来
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
が
生
じ
て
き
た
精
神
的
我
と
物
質
的
モ
ノ
と

の
区
分
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
双
方
は
存
在
一
般
の
下
に
包
摂
さ
れ
、「
存
在
一
般
の
意
味
」
が
「
存
在
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区
分
一
般
の
全
区
分
を
統
括
す
る
も
の
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
存
在
一
般
の
意
味
と
は
諸
存

在
を
統
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
諸
存
在
の
統
一
性
が
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
と
し
て
、
つ

ま
り
意
味
的
統
一
性
へ
の
問
い
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
見
出
す
。
区
分
さ
れ
た
諸
存
在
が
意
味
に
よ
っ
て
統
一
性

を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
の
構
想
に
い
た
る
た
め
に
あ
と
残
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
存
在
の

意
味
が
時
間
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
の
時
間
性
格
の
問
題
で
あ
る
。

（
三
）
一
九
二
五
年
の
夏
学
期
に
続
く
一
九
二
五
・
二
六
年
の
冬
学
期
に
は
、（
一
）
で
見
た
よ
う
に
、
存
在
が
与
え
ら

れ
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
時
間
が
提
示
さ
れ
る
と
共
に
、
存
在
の
時
間
性
格
の
問
題
も
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
い
か
な
る
点
で
諸
現
象
が
時
間
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
に
向
け
て
わ
れ
わ
れ
が
諸
現
象
に

問
い
か
け
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
諸
現
象
の
時
間
性
格
的
構
造
、
簡
単
に
言
え
ば
諸
現
象
の
時
間
性
格
を
主
題
に
し
て

い
る
の
で
あ
る 
」。

　

こ
の
よ
う
な
時
間
性
格
の
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
帰
還
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
「
真
を
語
る
（ajlhqeuvein

           
）」
を
「
発
見
す
る
（entdecken

         

）」
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

被
発
見
性
と
し
て
の
真
理
は
、
現
前
す
る
存
在
者
の
現
在
化
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。「
存
在
は
現
前
性
を
意
味
す

る
。
真
理
は
現
在
を
意
味
す
る
。
現
前
性
と
現
在
は
臨
在
の
性
格
と
し
て
時
間
の
様
態
で
あ
る 
」。
こ
う
し
て
、
存
在

と
真
理
と
の
連
関
と
共
に
、
存
在
と
時
間
と
の
連
関
が
提
示
さ
れ
る
。「
存
在
が
現
前
性
と
し
て
時
間
か
ら
理
解
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
存
在
が
時
間
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る 
」。

（　

）
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）
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以
上
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
の
構
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
道
筋
を
描
く
こ
と
が

で
き
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
当
初
よ
り
眼
目
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
現
存
在
の
時
間
性
あ
る
い
は
時
間
で
あ
る
。

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
を
介
し
て
、
現
存
在
の
存
在
と
他
の
存
在
者
の
存
在
と
の
基
礎
的
な
区
別
と
共
に
、
双
方
を
統
括

す
る
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
生
じ
た
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
へ
の
帰
還
を
通
し
て
、
時
間
を
介
し
た
存
在

と
真
理
と
の
密
接
な
連
関
が
提
示
さ
れ
る
と
共
に
、
存
在
が
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
時
間
性
格
の
問

題
が
視
界
に
入
っ
て
き
た
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
方
向
性
が
、
次
の
一
点
で
取
り
纏
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
時
間
性
は
関
心
の
構
造
を
可
能
に
す
る
根
拠
で
あ
り
、
時
間
は
存
在
が
与
え
ら
れ
う
る
た
め
の
根
拠
で
あ
り
、

し
か
も
時
間
と
時
間
性
は
時
熟
と
い
う
点
で
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る 
。

　

以
上
の
道
筋
を
ご
く
簡
単
に
定
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
現
存
在
の
存
在
へ
の
問
い
が
あ
り
、
次
に

基
礎
的
な
存
在
区
分
の
ゆ
え
に
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
双
方
を
結
び
付
け
る
の
が
時
間

性
の
時
熟
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
後
発
の
問
い
で
あ
る
存
在
一
般
の
意
味
を
問
う
さ
い
に
、
先
発
の
問
い
で
あ

る
現
存
在
の
存
在
へ
の
問
い
を
、
い
わ
ば
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
元
来
は
現
存

在
に
関
し
て
語
ら
れ
て
い
た
時
間
性
と
時
間
と
が
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
の
浮
上
に
よ
っ
て
、
人
間
の
存
在
の

根
拠
と
存
在
一
般
の
根
拠
と
に
振
り
分
け
ら
れ
て
、
後
者
の
時
間
が
存
在
理
解
一
般
の
地
平
と
し
て
構
想
さ
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
の
中
で
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
現
存
在
の
存
在
へ
の
問
い
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ

と
は
、
存
在
一
般
に
お
け
る
統
一
性
の
問
題
に
関
し
て
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 
。
ハ

（　

）
４９

（　

）
５０

第４章　実在性と存在一般

162



５　関心と存在一般

163

イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
結
局
、
存
在
一
般
の
理
念
は
、
現
存
在
の
存
在
と
同
様
に
、『
単
一
』
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 
」。

こ
の
一
文
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
現
存
在
の
存
在
が
関
心
と
し
て
分
析
さ
れ
た
さ
い
に
、
そ
の
構
造
は
分
節
さ
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、「（
内
世
界
的
に
出
会
う
存
在
者
の
）
許
に
在
る
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
自
身
に
先
立
っ
て
、（
世
界
の
）
内

に
す
で
に
在
る
こ
と 
」。
つ
ま
り
、
関
心
の
構
造
は
「
単
一
」
で
は
な
く
、
三
つ
に
分
節
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ

の
分
節
は
、
頽
落
へ
い
た
る
存
在
、
被
投
的
存
在
、
投
企
的
存
在
、
と
表
記
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
を
関
心
と
い
う
存
在
が
三
つ
の
存
在
様
態
に
分
節
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
三
つ
の
存

在
様
態
を
関
心
の
様
態
、
簡
単
に
、
関
心
様
態
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
関
心
様
態
を
包
摂

す
る
関
心
は
、
諸
存
在
に
対
す
る
存
在
一
般
と
同
じ
よ
う
に
、
諸
関
心
様
態
に
対
す
る
関
心
一
般
と
呼
ん
で
も
差
し
支

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
関
心
一
般
を
統
一
化
し
て
い
る
の
が
、
関
心
の
意
味
と
し
て
の
時
間
性
で
あ
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
明
瞭
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
す
な
わ
ち
、「
関
心
構
造
の
根
源
的
統
一
性
は
時
間
性
に
あ
る 
」。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
意
味
と
は
、「
関
心
の
構
造
全
体
の
全
体
性
を
、
そ
の
分
岐
し
た
分
節
の
統
一
性
に
お
い
て
可
能
に
す
る 
」
も

の
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
五
年
の
夏
学
期
の
講
義
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
を
介
し

な
が
ら
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
提
示
さ
れ
た
さ
い
に
、
意
味
が
「
存
在
区
分
一
般
の
全
区
分
を
統
括
す
る
も

の
」
と
し
て
語
ら
れ
、
ま
た
一
九
二
五
・
二
六
年
の
冬
学
期
の
講
義
で
は
時
間
性
が
関
心
の
構
造
を
可
能
に
す
る
根
拠

（　

）
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）
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（　

）
５３

（　

）
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と
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
存
在
一
般
も
「『
単
一
』
で
は
な
い
」
と
は
、
関
心
一
般
が
三
つ
の
関

心
様
態
に
分
節
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
存
在
一
般
も
分
節
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
実
存
と
実
在

性
に
区
分
さ
れ
、
前
者
の
実
存
は
右
に
見
た
三
つ
の
関
心
様
態
に
分
節
さ
れ
、
後
者
の
実
在
性
は
手
許
性
や
眼
前
性
に

分
節
さ
れ
、
さ
ら
に
は
本
質
存
在
と
現
実
存
在
に
も
分
節
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
関
心
一
般
の
統
一
性
が
時
間
性
に
求
め

ら
れ
た
の
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
存
在
一
般
の
統
一
性
は
時
間
に
求
め
ら
れ
た
。
時
間
性
が
関
心
一
般
の
下
に
包
摂
さ
れ

る
関
心
の
諸
様
態
を
統
一
す
る
、
い
わ
ば
扇
の 
要 
で
あ
る
の
に
応
じ
て
、
時
間
は
存
在
一
般
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
諸
存

か
な
め

在
を
統
一
す
る
要
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
要
と
し
て
の
時
間
か
ら
、
諸
存
在
の
意
味
が
規
定
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ

が
、
諸
存
在
の
時
間
性
格
の
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
も
二
つ
の
要
は
根
源
的
な
時
熟
に
お
い
て
同
じ
一
つ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
方
の
時
間
性
は
、「
時
間
の
時
間
性
﹇
時
間
が
時
間
的
で
あ
る
こ
と 
﹈」
で
あ
り
、
関
心
が
時
間

か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
心
の
「
時
間
性
格
的
意
味
（der

tem
porale

Sin

       
          n   
）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、

他
方
で
時
間
か
ら
す
る
存
在
の
「
時
間
性
格
は
、
時
間
性
そ
の
も
の
の
最
も
根
源
的
な
時
熟
で
あ
る 
」。
そ
れ
ゆ
え
、

関
心
一
般
の
統
一
性
が
時
間
性
に
求
め
ら
れ
た
の
に
対
応
し
て
、
存
在
一
般
の
統
一
性
は
、
諸
存
在
の
時
間
性
格
的
意

味
に
お
け
る
統
一
性
と
し
て
、
時
間
に
、
す
な
わ
ち
、
時
間
が
時
間
的
で
あ
る
最
も
根
源
的
な
時
熟
に
求
め
ら
れ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
時
間
を
要
と
し
た
諸
存
在
の
統
一
性
の
構
想
が
、
関
心
の
構
造
分
節
と
そ
の
統
一
性
を
モ
デ
ル
に
し

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
即
座
に
次
の
問
い
に
直
面
す
る
。
関
心
一
般
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
構
造
的
に

分
節
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら
分
節
さ
れ
た
諸
存
在
と
別
に
関
心
一
般
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
も
、
ま
た
関
心
一
般

（　

）
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が
単
な
る
名
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
関
心
一
般
は
、
三
つ
に
分
節
し
た
関
心
様
態
を
包
含
し
な
が
ら
も
、
時
間
性

の
時
熟
を
根
拠
に
し
て
、
こ
う
言
っ
て
良
け
れ
ば
一
つ
の
、
全
体
的
で
統
一
的
な
存
在
と
し
て
そ
れ
自
身
を
示
し
て
現

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
存
在
一
般
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
関
心
一
般
と
同
じ
よ
う
に
存
在
一
般
は
可
能
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
改
め
て
問
題
を
確
認
し
な
が
ら
、
問
題
の
方
向
性
を
見
定
め
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
か

ら
わ
れ
わ
れ
が
最
終
的
に
直
面
し
た
の
は
、
関
心
一
般
と
同
じ
よ
う
に
存
在
一
般
は
可
能
な
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
の
問
い
は
、
存
在
一
般
は
関
心
一
般
と
事
情
が
異
な
る
と
い
う
点
に
由
来
す
る
。
関
心
一
般
の
場
合
に
は
、
そ
の
下

に
三
つ
の
関
心
様
態
が
包
摂
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
存
在
と
い
う
同
じ
一
つ
の
存
在
者
の
存
在
様
態
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
存
在
一
般
の
下
に
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
関
心
と
し
て
の
存
在
と
事
物
の
存
在
と
が
基
礎
的
に
異
な
る
も
の

と
し
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
実
存
と
実
在
性
が
峻
烈
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
統
一
的
な
存
在
一
般

は
、
関
心
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
不
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
存
と
実
在

性
と
の
基
礎
的
な
区
分
か
ら
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
生
じ
て
来
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在

と
時
間
』
公
刊
直
後
に
そ
の
問
い
を
問
う
た
め
に
、
そ
の
由
来
で
あ
る
基
礎
的
な
区
分
を
背
後
に
押
し
や
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
り
に
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
存
在
一
般
に
お
い
て
は
、
実
存
と
実

在
性
と
の
区
分
は
消
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
以
上
の
道
筋
と
は
別
に
次
の
よ
う
な
道
筋
も
想
定
で
き

よ
う
。
そ
れ
は
、
一
方
で
実
存
と
実
在
性
を
峻
烈
に
区
分
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
そ
の
区
分
が
消
失
し
う
る
統
一
的
な

存
在
一
般
を
求
め
る
、
そ
う
し
た
道
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
道
に
向
か
う
と
し
て
も
、
次
の
問
い
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
統
一
性
を
求
め
、
そ
の



か
ぎ
り
で
区
分
が
消
失
す
る
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
在
り
方
の
相
違
と
し
て
背
後
に
退
く
の
で
あ
れ
ば
、
統
一
的
な
存

在
一
般
を
求
め
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
、
人
間
も
他
の
存
在
者
も
等
し
並
に
モ
ノ
と
見
な
し
た
伝
統
的
な
理
解
、
つ
ま

り
存
在
一
般
を
モ
ノ
性
（
実
在
性
）
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
実
在
性
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
解
、
あ
る
い
は
彼
が
理
解
し
使
用
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
実
在
性
概
念

に
つ
い
て
整
理
し
、
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

六　

実
在
性
と
眼
前
性

　

実
在
性
と
い
う
言
葉
は
、
物
体
の
実
在
性
の
問
題
で
は
、
基
本
的
に
、
物
体
が
人
間
の
主
観
に
は
依
存
し
な
い
で
そ

れ
自
体
で
存
在
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
こ
の
意

味
を
出
発
点
に
し
て
解
釈
を
加
え
る
。
ま
ず
、
実
在
性
が
主
観
に
依
存
し
な
い
で
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
在
性
と
は
わ
れ
わ
れ
以
外
の
存
在
者
の
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
実
在
性
は
存
在
論

的
呼
称
と
し
て
、
内
世
界
的
存
在
者
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る 
」。
こ
の
場
合
に
は
、
内
世
界
的
存
在
者
の
一
つ
の
在

り
方
と
し
て
分
析
さ
れ
た
手
許
性
も
眼
前
性
も
「
実
在
性
の
様
態 
」
に
な
る
。
実
在
性
は
、
こ
こ
で
は
、
実
存
と
実
在

性
と
の
第
一
の
存
在
論
的
区
分
と
し
て
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
間
の
存
在
と
し
て
の
実
存
と
区
別
さ
れ
た
存
在
者
の
存

在
の
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
以
外
の
事
物
の
存
在
一
般
に
使
わ
れ
る
広
義
の
実
在
性
に
対
し
て
、
ラ
テ
ン
語

のres

 
  
（
モ
ノ
）
に
立
ち
返
っ
た
実
在
性
は
「
事
物
の
純
粋
な
眼
前
性
と
い
う
意
味
で
の
存
在
を
意
味
す
る 
」。
こ
こ
で

（　

）
５８（　

）
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）
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は
、
人
間
も
他
の
存
在
者
も
観
察
者
の
眼
前
に
一
様
に
存
在
す
る
モ
ノ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
か
く
し
て
存
在
一
般
は
実

在
性
（
モ
ノ
性
）
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た 
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、
後
者
の
狭
義
の
実
在
性
理
解
に
反

対
し
、
そ
れ
を
前
者
の
理
解
へ
と
差
し
戻
す
、
と
い
う
方
向
性
を
と
る
。

「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
を
仕
上
げ
る
こ
と
は
、﹇
純
粋
な
眼
前
性
と
し
て
の
﹈
実
在
性
と
い
う
意
味
で
の
存

在
に
一
面
的
に
定
位
し
て
い
た
こ
と
か
ら
取
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
純
粋
な
眼
前
性
と
し
て
の
﹈
実

在
性
は
も
ろ
も
ろ
の
在
り
方
の
中
の
一
つ
の
在
り
方
に
す
ぎ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
存
在
論
的
に
現
存
在
、
世
界
、

そ
し
て
手
許
性
と
の
特
定
の
基
礎
づ
け
連
関
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る 
」。

　

か
く
し
て
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
連
関
の
中
で
、
実
在
性
は
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
広
義
の
実
在

性
が
含
意
す
る
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
に
お
け
る
「
そ
れ
自
体
（an

sich

       

）」
は
、
手
許
に
在
る
も
の
の
世
界
適

合
性
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
手
許
に
あ
る
も
の
は
現
存
在
の
見
回
し
に
と
っ
て
目
立
つ
こ
と
な
く
、
回
り
世

界
の
内
で
「
自
足
し
て
存
在
す
る
こ
と
（A

n-sich-sein

 
           

）」
と
さ
れ
る 
。
こ
の
よ
う
な
見
回
し
的
な
配
慮
が
注
視
に
よ

る
理
論
的
な
態
度
に
変
様
さ
れ
る
と
、
回
り
世
界
は
飛
び
越
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
手
許
に
在
る
も
の
は
脱
世
界
化
さ

れ
、
か
く
し
て
手
許
に
在
る
も
の
は
注
視
に
対
し
て
純
粋
に
眼
前
に
在
る
も
の
と
し
て
出
現
す
る
。
か
く
し
て
実
在
性

概
念
は
、
人
間
も
事
物
も
注
視
に
と
っ
て
眼
前
に
在
る
と
い
う
、
眼
前
性
と
い
う
狭
義
の
実
在
性
概
念
が
生
じ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
実
在
性
概
念
は
そ
の
優
位
を
剥
奪
さ
れ
、
広
義
の
実
在
性
概
念
の
中

に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
広
義
の
実
在
性
と
実
存
と
の
区
別
に
定
位
し
て
「﹇
広
義
の
﹈
実
在
性
は
、
存
在
論
的
な

（　

）
６１
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）
６２

（　

）
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基
礎
づ
け
連
関
の
秩
序
に
お
い
て....

    　
関
心
と
い
う
現
象
に
差
し
戻
さ
れ
る 
」。
要
す
る
に
、
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け

連
関
に
お
い
て
は
、
日
常
的
な
見
回
し
か
ら
注
視
へ
の
変
様
と
い
う
点
で
純
粋
な
眼
前
性
は
手
許
性
に
基
づ
き
、
そ
し

て
双
方
共
に
現
存
在
の
存
在
理
解
と
い
う
点
か
ら
関
心
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
以
上
の
基
礎
づ
け
方
と
は
も
う
一
つ
別
の
基
礎
づ
け
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
実
在
性
は
存

在
者
の
在
り
方
で
あ
る
以
上
、
現
存
在
の
存
在
理
解
に
依
存
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
実
在
性

機

機

機

は
関
心
に
依
存
し
て

い
る 
」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
面
で
は
、「
実
在
的
な
も
の

機

機

機

機

機

機

は
関
心
に
依
存
し
な
い 
」。
つ
ま
り
、
実
在
性
が
実
在

的
な
も
の
の
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
在
性
は
関
心
に
依
存
し
、
実
在
的
な
も
の
は
関
心
に
依
存
し
て
い
な

い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
か
り
に
現
存
在
が
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
理

解
は
な
く
な
る
が
ゆ
え
に
実
在
性

機

機

機

と
し
て
の
存
在
は
与
え
ら
れ
ず
、
し
か
し
実
在
的
な
も
の

機

機

機

機

機

機

は
〈
存
在
す
る
〉、
と

い
っ
た
奇
妙
な
こ
と
に
な
る 
。
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
二
側
面
は
次
の
よ
う
に
も
現
れ
て
く
る
。
眼
前
性
は
手
許
性
に

基
づ
く
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
面
で
は
、「
手
許
に
在
る
も
の
は
眼
前
に
在
る
も
の
に
基
づ
い
て
の
み
『
与
え

ら
れ
る 
』」。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
つ
の
基
礎
づ
け
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、

実
在
性
の
関
心
へ
の
依
存
、
そ
し
て
眼
前
性
が
手
許
性
を
基
礎
に
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
関
係
は
、

存
在
者
の
存
在
に
関
す
る
存
在
論
的
（ontologisch

           

）
な
基
礎
づ
け
連
関
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
一

方
で
、
実
在
的
な
も
の
の
関
心
へ
の
非
依
存
、
そ
し
て
手
許
に
在
る
も
の
が
眼
前
に
在
る
も
の
を
基
礎
に
し
て
い
る
こ

と
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
存
在
者
に
関
す
る
存
在
者
的
（ontisch

       

）
な
基
礎
づ
け
連
関
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
連
関
と

（　

）
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存
在
者
的
な
基
礎
づ
け
連
関
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
二
つ
の
連
関
を
混
同
す
る
と
き
、
双
方
に

矛
盾
が
生
じ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
実
在
す
る
も
の
と
そ
の
存
在
で
あ
る
実
在
性
を

混
同
す
る
が
ゆ
え
に
、
双
方
の
連
関
が
矛
盾
し
て
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
眼
目
で
あ
っ
た
の
は
、
存
在
者
と
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
様
態
を
包
含
し
た
存
在
一
般
と
の
区
別

で
あ
っ
た
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
章
で
こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
き
た
存
在
（
実
存
と
実
在
性
）
の
基
礎
的
区
分
と
統
一
的
な
存
在

一
般
と
の
間
の
ジ
レ
ン
マ
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
混
同
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
確
に
区

別
す
る
な
ら
、
存
在
の
基
礎
的
区
分
は
存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
連
関
の
次
元
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
統
一
的
な
存
在
一

般
の
希
求
は
人
間
も
事
物
も
ほ
か
な
ら
ぬ
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
存
在
者
的
な
連
関
の
次
元
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
後
者
は
、
人
間
も
事
物
も
等
し
並
に
モ
ノ
と
し
て
、
つ
ま
り
純
粋
に
眼
前
に
在
る
も
の

と
し
て
捉
え
る
伝
統
的
な
捉
え
方
と
、
一
体
ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

存
在
者
的
な
連
関
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
眼
前
に
在
る
も
の
と
手
許
に
在
る
も
の
、
そ
し
て
眼
前
に
在

る
も
の
と
現
存
在
、
こ
れ
ら
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
関
係
に
も
現
れ
て
い
る
眼
前
に
在
る
も
の
に
と
く

に
注
目
し
て
み
よ
う
。

６　実在性と眼前性



七　

眼
前
に
在
る
も
の
と
元
々
在
る
も
の

　

眼
前
に
在
る
も
の
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
回
り
世
界
の
内
で
ど
の
よ
う
に
発
見
さ
れ
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
前
節
で
触
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
見

回
し
が
注
視
に
変
様
し
、
し
た
が
っ
て
回
り
世
界
が
撤
回
さ
れ
、
か
く
し
て
手
許
に
在
る
も
の
の
回
り
世
界
へ
の
適
合

性
が
脱
世
界
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
に
お
い
て
眼
前
性
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
モ
ノ
の
モ
ノ
性

と
し
て
の
伝
統
的
な
実
在
性
概
念
を
包
含
す
る
と
共
に
、
本
質
存
在
と
区
分
さ
れ
た
現
実
存
在
を
も
含
意
す
る 
。
つ
ま

り
、
存
在
者
が
現
実
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
性
（D

aß
,T
atsächlichkeit

 
  
   
              
）
も
眼
前
性
か
ら
理
解
さ
れ
る 
。「
こ
れ

﹇
眼
前
性
に
帰
属
す
る
事
実
性
﹈
は
注
視
的
な
確
定
に
お
い
て
の
み
近
づ
か
れ
る 
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
と
っ
て
眼
前
性
と
い
う
用
語
は
、
人
間
で
あ
れ
事
物
で
あ
れ
、
注
視
に
と
っ
て
現
れ
る
存
在
者
の
存
在
様
態
を

表
現
し
、
そ
し
て
モ
ノ
の
モ
ノ
性
と
し
て
の
実
在
性
お
よ
び
伝
統
的
概
念
と
し
て
の
現
実
存
在
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

眼
前
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
事
例
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
手
許
に
在
る
も
の
の
世
界
適
合
性
を
分
析
す
る
さ
い
に
、
手
許
に
在
る
も

の
が
使
用
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
な
ど
を
事
例
に
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
許
に
在
る
も
の
が
使
用
不
可
能
に
な
っ
た

と
き
、
こ
れ
ま
で
は
目
立
つ
こ
と
な
く
回
り
世
界
の
内
で
自
足
し
て
い
た
道
具
が
目
立
っ
て
き
て
、
そ
の
道
具
に
即
し

て
「
純
粋
な
眼
前
性
」
が
己
を
告
げ
る
、
と
彼
は
分
析
す
る 
。
こ
の
場
合
に
「
使
用
不
可
能
な
も
の
を
発
見
す
る
の
は
、

注
視
し
な
が
ら
諸
性
質
を
確
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
使
用
し
な
が
ら
交
渉
す
る
見
回
し
で
あ
る 
」。
こ
こ
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
注
視
が
眼
前
に
在
る
も
の
を
発
見
す
る
の
で
は
な
い
。
手
許
に
在
る
も
の
が
使
用
不
可
能
に

（　
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な
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
回
し
が
そ
こ
で
阻
止
さ
れ
、
か
く
し
て
そ
の
当
の
存
在
者
の
方
か
ら
そ
の
眼
前
性
が
己
を
告
げ

る
、
つ
ま
り
露
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
内
世
界
的
存
在
者
の
方
が
現
存
在
の
見
回
し
を
阻
止
す
る
と
い
う
事
態
は
、
次
の
事
例
に
お
い
て
一
層

は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。

「
眼
前
に
在
る
も
の
は
、
現
存
在
に
お
い
て
出
会
う
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
現
存
在
に
衝
突
す
る
。
た
と
え
ば
、

突
発
的
で
破
壊
的
な
自
然
の
出
来
事 
」。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
眼
前
に
在
る
も
の
も
、
注
視
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
突
発
的
に
町
を
破
壊
す
る

自
然
の
猛
威
は
、
注
視
や
見
回
し
な
ど
を
す
る
現
存
在
そ
の
も
の
に
反
抗
す
る
よ
う
に
露
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

「...    .  　
非
現
存
在
的
な
在
り
方
を
し
た
存
在
者
す
べ
て
は
、
無
意
味

機

機

機

（unsinnig

        
）
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
も

そ
も
本
質
的
に
意
味
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
『
無
意
味
』
と
は
、
い
か

な
る
価
値
評
価
を
も
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
存
在
論
的
な
規
定
を
表
現
し
て
い
る
。
無
意
味
な
も
の
の
み
が

反
意
味
的

機

機

機

機

で
あ
り
う
る 
」。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
意
味
と
は
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
に
お
い
て
諸
存
在
の
区
分
を
統
括
す
る
根
拠
と
し

（　

）
７４

（　

）
７５



て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
現
存
在
の
存
在
理
解
に
即
し
て
構
造
分
析
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
と
は

「
投
企
の
ど
こ
に
向
け
て 
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
味
と
は
存
在
者
や
存
在
に
関
す
る
も
ろ
も
ろ
の
理
解
が
成
立
す
る

た
め
の
「
根
拠 
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
根
拠
と
し
て
の
意
味
の
所
在
が
現
存
在
の
投
企
の
「
ど
こ
に
向
け
て
」
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
意
味
を
持
っ
た
り
欠
い
た
り
す
る
の
は
現
存
在
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

の
存
在
者
は
本
質
的
に
無
意
味
な
も
の
、
意
味
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
存
在
の
投
企
が
、「
自
身
の
た
め
」

お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
い
た
世
界
の
構
造
（
世
界
性
）
と
し
て
の
「
有
意
義
性
（B

edeutsam
-keit

 
        
     
）」
へ
の
投
企
で
あ

れ
ば
、
こ
の
世
界
投
企
そ
れ
自
身
が
、
本
質
的
に
無
意
味
な
存
在
者
を
内
世
界
的
な
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
有
意
義
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
の
存
在
者
は
私
の
回
り
世
界
の
内
で
は
書
く
た
め
の
万
年
筆
と
し
て
有
意
義
化
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
万
年
筆
が
使
用
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
突
発
的
な
災
害
に
よ
っ
て
こ
の
町
が
破

壊
さ
れ
た
と
き
、
内
世
界
的
存
在
者
は
現
存
在
に
よ
る
有
意
義
化
に
対
し
て
「
反
意
味
的
」
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
語
ら
れ
て
い
る
「
眼
前
に
在
る
も
の
」
は
、
も
は
や
注
視
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
注
視
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
純
粋
な
眼
前
性
と
は
別
の
意
味
で

の
眼
前
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
あ
ら
ゆ
る
眼
前
性
が
事
物
﹇
モ
ノ
﹈
眼
前
性
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
を
『
取
り
囲
む
』『
自
然
』
は
、

た
し
か
に
内
世
界
的
な
存
在
者
で
あ
る
が
、
手
許
に
在
る
も
の
の
在
り
方
や
『
自
然
事
物
性
』
と
い
う
仕
方
で
の

眼
前
に
在
る
も
の
の
在
り
方
を
示
し
て
は
い
な
い 
」。

（　

）
７６

（　

）
７７

（　

）
７８
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こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
注
視
に
と
っ
て
モ
ノ
と
し
て
現
れ
る
「
自
然
事
物
性
」
を
眼
前
に
在
る
も
の
と
し
て
理
解
す

る
一
方
で
、「
わ
れ
わ
れ
を
『
取
り
囲
む
』『
自
然
』」
は
そ
れ
と
同
じ
在
り
方
を
し
て
い
な
い
と
語
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
従
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
注
視
に
対
応
さ
せ
て
一
義
的
に
「
眼
前
に
在
る
も
の
」
と
翻
訳
し
て
き
た
ド
イ

ツ
語V

orhandenes

 
           
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
事
例
「
使
用
不
可
能
に
な
っ
た
も
の
」
や
「
突
発
的
で
破
壊
的
な
自

然
の
出
来
事
」
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
を
『
取
り
囲
む
』『
自
然
』」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
も
は
や
「
眼
前
に
在
る

も
の
」
と
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
ド
イ
ツ
語V

orhandenes

 
          

で
あ
っ
て
も
、
そ
の

前
綴
りV

or-

 
   

の
意
味
合
い
を
こ
れ
ま
で
「
眼
前
」
と
い
う
具
合
に
現
存
在
の
「
眼
」
の
「
前
」
と
し
て
理
解
し
て
き

た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
第
三
章
三
で
触
れ
た
〈
す
で
に

機

機

機

存
在
し
て
い
た
〉、〈
元
々
機

機

存
在
し
て
い
た
〉
と
い
う
、
有

意
義
化
に
先
立
つ
時
間
的
意
味
で
の
「
前機

」
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
の
違
い
に
応
じ
て
、
こ
の
ド

イ
ツ
語
は
、
こ
こ
で
は
、〈
す
で
に

機

機

機

存
在
し
て
い
た
も
の
〉、〈
元
々
機

機

存
在
し
て
い
た
も
の
〉、
あ
る
い
は
簡
潔
に
〈
元
々

在
る
も
の
〉〈
す
で
に
在
る
も
の
〉
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
元
々
在
る
も
の
は
、
先
の
引

用
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
、「
本
質
的
に
意
味
を
欠
い
た
も
の
」
と
し
て
の
「
自
然
」
と
し
て
表
記
す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
そ
れ
は
、
存
在
者
の
一
領
域
を
表
す
の
で
は
な
く
、「
無
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

存
在
者
の
本
質
的
な
存
在
論
的
在
り
方
を
表
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
存
在
者
は
本
質
的
に
無
意
味
な
も
の
と
し
て
存

在
す
る
と
い
う
、
本
質
的
あ
る
い
は
「
本
性
（N

atur

 
    
）」
の
在
り
方
を
表
記
し
た
「
自
然
（N

atur

 
    
）」
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
存
在
者
を
有
意
義
化
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
元
々
は
無
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
た
事
態
も
、
次
の
よ
う
に
解
決
可
能
と
な

る
。
ま
ず
、
現
存
在
の
投
企
に
よ
っ
て
有
意
義
化
さ
れ
た
存
在
者
は
、
見
回
し
あ
る
い
は
注
視
を
通
し
て
、
手
許
に
在



る
も
の
あ
る
い
は
純
粋
に
眼
前
に
在
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
有
意
義

化
に
先
立
っ
て
元
々
在
る
も
の
を
存
在
者
的
連
関
に
お
い
て
前
提
し
て
い
る
。
元
々
在
る
も
の
と
し
て
の
自
然
を
有
意

義
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
在
は
回
り
世
界
の
内
で
道
具
に
出
会
い
、
そ
し
て
注
視
に
と
っ
て
は
眼
前
に
在
る
も
の

に
出
会
い
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
存
在
者
的
な
連
関
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
許
に
在
る
も
の
も
純
粋
に
眼

前
に
在
る
も
の
も
、
元
々
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
自
然
に
基
づ
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
が
現
存
在

に
よ
っ
て
有
意
義
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
見
回
し
に
と
っ
て
手
許
性
に
お
い
て
出
会
わ
れ
、
ま
た
注
視
に

と
っ
て
脱
世
界
化
さ
れ
て
眼
前
性
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
。
こ
の
連
関
に
従
え
ば
、
手
許
に
在
る
も
の
と
眼
前
に
在
る

も
の
と
の
存
在
者
的
連
関
は
自
然
に
基
づ
き
、
し
か
も
現
存
在
と
自
然
と
の
関
係
も
、
自
然
は
関
心
に
依
存
す
る
の
で

は
な
く
、
逆
に
、
現
存
在
は
有
意
義
性
を
投
企
し
て
世
界
の
う
ち
で
実
存
す
る
た
め
に
は
自
然
を
そ
の
地
盤
と
し
て
前

提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
先
の
言
葉
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
元
々
在
る
自
然
は
回
り
世
界
の
内
で
は
そ
れ
と
し
て
、
つ
ま
り
無
意
味
な
も
の
が
無
意
味
な
も
の
と
し
て
露
に

な
る
こ
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
現
存
在
の
投
企
に
対
し
て
反
意
味
的
な
も
の
と
し
て
し
か
出
現
し
な
い
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
回
り
世
界
の
内
で
は
存
在
者
は
す
で
に
有
意
義
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の

よ
う
な
仕
方
で
自
然
は
そ
れ
と
し
て
露
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
自
然
と
現
存
在
と
の
存
在
者
的
な

関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
関
係
こ
そ
、
等
し
並
に
モ
ノ
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
人
間
と
事
物
と
の
関

係
と
は
全
く
別
種
の
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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八　

自　

然

　
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
は
い
く
つ
か
の
自
然
が
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
道
具
の
材
料
と
な
る
「
自
然
産
物
」

と
し
て
の
自
然
や
「
回
り
世
界
の
自
然 
」、「
自
然
世
界 
」、
あ
る
い
は
ま
た
「
可
能
的
な
内
世
界
的
存
在
者
の
存
在
の

極
限 
」
と
し
て
の
自
然
。
前
の
三
つ
は
回
り
世
界
の
内
で
手
許
に
在
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
、
最
後
の
も
の
は
そ
う

し
た
回
り
世
界
の
撤
回
に
よ
っ
て
純
粋
に
眼
前
に
在
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
る
。
こ
れ
以
外
に
は
、
先
に
触
れ
た

「
反
意
味
的
な
も
の
」
と
し
て
現
れ
る
「
自
然
の
出
来
事
」。
そ
し
て
こ
れ
と
同
様
の
も
の
と
し
て
は
、「『
生
き
生
き
と

活
動
し
』、
わ
れ
わ
れ
に
襲
い
か
か
り
、
風
土
と
し
て
魂
を
奪
い
取
る
も
の
と
し
て
の
自
然 
」。
こ
れ
ら
は
、
手
許
に
在

る
も
の
と
し
て
も
純
粋
に
眼
前
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
発
見
さ
れ
な
い
自
然
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
回
り

世
界
の
内
で
反
意
味
的
に
出
現
す
る
自
然
が
、
そ
れ
と
し
て
露
に
な
る
仕
方
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。『
存
在
と
時
間
』

か
ら
二
年
後
の
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に

語
る
。「

自
然
は
回
り
世
界
の
圏
内
で
出
会
う
こ
と
も
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
が
態
度
を
取
っ
て
関
わ
っ
て
い
く
も
の
と

し
て
第
一
次
的
に
出
会
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
自
然
は
根
源
的
に
、
現
存
在
が
存
在
者
の
直
中
で
情
態
的
に
気
分

づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
実
存
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
現
存
在
に
お
い
て
露
に
な
る 
」。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
情
態
性
の
開
示
射
程
に
注
目
し
た
い
。

（　

）
７９

（　

）
８０

（　

）
８１

（　

）
８２

（　

）
８３



　

ま
ず
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
情
態
性
は
「
現
存
在
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
（D

aß
es
ist

 
  
       
）」
あ
る
い
は

現
存
在
が
自
ら
の
〈
現
〉
の
内
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
性
（F

aktizität

 
         
）、
要
す
る
に
被
投
態
を
開
示

し
た 
。
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
情
態
性
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
現
存
在
の
事

実
性
が
、
先
に
見
た
「
眼
前
性
に
帰
属
す
る
事
実
性
（T
atsächlichkeit

 
              
）」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
現
存
在
自
身
も
事
物
の
現
実
存
在
と
同
様
に
純
粋
に
眼
前
に
在
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
も
あ
ろ
う 
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
が
、
人
間
も
事
物
も
等
し
並
に
モ
ノ
と
し
て
捉
え
る
伝
統
的
な

や
り
方
で
あ
っ
た
。
現
存
在
に
は
そ
れ
固
有
の
事
実
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
存
在
は
他
の
事
物
と
同
じ
モ
ノ

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
情
態
性
は
こ
の
よ
う
な
把
握
を
打
ち
破
っ
て
現
存
在
固
有
の

事
実
性
を
開
示
す
る
働
き
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
と
き
、
元
々
在
る
自
然
の
露
開
の
可
能
性
が

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
を
事
物
と
同
様
に
純
粋
な
眼
前
性
と
し
て
把
握
す
る
の
に

反
対
し
て
、
情
態
性
が
現
存
在
に
固
有
な
〈
現
〉
の
内
へ
の
被
投
的
事
実
性
を
開
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
同
じ
〈
現
〉

の
内
で
、
自
然
に
つ
い
て
も
純
粋
な
眼
前
性
に
反
対
し
て
自
然
に
固
有
な
在
り
方
を
露
に
し
う
る
可
能
性
が
情
態
性
に

は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
現
存
在
と
他
の
存
在
者
と
の
関
係
が
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
へ
い
た
る
ま
で
に
ど

の
よ
う
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
必
要
な
か
ぎ
り
追
跡
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
現
存
在
と
他
の
存
在
者
と
の
関
係
は
、
他
者
の
顧
慮
や
道
具
の
配
慮
な
ど
、
現
存
在
は

他
の
存
在
者
に
向
か
っ
て
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
と
態
度
を
取
る
、
と
い
う
具
合
に
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
存
在
者
へ
向
か
う
態
度
に
お
い
て
現
存
在
は
他
の
存
在
者
を
超
越
し
、
存
在
者
で
は
な
い
世
界
を
開
示
し
た
。

（　

）
８４

（　

）
８５
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こ
れ
に
対
し
て
一
年
後
の
一
九
二
八
年
夏
学
期
の
講
義
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
現
存
在
は
被
投
的
で
事
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
身
体
性
を
通
し
て
全
面
的
に
自
然
の
直
中
に
あ
る

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
現
存
在
は
こ
の
存
在
者
﹇
自
然
﹈
の
直
中
に
あ
り
、
現
存
在
そ
れ
自
身
が
こ
の
存
在
者

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

﹇
自
然
機

機

﹈
に
帰
属
し

機

機

機

機

て
い
る
が
、
こ
の
存
在
者
﹇
自
然
﹈
が
現
存
在
に
よ
っ
て
越
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
こ
そ
、
超
越
と
い
う
こ
と
が

あ
る 
」。

こ
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
は
「
現
存
在
の
超
越 
」
は
「
世
界
の
超
越 
」、「
世
界
内
存
在
の
超
越 
」
と
い
う

具
合
に
超
越
の
行
き
先
（
世
界
）
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
九
二
八
年
の
夏
学
期
の
講
義
を
基
に
し

た
一
九
二
九
年
の
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
中
で
は
、〈
直
中
に
存
在
す
る
〉
と
い
う
こ
と
が
超
越
の
契
機
と
し

て
数
え
上
げ
ら
れ
る
に
い
た
る 
。
し
か
も
被
投
的
に
自
然
の
直
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
現
存
在
自
身
も
一
つ
の
存
在

者
と
し
て
自
然
に
帰
属
し
、
し
た
が
っ
て
自
然
に
よ
っ
て
現
存
在
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も

自
然
に
よ
っ
て
「
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
存
在
者
へ
向
か
う
い
か
な
る
態
度
で
も
な
い 
」
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
変
遷
を
顧
慮
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
世
界
投
企
を
通
し
て
内
世

界
的
存
在
者
へ
態
度
を
取
る
こ
と
、
そ
こ
で
は
存
在
者
は
有
意
義
化
さ
れ
、
自
然
は
そ
れ
と
し
て
露
に
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
存
在
者
へ
の
い
か
な
る
態
度
で
も
な
い
よ
う
な
現
存
在
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
自
然
に
よ
っ
て
被
投
的
に

捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
こ
に
お
い
て
自
然
が
そ
れ
と
し
て
露
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
は
発
見
さ
れ
る

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
発
見
さ
れ
る
と
い
う
被
発
見
性
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
定
位
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
も

（　

）
８６

（　

）
８７

（　

）
８８

（　

）
８９

（　

）
９０

（　

）
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現
存
在
が
個
々
の
存
在
者
へ
向
か
う
態
度
と
し
て
の
発
見
に
対
応
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る 
。
こ
れ
に
対
し
て
自
然
は
、

現
存
在
自
身
を
も
自
然
に
帰
属
す
る
一
つ
の
存
在
者
と
し
て
捕
ら
え
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
を
露
に
す
る
の
で
あ

る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
に
関
し
て
『
存
在
と
時
間
』
と
異
な
る
方
向
性
が
生
じ
て

く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
実
存
と
実
在
性
が
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
実
存
論
的
分
析

論
を
手
が
か
り
に
し
て
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
が
基
礎
存
在
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、

人
間
も
他
の
存
在
者
も
共
に
帰
属
し
て
い
る
自
然
こ
そ
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
前
章
で
見
届
け
た
よ

う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
公
刊
か
ら
一
年
後
の
一
九
二
八
年
夏
学
期
の
講
義
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

自
然
の
主
題
化
を
存
在
者
論
と
呼
び
、
基
礎
存
在
論
と
存
在
者
論
と
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
概
念
を
形
成
す
る
と
共
に
、

「
存
在
の
問
題 
」
を
よ
り
徹
底
化
す
る
た
め
に
基
礎
存
在
論
は
存
在
者
論
へ
旋
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で

あ
っ
た 
。

　

こ
の
構
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
が
背
後
に
退
き
、
現
実
存
在
と
本
質

存
在
と
の
根
本
分
節
が
前
面
に
出
て
来
る
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
現
存
在
の
超
越
が
単
に
そ
の
行
き
先
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
起
点
と
も
な
る
〈
自
然
の
直
中
に
在
る
〉
と
い
う
方
向
に
思
索
さ
れ
始
め
た
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自

然
は
「
存
在
者
の
可
能
的
な
総
体
」、「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
と
し
て
、
そ
の
在
り
方
は
手
許
性
で
も
純
粋
な
眼
前

性
で
も
な
く
、「
自
然
が
事
実
的
（faktisch

        

）
に
元
々
在
る
（vorhanden
         

）」
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る 
。
か
く
し

て
現
存
在
の
被
投
的
な
〈
直
中
に
在
る
〉
と
い
う
地
点
に
、
注
視
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
純
粋
な
眼
前
性
と
は
別
の
在

り
方
を
し
た
、
元
々
在
る
自
然
が
見
出
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
も
言
う
。「
た
と
え
現
存
在
が

（　

）
９２
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）
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）
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実
存
し
て
い
な
く
て
も
、
存
在
者
﹇
自
然
﹈
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
在
る
が
ま
ま
の
存
在
者
で
あ
る 
」。

　

存
在
者
論
は
こ
の
よ
う
な
自
然
を
主
題
化
す
る
。
存
在
者
論
へ
の
旋
回
に
よ
る
存
在
問
題
の
徹
底
化
と
い
う
こ
と
か

ら
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
問
い
は
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
に
問
い
か
け
、
そ
の
存
在
を
問
う
。
こ
の
よ
う
に
存
在
者
が

全
体
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
な
ら
、
存
在
一
般
に
包
摂
さ
れ
る
「
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
」
は
、
個
々
の
存
在
者
に

関
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
が
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
、
つ
ま
り
存
在
者
の
全

体
的
な
〈
何
〉
と
〈
い
か
に
〉
を
意
味
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
存
在
一
般
は
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
何
で
在
り
い

か
に
在
る
か
を
包
含
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。「﹇
全
体
と

し
て
の
﹈
存
在
者
の
存
在
体
制
﹇
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
﹈
の
本
質
、
す
な
わ
ち
、
存
在
一
般 
」。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
自
然
の
存
在
に
こ
そ
、
つ
ま
り
、
人
間
も
存
在
者
と
し
て
帰
属
し
て
い
る
全
体
と
し
て
の
存

在
者
の
存
在
に
こ
そ
、
人
間
も
事
物
も
等
し
並
に
モ
ノ
と
し
て
捉
え
る
や
り
方
と
は
異
な
っ
て
、
実
存
と
実
在
性
の
区

別
に
対
す
る
存
在
の
統
一
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
存
在
の
統
一
性
を
、

時
間
か
ら
す
る
意
味
的
統
一
性
と
は
区
別
し
て
、
以
上
の
文
脈
か
ら
自
然
的
統
一
性
と
名
付
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に
お
い
て
、
基
礎
存
在
論
は
全
体
と
し
て
の
存
在
者
（
自
然
）
を
主
題
化
す
る
存
在
者
論

と
共
に
形
而
上
学
を
形
成
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
存
在
の
統
一
性
の
問
題
も
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
基
礎
存
在
論
的
問

い
の
中
で
求
め
ら
れ
た
存
在
の
意
味
的
統
一
性
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
存
在
者
論
が
主
題
に
す
る
自
然
に
お
け
る
自
然

的
統
一
性
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（　

）
９６

（　

）
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九　

存
在
一
般
と
存
在
者
全
体

　

わ
れ
わ
れ
は
以
上
に
見
て
き
た
問
い
の
展
開
を
一
層
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
形
而
上
学
と
い
う
観
点
か
ら
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が
提
示
し
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
れ
を
引
き
受
け
て
展
開
し
た
「
な
ぜ
」
の
問
い
に
注
目
し
た
い
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
こ
の
時
期
、「
な
ぜ
」
の
問
い
を
三
つ
挙
げ
る 
。

①　

な
ぜ
こ
れ
が
在
っ
て
、
あ
れ
が
在
り
は
し
な
い
の
か
。 

 

②　

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
在
っ
て
、
別
様
に
在
り
は
し
な
い
の
か
。 

 

③　

な
ぜ
そ
も
そ
も
何
か
が
在
っ
て
、
無
が
在
り
は
し
な
い
の
か
。

こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
の
う
ち
①
は
、「
特
定
の
何
で
在
る
か
を
も
っ
た
存
在
者
が
在
っ
て
、
無
い
の
で
は
な
い
か 
」
と

い
う
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
、
こ
こ
で
は
本
質
存
在
と
現
実
存
在
が
問
わ
れ
、
②
に
お
い
て
は
存
在
様
態
が
問
わ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
①
と
②
は
、
前
節
で
述
べ
た
「﹇
全
体
と
し
て
の
﹈
存
在
者
の
存
在
体
制
（
何
で
在
り
い
か
に
在

る
か
）」
を
問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
③
は
、
無
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
存
在
者
の
存
在
を
問
う
形
而
上
学

の
根
本
の
問
い
と
さ
れ
る 
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
存
在
こ
そ
、「﹇
全
体
と
し
て
の
﹈
存
在
者
の
存

在
体
制
の
本
質
、
す
な
わ
ち
、
存
在
一
般
」
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
「
も
ろ
も
ろ
の
分
肢
と
連
携
を
極
め
て
豊
か
に
包

含
し
た
存
在
一
般
」
に
な
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
に
対
応
す
る
仕
方
で
現
存
在
の
存
在
投
企

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

（　

）
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「
実
存
す
る
存
在
者
は
、
存
在
者
が
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
で
在
る
よ
う
に
存
在
せ
し
め
る
た
め
に
、
そ
れ
が

存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
（daß

   

）
に
向
け
て
そ
の
つ
ど
す
で
に
投
企
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い 
」。

こ
こ
で
は
、
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
に
先
立
っ
て
投
企
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
「
存
在
者
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
三
つ
の
問
い
で
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
存
在
に
対
応
さ
せ
れ

ば
、「
存
在
者
が
存
在
し
て
い
る
事
実
」
こ
そ
諸
様
態
を
包
含
し
た
存
在
一
般
で
あ
り
、
こ
の
投
企
が
あ
っ
て
初
め
て
、

存
在
者
が
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
と
い
う
本
質
存
在
と
現
実
存
在
、
様
々
な
存
在
様
態
へ
の
投
企
・
分
節
が
可
能
に

な
る
、
と
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
も
後
者
の
投
企
・
分
節
に
お
い
て
、
投
企
す
る
の
は
「
実
存
す
る
存
在
者
」
と
し
て
、

言
い
換
え
れ
ば
世
界
へ
超
越
す
る
現
存
在
と
し
て
、
他
の
存
在
者
か
ら
は
区
別
さ
れ
、
実
存
と
実
在
性
と
の
区
別
が
成

り
立
つ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
道
筋
を
次
の
よ
う
に
跡
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
意
識
存
在
（
実
存
）
と
意
識
を
越
え
た
存
在
（
実
在
性
）
と
の
区
別
か
ら
存
在
一
般
の
意
味

へ
の
問
い
が
生
じ
、
諸
存
在
の
意
味
的
統
一
性
が
時
間
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
も
、
存
在
の
意
味
的
統
一
性
は
、
現
存

在
の
存
在
の
意
味
で
あ
る
時
間
性
の
最
も
根
源
的
な
時
熟
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
存
在
の
問
題
を
よ
り

徹
底
化
す
る
た
め
に
全
体
と
し
て
の
存
在
者
へ
向
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
元
々
在
る
も
の
と
し
て
の
自
然
が
主
題
化
さ

れ
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
、
こ
こ
に
存
在
一
般
が
求
め
ら
れ
た
。
か
く
し
て
、
存
在
一
般

に
お
け
る
存
在
の
統
一
性
は
、
存
在
者
が
全
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
、
し
か
も
人
間
も
そ
の
中
に
帰
属
す
る

（　

）
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自
然
の
存
在
に
求
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
自
然
的
統
一
性
と
名
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
一
方
の
存
在
者
論
に
お
い
て
は
、
現
存
在
が
自
然
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
被
投
的
地
点
に
存
在
の
自
然

的
統
一
性
が
求
め
ら
れ
、
他
方
の
基
礎
存
在
論
に
お
い
て
は
、
現
存
在
が
存
在
者
を
超
え
出
て
世
界
を
投
企
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
実
存
と
実
在
性
と
の
「
第
一
の
存
在
論
的
区
別
」
が
可
能
に
な
り
、
も
ろ
も
ろ
の
存
在
様
態
が
分
節
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
区
別
・
分
節
は
、
時
間
か
ら
す
る
存
在
の
時
間
性
格
の
問
題
と
し
て
、
つ
ま
り
意
味
的

統
一
性
と
し
て
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に
は
実
存
と
実

在
性
と
の
区
分
が
背
後
に
退
き
、
存
在
の
根
本
分
節
（
本
質
存
在
と
現
実
存
在
）
が
前
面
に
出
て
来
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
存
在
者
論
へ
の
旋
回
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
、
こ
の

存
在
と
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
体
制
（
何
で
あ
り
、
い
か
に
在
る
か
）
と
の
関
係
こ
そ
が
問
題
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

十　

存
在
一
般
へ
の
問
い
と
実
在
性
へ
の
問
い

　

以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
実
存
と
実
在
性
の
区
別
と
統
一
の
問
題
は
解
決
し
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
存
と
実
在
性
を
統
一
す
る
存
在
一
般
は
、〈
実
在
〉
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る

名
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て

ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
よ
う
な
問
い
の
展
開
は
、
わ
れ
わ
れ
の
問
い
で
あ
る
実
在
性
へ
の
問
い
と
ど
の
地
点
に
お
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い
て
交
差
し
、
そ
し
て
分
岐
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
実
在
性
が
実
存
と
区
別
さ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
実
存
と
実
在
性
の
統
一
性
に
お
い
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
区
別
と
統
一
に
お
い

て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
も
う
一
度
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
道
筋
を
振
り
返
っ

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
現
存
在
と
そ
れ
以
外
の
存
在
者
と
の
存
在
者
的
連
関
を
求
め
て
、
現
存
在
が
自
然
の
直
中
に
捕

ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
地
点
に
い
た
っ
た
。
し
か
も
、
存
在
者
的
連
関
に
お
い
て
語
ら
れ
た
全
体
と
し
て
の
存
在
者

（
自
然
）
が
露
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
存
在
が
投
企
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
存
在

の
開
被
が
存
在
者
の
露
開
を
初
め
て
可
能
に
す
る 
」。
そ
し
て
自
然
の
存
在
の
開
被
こ
そ
、「
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い

う
事
実
」
に
向
け
て
現
存
在
が
投
企
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
実
存
す
る
存
在
者
は
、
出
会
う
も
の
を
、

存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
へ
向
け
て
そ
の
つ
ど
す
で
に
投
企
し
て
し
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で

あ
っ
た
。
先
に
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
の
中
か
ら
引
い
た
こ
の
一
文
は
、
同
年
頃
の
『
形
而
上
学
と
は
何

か
』
の
中
の
次
の
一
文
に
対
応
し
て
い
る
。

「
不
安
の
無
の
明
る
い
夜
の
中
で
、
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
の
根
源
的
な
空
け
開
き
が
、
す
な
わ
ち
存
在
者
が

存
在
し 

― 
無
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
が
、
初
め
て
生
じ
る 
」。

つ
ま
り
、
無
の
露
開
の
中
で
、
無
と
は
端
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
の
存
在
者
、
そ
う
し
た
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い

う
事
実
に
向
け
て
現
存
在
が
投
企
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
者
は
存
在
者
と
し
て
露
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

（　

）
１０２

（　

）
１０３



こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」
は
、
当
初
に
希
求
さ
れ
た
自
然
、
人
間
に
よ
っ
て
有
意
義

化
さ
れ
る
前
の
元
々
在
る
存
在
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
次
の
一
文
に
注
意
し
た
い
。

「
存
在
理
解
の
明
る
み
の
中
で
初
め
て
存
在
者
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
そ
の
当
の
も
の
で

あ
り
い
か
に
在
る
か
と
い
う
、
存
在
者
と
し
て

機

機

機

）
露
に
な
り
う
る 
」﹇
強
調
点
は
原
著
書
の
ま
ま
﹈。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
と
は
、
そ
れ
が
何
で
在
り
い
か
に
在
る
か
と
い
う
、
そ
の
存
在

体
制
に
お
い
て
露
に
な
っ
て
い
る
存
在
者
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
存
在
体
制
が
規
定
さ
れ
て
い
る
存
在
者
を
意
味
し

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
存
在
投
企
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
存
在
と
は
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
存

在
体
制
と
し
て
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
は
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
い
か
に

﹇
い
か
に
在
る
か 
﹈」
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、「
世
界
は
存
在
理
解
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
こ
の
存
在

が
存
在
者
に
世
界
の
中
へ
の
進
入
を
授
け
る
、
す
な
わ
ち
、
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

理
解
さ
せ
る 
」
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
事
態
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
全
体
と
し
て
の
存
在
者
が
露
開
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
存
在
の
投

企
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
こ
の
存
在
の
投
企
に
お
い
て
投
企
さ
れ
た
存
在
は
世
界
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、

か
く
し
て
世
界
の
内
で
露
開
す
る
存
在
者
と
は
、
そ
の
存
在
体
制
が
規
定
さ
れ
た
存
在
者
、
つ
ま
り
世
界
の
内
で
有
意

義
化
さ
れ
た
存
在
者
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
問
い
の
出
発
点
で
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
有
意
義
化
さ
れ
る
以
前
の
自
然

が
そ
れ
と
し
て
露
に
な
る
仕
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
露
に
な
っ
た
存
在
者
と
は
、
そ
の
存
在
体
制
に
お
い
て
規
定
さ
れ

（　

）
１０４

（　

）
１０５

（　

）
１０６
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た
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
、
す
で
に
有
意
義
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
存
在
者
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
有
意
義
化
と
い
う
仕
方

で
存
在
者
を
規
定
す
る
世
界
は
、
現
存
在
の
そ
の
つ
ど
の
「
自
身
の
た
め
」
に
基
づ
い
て
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
は
あ
る
現
存
在
の
〈
自
身
の
た
め
〉
の
そ
の
つ
ど
の
全
体
性
と
し
て
、
現
存
在
自
身
に
よ
っ

て
現
存
在
自
身
の
前
に
も
た
ら
さ
れ
る 
」。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
つ
ど
の
あ
る
一
つ
の
世
界
の
内
に
入
り
込
ん
で
露
開

し
た
存
在
者
の
全
体
性
、
つ
ま
り
「
こ
の
全
体
の
幅
」
は
、
現
存
在
の
そ
の
つ
ど
の
「
自
身
の
た
め
」
に
応
じ
て
、

「
可
変
的
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る 
。
か
く
し
て
、「
存
在
者
、
た
と
え
ば
最
広
義
の
自
然
は
、
そ
れ
が
或

る
世
界
の
内
に
入
り
込
む
機
会
を
見
出
さ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
露
に
な
り
え
な
い 
」
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
存
在
の
投
企
が
〈
自
身
の
た
め
〉
に
基
づ
い
た
投
企
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の

よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
問
い
の
出
発
点
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
存
在
の
投
企
は
、
自
然
の
存
在
の
投
企
、

す
な
わ
ち
「
無
と
は
端
的
に
他
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
」
へ
向
け
て
の
投
企
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
元
々
在
る
自
然
が
露
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
投
企
は
現
存
在
の
投
企
で
あ
る
以

上
、
現
存
在
の
〈
自
身
の
た
め
〉
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
投
企
さ
れ
た
存
在
は
、〈
自
身
の
た
め
〉
の

そ
の
つ
ど
の
全
体
性
と
し
て
の
世
界
と
な
る
。
す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
体
制
と
な
る
。
か
く
し
て
、

存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
へ
向
け
て
の
投
企
は
、〈
自
身
の
た
め
〉
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
者
の
存

在
体
制
の
投
企
に
、
い
わ
ば
す
り
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
実
存
と
実
在
性
と
の
区
分
に
つ
い
て
言
え
ば
、
双
方
が
区
分
さ
れ
な
が
ら
も
あ
る
仕
方
で
そ
の
統
一
性
は
獲

（　

）
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）
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得
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
は
超
越
に
お
い
て
、
一
方
で
は
存
在
者
を
全
体
に
お
い
て
越
え
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
他
の
存
在
者
の
存
在
と
区
分
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
世
界
を
投
企
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
在
自
身
も
帰
属

す
る
存
在
者
の
統
一
的
な
全
体
性
を
形
成
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
存
と
実
在
性
と
の
統
一
性
は
、
存
在
者
の
全
体

的
な
在
り
方
、
存
在
者
の
全
体
性
と
い
う
や
り
方
で
、
し
か
も
そ
れ
が
〈
自
身
の
た
め
〉
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
か
ぎ

り
「〈
自
身
の
た
め
〉
の
そ
の
つ
ど
の
全
体
性
」
と
い
う
仕
方
で
獲
得
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
投
企
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
存
在
が
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
体
制
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
、
存
在
の
諸
分
節
や
諸
様
態
を
豊
か
に
包
み
込
み
、
そ
こ
か
ら
分
節
化
や
様
態
化
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
存
在

一
般
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
特
定
の
存
在
体
制
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
結
局
、
次

の
よ
う
な
問
い
へ
再
び
帰
着
す
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
一
般
は
〈
実
在
〉
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
名

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
遍
の
実
在
性
を
尋
ね
る
こ
の
問
い
に
面
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
次
の
こ
と
を

想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
界
の
実
在
性
の
問
い
に
関
し
て
は
、
そ
の
経
験
的
起
源
に
遡
源
し
、
さ
ら
に

実
在
性
の
源
泉
に
到
達
し
た
と
き
、
伝
統
的
・
思
弁
的
な
問
題
設
定
自
体
が
擬
似
問
題
と
し
て
消
去
さ
れ
、
問
い
方
自

体
が
転
換
し
た
。
す
な
わ
ち
、
物
体
の
主
観
へ
の
非
依
存
性
を
尋
ね
る
問
い
か
ら
作
用
性
へ
の
問
い
に
移
行
し
て
い
っ

た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
普
遍
の
実
在
性
を
尋
ね
る
問
い
も
、
存
在
者
論
へ
の
旋
回
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
の
存
在
者
に
遡

源
し
た
と
き
、
こ
れ
と
同
じ
事
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
の
存

在
者
は
現
存
在
が
抵
抗
を
経
験
す
る
実
在
性
の
源
泉
の
地
点
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
こ
の
地
点
で
、
普
遍
の

実
在
性
を
尋
ね
る
問
い
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
元
々
存
在
す
る
自
然
は
そ
れ
と
し
て
露
に
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
露
に
な
る
と
し
た
ら
、
そ
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れ
は
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
は
や
、〈
自
身
の
た
め
〉
に
基
づ
い
た
現
存
在
の
投
企
に
よ
っ
て
存

在
の
開
被
が
可
能
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
存
在
の
開
被
が
存
在
者
の
露
開
を
初
め
て
可
能
に
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で

辿
っ
て
き
た
道
筋
で
は
決
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
道
筋

で
は
、
自
然
は
ま
さ
し
く
人
間
の
〈
自
身
の
た
め
〉
を
介
し
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
し
て
露
に
は
な
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
自
然
が
そ
れ
と
し
て
露
に
な
る
こ
と
は
、
い
か
に
思
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
か
ら
自
然
の
存
在
の
露
開
と
し
て
の
真
理
へ

の
問
い
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
か
ら
真
理
の
問
い
へ
展
開

す
る
ち
ょ
う
ど
こ
の
地
点
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
と
わ
れ
わ
れ
の
問
い
の
分
岐
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

の
地
点
は
、
現
存
在
を
も
含
め
た
自
然
が
人
間
に
依
存
せ
ず
に
〈
実
在
〉
し
う
る
地
点
、
実
在
性
の
源
泉
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
地
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
〈
自
身
の
た
め
〉
に
基
づ
く
超
越
に
お
い
て
元
々
在
る
自
然
が

抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
た
地
点
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
か
ら
存
在
の
真
理
へ
の
問
い

に
向
か
う
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
こ
の
地
点
か
ら
も
う
一
つ
の
道
へ
、
す
な
わ
ち
存
在
者
の
抵
抗
経
験
の
中

で
露
に
な
る
実
在
性
の
問
い
に
向
か
う
こ
と
に
し
よ
う
。

注（
１
）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
存
在
の
問
い
を
問
う
こ
と
は
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
か
ら
存
在
の
真
理
へ
の
問
い
に
展
開

す
る
。
一
九
三
五
年
の
夏
学
期
の
講
義
を
基
に
し
た
『
形
而
上
学
入
門
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。「
存
在
の
問
い

（　

）
１１０



を
根
源
的
に
問
う
こ
と
は
、
存
在
の
本
質
の
真
理
を
展
開
す
る
と
い
う
課
題
を
掴
み
取
っ
た
」（H

eidegger,E
M
,S.72

 
           
 
      
）。

も
ち
ろ
ん
、
真
理
を
ア
レ
ー
テ
イ
ア
つ
ま
り
不
伏
蔵
態
と
し
て
捉
え
、
存
在
と
の
連
関
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
す

で
に
一
九
二
七
年
公
刊
の
『
存
在
と
時
間
』
の
中
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
存
在
と
真
理
と
の
根
本
的
連
関
の
問
題
」

（H
eidegger,SZ

,S.349,V
gl.S.357

 
            
          
         
）。
し
か
し
こ
の
一
文
で
言
わ
れ
て
い
る
不
伏
蔵
態
と
し
て
の
真
理
は
、
ど
こ
ま
で
も
、

存
在
者
の
真
理
で
あ
っ
て
存
在
の
真
理
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
存
在
者
の
存
在
と

存
在
者
の
真
理
と
の
連
関
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
し
て
の
真
理
が
主
題
化
さ
れ
た
一
九
三
一
・
三
二
年
の
冬

学
期
の
講
義
で
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
プ
ラ
ト
ン
へ
遡
行
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
存
在
者
の
不
伏
蔵
態

で
あ
る
（H

eidegger,G
A
34,S.13,70,usw

.

 
           
 
                 
 
）。
ま
た
こ
の
講
義
と
同
名
の
題
目
で
一
九
三
〇
年
一
二
月
に
な
さ
れ
た
講
演

『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
で
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
顕
示
性
」（Yuasa,1931,pp.29

                  7  
―307

 
  
）

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
資
料
か
ら
、
大
ま
か
に
年
代
査
定
を
す
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
〇
年
代
末
ま
で
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
を
主
題
化
し
、
一
九
三
〇
年
代
中
頃
か
ら
存
在
の
真
理

へ
の
問
い
に
展
開
し
、
そ
の
間
の
一
九
三
〇
年
代
前
半
は
、
過
渡
期
と
し
て
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
真
理
を
問
題
に
し

た
、
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
全
体
的
理
解
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
書
に
負
っ
て
い
る
。P

öggeler,1983

 
             
（1  
）,1992;

        

K
ayano,1972,1984,1985,1991

 
                             .  

（
２
）　

H
eidegger,SZ

,S.147

 
            
       .  

（
３
）　

ibid.,S.212

            .  

（
４
）　

ibid.,S.36,38

               .  

（
５
）　

ibid.,S.19

           .  

（
６
）　

do.,G
A
24,S.27

      
 
        .  
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（
７
）　

以
上
の
よ
う
な
言
い
回
し
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
存
在
概
念
の
不
可
解
さ
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
「
存
在
」
は
現

存
在
の
存
在
理
解
に
よ
る
「
存
在
創
設
（Seinskonstitution

                 

）」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
理
解
で
き
な
い
、

と
す
る
見
解
が
あ
る
（F

ranzen,1975,S.11f.,2

 
                       4  
―28.

 
  
）。
た
し
か
に
、
現
実
存
在
（existentia

          
）
や
本
質
存
在
（essen

     -  

tia

   
）
な
ど
伝
統
的
に
語
ら
れ
て
き
た
意
味
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
求
め
る
「
存
在
」
は
不
可
解
に
な
る
。
そ
こ

か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
「
存
在
」
は
伝
統
的
意
味
を
顧
慮
し
な
が
ら
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
（V

gl.M
arx,1980,insb.S.14.

 
     
                      
）。
こ
れ
に
対
し
て
の
本
書
で
の
見
解
は
、
伝
統
的
に
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
諸

存
在
を
包
摂
す
る
存
在
一
般
が
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
「
存
在
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ

こ
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
存
在
は
存
在
投
企
つ
ま
り
「
存
在
創
設
」
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
と
い
う

の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
論
見
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
本
章
九 
― 

十
で
見
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
存
在
理
解
と
し
て
の
存

在
投
企
に
よ
っ
て
投
企
さ
れ
た
存
在
と
、
彼
が
「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
お
い
て
希
求
し
た
「
存
在
一
般
」
と
の

間
に
は
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
存
在
創
設
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
存
在
と
、
彼
が
希
求
し
た

「
存
在
一
般
」
と
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
８
）　

H
eidegger,G

A
24,S.322

 
           
 
         .  

（
９
）　

存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
の
時
期
に
お
け
る
存
在
論
的
区
別
に
関
し
て
は
、
根
拠
の
問
題
と
の
連
関
か
ら
触
れ
た
こ
と

が
あ
り
、
ま
た
本
書
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。Yam

am
oto,I.,1985,pp.6

 
  
  
                  7  
―81.

 
  

（　

）　

H
eidegger,K

P
,S.203

 
           
 
       .  

１０
（　

）　

ibid.,S.203f

             .  

１１
（　

）　

ibid.,S.202

            .  

１２
（　

）　

do.,SZ
,S.5

       
     .  

１３
（　

）　

ibid.,S.314

            .  

１４

注



（　

）　

存
在
の
区
分
と
統
一
性
の
問
題
をessentia

 
        
とexistentia

 
         

と
い
う
伝
統
的
区
分
を
観
点
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
存
在

１５
論
を
解
釈
し
た
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
。B

arrón,1992.

 
            　

こ
れ
に
対
し
て
本
章
は
人
間
存
在
（
実
存
）
と
自
然
的
存
在

（
実
在
性
）
と
の
区
分
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

（　

）　
H
eidegger,G

A
24,S.24

 
           
 
        .  

１６
（　

）　

A
ristoteles,M

et.,1003a33

 
             
            .  

１７
（　

）　

ibid.,1025b

            3  
―4.

 
 

１８
（　

）　

ibid.,1003b

            5  
―6,1028a13
 
         
―20.

 
  

１９
（　

）　

ibid.,1003b

            6  
―8.
 
 

２０
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.19

 
            
      .  

２１
（　

）　

ibid.,S.201

            .  

２２
（　

）　

ibid.,S.314

            .  

２３
（　

）　

do.,G
A
24,S.24

      
 
        .  

２４
（　

）　

ibid.,S.170

            .  

２５
（　

）　

ibid.,S.250

            .  

２６
（　

）　

do.,W
G
,S.52

      
 
      .  

２７
（　

）　

do.,K
P
,S.202,217

      
 
            .  

２８
（　

）　

do.,G
A
24,S.24

      
 
        .  

２９
（　

）　

ibid.,S.396

            .  

３０
（　

）　

ibid.,S.24

           .  

３１
（　

）　

ibid.,S.1,A
nm
.1

             
  
  .  

３２
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（　

）　

do,SZ
,S.314

      
       .  

３３
（　

）　

do.,G
A
61,S.85

      
 
        .  

３４
（　

）　
ibid.,S.90

           .  

３５
（　

）　

ibid.,S.176
            .  

３６
（　

）　

do.,B
Z
,S.26

      
 
      .  

３７
（　

）　

ibid.,S.19

           .  

３８
（　

）　

ibid.,S.26

           .  

３９
（　

）　

do.,SZ
,S.235,437

       
            .  

４０
（　

）　

do.,G
A
24,S.429

      
 
         .  

４１
（　

）　

do.,G
A
21,S.409f

      
 
          .  

４２
（　

）　

do.,G
A
20,S.157

      
 
         .  

４３
（　

）　

ibid.,S.158.V
gl.H

usserl,II

               
     
          I  
―1,S.159.
 
        

４４
（　

）　

H
eidegger,G

A
20,S.184

 
           
 
         .  

４５
（　

）　

do.,G
A
21,S.199

      
 
         .  

４６
（　

）　

ibid.,S.199

            .  

４７
（　

）　

ibid.,S.193

            .  

４８
（　

）　

以
上
の
よ
う
に
本
章
で
見
る
か
ぎ
り
、『
存
在
と
時
間
』
と
そ
の
前
史
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
様
々
な
複
数
の

４９
視
点
あ
る
い
は
問
題
系
が
時
間
あ
る
い
は
時
間
性
と
い
う
一
点
を
基
礎
に
し
て
構
築
さ
れ
た
の
が
『
存
在
と
時
間
』
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
複
数
の
問
題
系
と
は
、
単
に
複
数
の
道
の
こ
と
を
意
味
す
る
（P

öggeler,1983

 
             
（1  
）,  S.319

      
）
の
で
は
な
く
、

様
々
な
問
題
系
は
吸
収
そ
し
て
包
含
さ
れ
て
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
体
系
的
な
新
た
な
投
企
」（G

ethm
ann,1987,

 
    
           

注



S.51.

     
）
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。　

そ
の
さ
い
に
、
様
々
な
問
題
系
の
吸
収
お
よ
び
包
含
の
要
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
当
初
よ

り
語
ら
れ
て
い
た
時
間
性
あ
る
い
は
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（　

）　

現
存
在
の
分
析
論
と
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
と
の
関
係
に
注
意
を
促
し
た
論
文
と
し
て
次
の
も
の
を
参
照
。R

öm
pp,

 
  
    

５０

1989,insb.S.54f.
                  　

こ
こ
で
は
、
存
在
と
い
う
語
の
無
意
義
性
の
ゆ
え
に
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
が
真
正
な
規
定
性
を
失
っ

て
し
ま
う
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
現
存
在
の
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
、
と
り
わ
け
現
存
在
の
存
在
理
解
そ
し
て

時
間
性
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
よ
り
徹
底
的
に
、
双
方
の
関
係
を
モ

デ
ル
化
と
し
て
捉
え
る
。
そ
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
、
本
文
以
下
で
引
い
た
一
文
で
あ
る
。

（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.196

 
            
       .  

５１
（　

）　

ibid.,S.192

            .  

５２
（　

）　

ibid.,S.327

            .  

５３
（　

）　

ibid.,S.324

            .  

５４
（　

）　

do.,G
A
21,S.413

      
 
         .  

５５
（　

）　

V
gl.ibid.,S.413

 
                .  

５６
（　

）　

do.,G
A
24,S.429

      
 
         .  

５７
（　

）　

do.,SZ
,S.211

       
       .  

５８
（　

）　

ibid.,S.211

            .  

５９
（　

）　

ibid

    .  

６０
（　

）　

ibid.,S.201

            .  

６１
（　

）　

ibid

    .  

６２
（　

）　

ibid.,S.75

           .  

６３
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（　

）　

ibid.,S.211

            .  

６４
（　

）　

ibid.,S.212

            .  

６５
（　

）　
ibid

    .  

６６
（　

）　

こ
れ
を
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
提
示
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
文
脈
で
そ
の
解
決
を
試
み
た
も
の
と
し
て
次
の
論
文
を
参
照
。

６７

Schatzki,1989.

               　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
が
依
存
す
る
存
在
と
は
、
い
か
に
在
る
か
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
依
存
し
な

い
存
在
者
と
は
、
眼
前
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
存
在
者
で
あ
る
（pp.9

    6  
―7  

）。
本
章
に
お
け
る
見
解
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
眼
前
に
あ
る
も
の
（
こ
の
用
語
に
つ
い
て
は
本
文
以
下
を
参
照
）
の
露
開
こ
そ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
眼
目
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
同
論
文
で
は
、
存
在
の
唯
一
性
に
関
す
る
矛
盾
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（p.88

    
）。
こ

れ
は
次
の
書
で
提
示
さ
れ
た
問
題
を
引
き
受
け
た
も
の
で
あ
る
。O

lafson,pp.144ff.

 
                 　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
存
在
は
唯
一
的
だ

が
、
そ
れ
を
開
示
す
る
現
存
在
は
複
数
で
あ
る
。
こ
の
唯
一
性
と
複
数
性
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
章
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
。
本
章
で
提
示
し
た
い
の
は
、
人
間
の
存
在
と
事
物
の
存
在
と

い
う
複
数
性
と
、
統
一
的
な
存
在
と
い
う
唯
一
性
と
の
連
関
で
あ
る
。

（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.71

 
            
      .  

６８
（　

）　

ibid.,S.42

           .  

６９
（　

）　

ibid.,S.135

            .  

７０
（　

）　

ibid.,S.154

            .  

７１
（　

）　

ibid.,S.73

           .  

７２
（　

）　

ibid

    .  

７３
（　

）　

ibid.,S.152

            .  

７４
（　

）　

ibid

    .  

７５

注



（　

）　

ibid.,S.151

            .  

７６
（　

）　

ibid.,S.35

           .  

７７
（　

）　
ibid.,S.211

            .  

７８
（　

）　
ibid.,S.70f

            .  

７９
（　

）　

ibid.,S.112

            .  

８０
（　

）　

ibid.,S.65

           .  

８１
（　

）　

ibid.,S.70

           .  

８２
（　

）　

do.,W
G
,S.36,A

nm
.55

      
 
         
  
   .  

８３
（　

）　

do.,SZ
,S.135

       
       .  

８４
（　

）　

ibid.,S.55f.,130

                  .  

８５
（　

）　

do.,G
A
26,S.213

      
 
         .  

８６
（　

）　

do.,SZ
,S.364

       
       .  

８７
（　

）　

ibid.,S.384

            .  

８８
（　

）　

do.,G
A
24,S.429

      
 
         .  

８９
（　

）　

do.,W
G
,S.45

      
 
      .  

９０
（　

）　

ibid.,S.47

           .  

９１
（　

）　

do.,SZ
,S.218

       
       .  

９２
（　

）　

存
在
の
問
題
の
中
に
存
在
の
統
一
性
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
存
在
の
領
域
的
多
様
性
に
対
し
て
存
在

９３
の
統
一
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
は
、
存
在
論
的
差
別
、
存
在
の
根
本
分
節
、
存
在
の
真
理
性
格
、
存
在
の
領
域

性
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（H

eidegger,G
A
26,S.191ff.

 
           
 
            
）。
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１
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照
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第
五
章　

実
在
性　

―　
物
質
性
と
作
用
性

　

前
章
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
の
道
筋
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
実
在
性
へ
の
問
い
が
分
岐
し
て
く
る
地
点
を
見
届
け
た
。

本
章
で
は
そ
の
地
点
に
立
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
筋
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
に
立
ち
返
り
、
デ
ィ
ル
タ

イ
が
実
在
性
の
源
泉
に
お
い
て
と
く
に
他
者
の
実
在
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
そ
こ
に
こ
そ
、
実

在
性
が
物
質
性
と
は
別
に
作
用
性
と
し
て
理
解
さ
れ
る
転
換
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
従
来
の
外
界
の
実
在
性
の
問
題
と
実
在
性
概
念
の
理
解
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
強
い
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
他
者
の
実
在
性
を
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
主
題
化
し
た
こ
と
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
実
在
性
問
題
を
批
判
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
反
論
を
提
示
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
自
身
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
批
判
的
吟
味
の
中
で
他
者
の
実
在
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

中
心
に
な
る
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
一
八
九
〇
年
に
発
表
し
た
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
あ
る
。
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一　

問
題
設
定

　
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
は
、
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
後
に
な
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
さ
ら
に

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
問
題
設
定
そ
れ
自
体
ま
で
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
す
れ
ば
こ
の
論
考
は
、

外
界
の
実
在
性
の
問
題
の
み
を
主
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
彼
本

来
の
意
図
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
彼
固
有
の
問
い
で
あ
る
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
の
中
で
外
界

の
実
在
性
の
問
題
を
批
判
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中
で
外
界
の
実
在

性
の
問
題
を
扱
う
。

　

す
な
わ
ち
、
一
八
八
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
精
神
科
学
序
説
』「
緒
言
」
で
述
べ
ら
れ
た
計
画
に
よ
れ
ば
、「
精
神
科

学
の
基
礎
づ
け
」
は
『
精
神
科
学
序
説
』
第
二
巻
に
含
ま
れ
る
第
四
部
お
よ
び
第
五
部
で
予
定
さ
れ
て
い
た 
。
ま
た
同

年
に
行
わ
れ
た
講
義
『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義 
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
第
三
編
第
一
部
が
「
認
識
論
的
基
礎
づ

け
」
と
題
さ
れ
、
そ
こ
で
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
八
〇
年
か
ら
一
八
九
〇
年
に
か
け

て
起
草
さ
れ
た
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
で
は
こ
の
問
題
が
よ
り
詳
し
く
扱
わ
れ
て
い
る 
。
一
八
九

〇
年
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
扱
わ
れ
た
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
「
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基

礎
づ
け
」
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
た
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
を
主
題
に
し
た
単
独
論
文
と
い
う
体

裁
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
問
題
が
い
か
に
重
要
で
難
解
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば

『
精
神
科
学
序
説
』「
緒
言
」
の
中
の
次
の
一
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）
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１　問題設定

「
外
界
の
実
在
性
を
わ
れ
わ
れ
が
確
信
す
る
起
源
と
正
当
性
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
こ
の
﹇
精
神
科
学
の
﹈

基
礎
づ
け
の
あ
ら
ゆ
る
謎
の
中
の
も
っ
と
も
強
固
な
謎
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る 
」。

こ
れ
か
ら
七
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
外
界
の
実
在
性
論
考
（
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
）』
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
引
用
に
現
れ
て
い
る
「
外
界
の

実
在
性
を
わ
れ
わ
れ
が
確
信
す
る
起
源
と
正
当
性
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
」
と
い
う
言
い
回
し
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
論

題
に
し
、
単
独
論
文
と
し
て
発
表
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
同
じ
事
情
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
つ
の
異
な
っ
た
事
情
を
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
単
独
論
文
と
い
う
体
裁
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け

に
は
収
ま
り
切
ら
な
い
広
範
囲
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
基
礎
づ
け
の
中
に
留
ま
る
か
ぎ

り
十
分
な
解
決
が
で
き
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
問
題
な
の
か
、
わ
れ

わ
れ
は
ま
ず
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
中
で
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、

こ
の
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二　

精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
と
外
界
の
実
在
性
の
問
題

　

外
界
の
実
在
性
が
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
中
に
一
つ
の
問
題
と
し
て
生
じ
て
き
た
の
は
『
精
神
科
学
序
説
』
か
ら
一
三

（
４
）



年
ほ
ど
前
に
遡
る
。
一
八
六
七
・
六
八
年
の
『
論
理
学
と
哲
学
的
諸
学
体
系
』、
い
わ
ゆ
る
『
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学 
』
の

中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
感
官
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
が
す
べ
て
主
観
的
で
あ
る
な
ら
、
実
在
的
世
界
の
手
掛
か
り
は

ど
の
点
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
は
こ
の
問
い
に
立
ち
向
か
い
、
わ
れ
わ
れ
も

ま
た
こ
の
問
い
に
逢
着
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
解
決
を
内
界
（Innenw

elt

      
   
）
の
諸
現
象
に
見
出
す
。
実
在
的

な
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
意
識
に
お
い
て
そ
れ
自
身
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る 
」。

彼
は
こ
こ
で
外
界
の
実
在
性
の
問
い
に
対
し
て
、
そ
の
解
決
の
方
向
性
ま
で
見
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
解

決
は
内
界
の
諸
現
象
に
見
出
さ
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
内
界
の
諸
現
象
」
と
い
う
言
葉
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
後
の
言
葉
を
使
え
ば
「
意
識
の
事
実
」
に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、「
あ
ら
ゆ
る
心
的
状
態
と
同
じ
く
物
的
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
は
意
識
の
事
実
で

あ
る 
」。
物
的
世
界
で
あ
る
外
界
も
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
意
識
の
事
実
で
あ
り
、
こ
の
地
点
に
問
題
の
解
決
が
求

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
は
、
通
例
は
外
の
事
実
と
見
な
さ

れ
て
い
る
も
の
が
私
の
意
識
の
事
実
で
あ
る
な
ら
、
一
切
は
意
識
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
外
界
は
意
識
と
独

立
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
こ
こ
に
生
じ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
は
同
じ
『
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
』
の
中
で
、
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
内
界
が
「
懐
疑
主
義
か
ら

逃
れ
て
実
在
的
な
地
盤
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
地
点
で
あ
る 
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
内
界
に
留
ま
り
な
が

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）
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ら
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
解
決
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
自
身
で
確
実
な
内
界
に
到
達
し

た
こ
と
が
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
発
生
さ
せ
、
内
界
に
留
ま
る
か
ぎ
り
外
界
は
実
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
か

し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
問
題
の
解
決
の
場
は
内
界
に
求
め
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
内
界
に
留
ま

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

彼
は
『
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
』
よ
り
さ
ら
に
一
年
ほ
ど
前
の
一
八
六
五
・
六
六
年
の
『
論
理
学
と
哲
学
的
諸
学
体
系
の

概
要
』（
以
下
、『
概
要
』
と
略
記
す
る 
）
の
中
で
、
認
識
の
基
礎
的
能
力
と
し
て
内
的
知
覚
と
外
的
知
覚
を
挙
げ 
、
こ

れ
に
応
じ
て
学
を
外
界
の
学
と
精
神
の
学
と
に
区
分
す
る 
。
外
界
の
学
と
は
自
然
科
学
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
精
神
の
学
と
は
内
的
状
態
を
対
象
と
す
る
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
数
学
が
提
供
す
る
よ
う
な
厳
密
な
把
握
形
式
を
欠

い
て
い
る
と
共
に
、
変
転
す
る
精
神
的
世
界
の
歴
史
学
的
伝
承
に
も
大
き
な
困
難
を
持
っ
て
い
る 
。
こ
の
よ
う
に
指
摘

す
る
彼
は
、
か
く
し
て
精
神
の
学
が
存
立
す
る
た
め
の
地
盤
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る 
。
し
か
し
内
界
を
扱
う
学
が

い
ま
だ
に
学
と
し
て
土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
出
発
点
が
内
界
に
あ
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
の

で
あ
る 
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
彼
に
と
っ
て
ま
ず
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
精
神
の
学
、
つ
ま
り
精
神
科
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
学
の
出
発
点
を
内
界
に
求
め
、
意
識
の
事
実
の
確
実
性
を
認
識
論
的
に
基
礎
づ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
課
題
こ
そ
、
一
八
八
〇
年
頃
に
「
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
と
し
て
具
体
的
に
着
手

さ
れ
、「
現
象
性
の
原
理
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、『
精
神
科

学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
に
従
っ
て
言
え
ば
、「
認
識
の
基
礎
づ
け
」
と
題
さ
れ
た
第
四
部
は
、
第
一
章
の
い

わ
ゆ
る
『
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
』
が
「
意
識
の
事
実
」
と
題
さ
れ
、
そ
の
第
一
節
が
「
現
象
性
の
原
理
」
で
始
ま
る 
。

（
９
）

（　

）
１０

（　

）
１１

（　

）
１２

（　

）
１３

（　

）
１４

（　

）
１５



「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
、
意

識
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
制
約
の
も
と
に
あ
る 
」。

か
く
し
て
こ
れ
が
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
出
発
点
に
な
る
。
し
か
し
、
意
識
の
事
実
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
『
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
』
で
表
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に

逢
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
認
識
論
的
基
礎
づ
け
は
こ
の
問
題
を
同
時
に
含
み
、
か
つ
そ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
第
一
章
「
意
識
の
事
実
」
に
続
く
第
二
章
「
外
界
の
知
覚
」
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、『
精
神

科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
に
よ
れ
ば
「
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
は
現
象
性
の
原
理
に
始
ま
る
六
つ
の
命
題
か
ら
な
り 
、

外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
そ
の
第
四
命
題
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
命
題
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
人
間
の
精
神
的
生
を
形
成
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
過
程
の
客
観
的
知 
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
精
神
科
学
に
お

け
る
知
の
客
観
性
を
目
指
し
て
、
そ
の
出
発
点
を
意
識
の
事
実
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け

と
外
界
の
実
在
性
の
問
題
の
解
決
が
課
題
と
し
て
生
じ
た
。
し
か
も
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
精
神
科
学
の
基
礎
づ

け
が
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
の
解
決
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
外
界
の
問
題
は

精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
概
念
枠
組
み
を
使
っ
て
解
決
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
一
つ
に
「
意
識
の
事
実
」
と
い
う
概
念
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
彼
が
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
出
発
点
を
意
識
の
事
実

に
求
め
る
な
ら
、
外
界
の
問
題
の
解
決
も
意
識
の
事
実
に
訴
え
る
ほ
か
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
も
意
識
の

事
実
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
が
ら
問
題
を
見
届
け
よ
う
。
実
際
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
一
八
六
七
・
六
八
年
の
『
バ
ー
ゼ

（　

）
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ル
論
理
学
』
の
中
で
外
界
の
問
題
を
提
示
し
、
そ
の
解
決
を
内
界
の
現
象
に
求
め
る
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
具
体
的
に

解
決
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
八
〇
年
頃
に
な
っ
て
「
意
識
の
事
実
」
と
い
う
概
念
が
表
明
的
に
語
ら
れ
て
か

ら
の
こ
と
で
あ
る
。

三　

意
識
の
事
実
と
覚
知

　
『
精
神
科
学
序
説
』
の
中
で
は
意
識
の
事
実
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
私
が
私
の
内
で
体
験
し
て
い
る
も
の
が
意
識
の
事
実
と
し
て
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
私
が
そ
れ
を
覚
知

（Innew
erden

     
     

）
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
の
事
実
と
は
、
私
が
覚
知
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い 
」。

こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
、
意
識
の
事
実
と
は
覚
知
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
覚
知
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
確
実
な
も

の
と
し
て
確
証
さ
れ
る
。
覚
知
は
意
識
の
事
実
の
認
識
論
的
基
礎
に
な
ろ
う
。
こ
の
関
係
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
同
年
の

『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
の
中
で
説
明
す
る
。

「
そ
の
よ
う
な
覚
知
が
あ
れ
ば
、
覚
知
の
中
で
は
、「
意
識
の
事
実
で
あ
る
」
と
「
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
」
と
は

ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
覚
知
は
こ
の
場
合
、
直
接
知
で
あ
り
、
覚
知
の
中
で
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
は
客
観
的

（　

）
１９



事
態
で
あ
る 
」。

意
識
の
事
実
の
直
接
的
把
握
が
覚
知
で
あ
る
。
覚
知
に
よ
っ
て
意
識
の
事
実
は
客
観
性
を
持
つ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
覚

知
は
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
最
終
的
な
拠
り
所
と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
学
の
出
発
点
が
意
識
の
事
実

に
あ
っ
て
も
、
そ
の
出
発
点
が
認
識
論
的
に
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
学
は
認
識

論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
内
界
の
意
識
を
自
ら
の
対
象
と
す
る
も
の
こ
そ
、

内
的
知
覚
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
も
先
に
見
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
内
的
知
覚
と
外
的
知
覚
の
区
分
に
基
づ

い
て
内
界
と
外
界
、
精
神
の
学
と
自
然
の
学
を
区
分
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
内
的
知
覚
や
内
的
観
察
と
い
う
意

識
の
在
り
方
と
、
覚
知
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
注
目
し
た
い
草
稿
が
あ
る
。
一
九
七
九
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
草
稿
『
経
験
の
哲
学
、
経
験
で
あ
っ
て
経
験
論
で

は
な
い 
』（
以
下
、『
経
験
の
哲
学
』
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
中
で
、
内
的
観
察
に
よ
っ
て
生
じ
る
ア

ポ
リ
ア
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
過
程
で
「
覚
知
」
を
語
る
。
そ
の
ア
ポ
リ
ア
と
は
、「
目
は
目
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
言
い
回
し
で
指
摘
さ
れ
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
私
の
内
的
な
働
き

を
そ
の
遂
行
中
に
生
き
生
き
と
観
察
し
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
、
観
察
さ
れ
る
私
と
観
察
す
る
私
に
二
分
さ
れ
、
観
察

す
る
主
体
の
私
お
よ
び
そ
の
働
き
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
捉
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
覚
知
と
い
う
概
念
を

導
入
す
る 
。
そ
の
さ
い
に
彼
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
今
、
私
は
内
的
経
験
の
限
界
に
つ
い
て
熟
考
し
て
い

る
。
さ
て
次
に
、
私
は
私
の
注
視
を
こ
の
問
題
の
証
明
の
方
に
向
け
る
。
そ
う
す
る
と
、
注
視
さ
れ
た
部
分
は
私
の
意

識
の
光
で
明
る
く
な
る
の
に
対
し
て
、
他
の
部
分
は
暗
く
な
り
、
目
立
た
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
目
立
た
な
く

（　

）
２０

（　

）
２１

（　

）
２２

第５章　実在性 ― 物質性と作用性

204



３　意識の事実と覚知

205

な
っ
た
部
分
の
想
起
は
不
完
全
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
が
あ
る
事
柄
か
ら
別
の
事
柄
に
注
意
を
向
け
直
し

た
と
き
に
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
、
注
視
の
働
き
に
は
、
そ
れ
に
「
気
づ
く
（gew

ahrw
erden

   
    
     

）」
と
い
う
働
き
が

伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
覚
知
と
呼
ば
れ
る
。

　

心
的
作
用
は
覚
知
を
含
み
、
覚
知
が
な
け
れ
ば
知
覚
が
成
立
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
外
的
知
覚
に
せ
よ
内
的
知
覚

に
せ
よ
、
自
分
で
は
決
し
て
気
づ
く
こ
と
の
な
い
知
覚
、
そ
う
し
た
知
覚
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
意
識
の
心
的
作
用
は
そ
の
対
象
と
な
る
も
の
を
目
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
覚
知
は
、
覚
知
さ
れ
る
心
的
作

用
の
方
を
向
い
て
そ
れ
を
客
観
と
し
て
措
定
す
る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
主
観
そ
れ
自
体
の
内
部
に
主
観
と
客
観

の
対
置
構
造
を
作
る
の
で
は
な
い
。
覚
知
は
ど
こ
ま
で
も
覚
知
さ
れ
て
い
る
心
的
作
用
と
同
じ
方
向
に
付
添
い
な
が
ら

そ
の
作
用
を
明
る
く
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
覚
知
に
お
い
て
は
そ
の
作
用
と
対
象
内
容
と
が
区
分
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る 
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
が
覚
知
と
い
う
概
念
を
集
中
的
に
導
入
し
、
分
析
し
て
い
る
の
は
、
右
に
見
た
『
経
験
の
哲
学
』
お
よ

び
『
記
述
心
理
学
の
草
稿 
』
な
ど
、
お
よ
そ
一
八
七
九
年
お
よ
び
一
八
八
〇
年
頃
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
科
学
の
認

識
論
的
基
礎
づ
け
が
具
体
的
に
着
手
さ
れ
た
一
八
八
〇
年
頃
の
『
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
』
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
覚
知
と
い
う
概
念
は
意
識
の
事
実
の
直
接
知
と
し
て
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
最
終
的
な

拠
り
所
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
着
手
が
可
能
と
な
っ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い 
。

　

そ
れ
と
共
に
第
二
に
注
目
し
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
引

き
受
け
ら
れ
た
の
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
一
八
六
七
・
六
八
年
の
『
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
』
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一

（　

）
２３

（　

）
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七
七
一
年
頃
の
『
一
八
七
五
年
の
論
考
の
た
め
の
予
備
研
究
』
の
中
に
お
い
て
、
国
家
に
関
し
て
そ
の
実
在
性
と
行
為

す
る
人
間
の
意
志
と
の
関
係
が
触
れ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が 
、
問
題
の
解
決
が
具
体
的
に
「
意
志
抵
抗
」
に
求
め
ら

れ
た
の
も
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
一
八
七
九
年
頃
の
『
経
験
の
哲
学
』
で
あ
り
、
一
八
八
〇
年
頃
の
『
記
述
心
理
学
の

草
稿
』
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
事
実
、
覚
知
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
導
入
分
析
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。

「
意
志
の
抵
抗
と
、
そ
れ
と
同
時
に
出
現
す
る
感
受
、
こ
れ
ら
が
私
の
外
を
構
成
す
る 
」。
あ
る
い
は
、「
わ
れ
わ

れ
が
実
在
性
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
が
外
界
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の

意
識
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
制
限
は
さ
し
あ
た
り
圧
力
に
お
い
て
直
接
的
に
体
験
さ
れ
る 
」。

　

そ
し
て
最
後
に
注
目
し
た
い
の
は
、
右
の
よ
う
な
意
志
と
意
識
と
の
関
係
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
一
八
八
〇
年
頃

の
『
記
述
心
理
学
の
草
稿
』
で
は
、
意
識
は
単
に
主
知
主
義
的
に
表
象
作
用
と
し
て
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
意

志
と
感
受
と
を
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
か
く
し
て
表
象
、
意
志
、
感
受
、
こ
れ
ら
が
「
生
の
過
程
（L

ebens

 
     -  

prozess

       
）」
の
三
つ
の
基
本
的
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
言
わ
れ
る
意
志
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
広
く

覚
知
し
て
い
る
精
神
の
能
動
性
を
意
味
し
、
ま
た
感
受
は
同
様
に
快
不
快
等
の
生
き
生
き
し
た
経
験
を
意
味
し
、
い
ず

れ
に
関
し
て
も
、「
意
志
の
覚
知
」
お
よ
び
「
感
受
の
覚
知
」
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る 
。
か
く
し
て
『
精
神
科
学
序

説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
に
お
け
る
第
四
巻
「
認
識
の
基
礎
づ
け
」
第
一
章
「
意
識
の
事
実
」
が
覚
知
に
よ
っ
て
認

識
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
第
二
章
「
外
界
の
知
覚 
」
に
お
け
る
外
界
の
実
在
性
は
、
意
志
の
覚
知
に
よ
っ

て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
表
象
、
意
志
、
感
受
、
こ
れ
ら
三
つ
の
働
き
に
応
じ
て
外
界
の

（　
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問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
表
象
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
も
の
が
私
の
前
に
立
て
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ

が
意
志
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
意
志
に
お
い
て
私
の
外
の
も
の
と
し
て
覚
知
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
感
受
に
お
い
て

知
覚
像
に
結
び
付
い
て
外
界
の
覚
知
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
こ
の
実
在
性
は
覚
知
の
中
で
与
え
ら
れ
、

...    .  　
覚
知
は
確
実
性
の
最
終
審
で
あ
る 
」。

　

こ
の
よ
う
に
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
具
体
的
に
解
決
す
る
こ
と
は
、
意
識
の
事
実
、
覚
知
、
そ
し
て
表
象
、
意
志
、

感
受
を
含
む
自
己
意
識
、
こ
れ
ら
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
中
で
現
れ
て
き
た
概
念
を
使
っ
て
遂
行
さ
れ
た
。
そ
れ
で

は
、
単
独
論
文
と
し
て
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
が
推
測
し
た
よ
う
に
、

精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
枠
内
で
は
解
決
し
え
な
い
よ
う
な
事
柄
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四　
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
に
お
け
る
「
実
在
性
の
問
題
」　

　

一
八
九
〇
年
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
中
で
も
、
基
本
的
概
念
と
な
る
の
は
「
意
志
抵
抗
」
で
あ
り
、「
実
在

性
の
意
識
」
で
あ
る
。
問
題
解
決
の
基
本
的
方
向
性
は
こ
れ
ら
の
概
念
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
伝

統
的
な
解
決
法
と
対
比
さ
せ
て
言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
外
界
の
実
在
性
は
、
従
来
、
悟
性
推
論
に

よ
っ
て
証
明
が
試
み
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
直
接
的
な
確
実
性
に
訴
え
ら
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
断
念
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
道
も
採
ら
な
い
。
本
書
第
一
章
を
振
り
返
れ
ば
、
証
明
の
試
み
は
デ
カ

ル
ト
に
お
い
て
、
直
接
的
な
確
実
性
に
訴
え
る
の
は
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
そ
し
て
断
念
す
る
道
は
バ
ー
ク
リ
ー
に
見
ら

（　

）
３１



れ
た
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
己
と
世
界
と
を
あ
ら
か
じ
め
区
分
し
て
お
い
て
悟
性
推
論
に
よ
っ
て
そ
の
隙
間
を

架
橋
す
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
外
界
の
実
在
性
が
自
己
と
同
じ
く
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る
と
す
る
の
で
も
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
自
己
生
（E

igenleben

 
         

）
と
外
的
世
界
と
の
区
分
が
未
だ
意
識
に
登
っ
て
こ
な
い
状
態
で
あ
る
心

的
生
（Seelenleben
           

）
か
ら
出
発
し
、
し
か
も
あ
る
媒
介
者
を
通
し
て
外
界
の
実
在
性
が
与
え
ら
れ
、
自
己
と
外
界

と
の
区
別
の
意
識
が
生
じ
る
、
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
解
と
な
る
。
そ
の
媒
介
者
と
は
、
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
か
ら
発
現
す
る
抵
抗
経
験
で
あ
る 
。
か
く
し
て
外
界
の

実
在
性
の
問
題
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
。

「
阻
止
そ
し
て
抵
抗
の
経
験
の
中
で
あ
る
力
の
現
在

機

機

機

機

機

機

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 
」、
す
な
わ
ち
外
界
の

「
実
在
性
の
意
識
が
出
現 
」
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
本
書
第
三
章
四 
― 
六
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
外機

的
な
力
」
の
「
外機

」
と

は
、
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
等
で
問
題
と
な
っ
た
観
念
の
所
在
と
し
て
の
〈
内
〉
に
対
す
る
〈
外
〉
で
は
な
く
、
意
志
的

志
向
に
対
し
て
〈
他
な
る
も
の
〉
と
し
て
作
用
す
る
も
の
、
抵
抗
経
験
の
中
で
分
岐
す
る
〈
自
〉
に
対
す
る
〈
他
〉
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
見
解
か
ら
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中

に
組
み
込
ま
れ
た
外
界
の
問
題
を
振
返
る
と
き
、
た
し
か
に
基
本
的
概
念
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
根
本
的
な
相
違
点
を

認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
双
方
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

（　

）
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）
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『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
の
中
で
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
「
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
の
第
四
命
題

で
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
確
実
に
、
わ
れ
わ
れ

に
非
依
存
的
な
外
界
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る 
」。
こ
こ
で
は
外
界
の
与
え
ら
れ
方
が
自
己
の
場
合
と
同
じ
で

あ
る
と
い
う
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、「
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 
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
等
し
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

与
え
ら
れ
方
は
、
意
志
抵
抗
を
媒
介
に
し
て
い
る
。「
意
志
が
自
分
自
身
に
与
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
意
志
に

抵
抗
す
る
も
の
が
意
志
に
直
接
与
え
ら
れ
る 
」。
こ
こ
で
も
自
己
と
外
界
の
与
え
ら
れ
方
が
同
じ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

要
す
る
に
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中
で
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
外
界
の
与
え
ら
れ
方
は
自
己
の
場

合
と
同
じ
く
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
外
界
に
関
す
る
知
は
自
己
の
場
合
と
同
様
に
客
観
的

で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
次
の
よ
う
に
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
た
め
に
は
、
外
界
に
関
す
る
知
は
自
己
の
場
合
と
同
様
に
覚
知
に
裏
打
さ
れ

た
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

主
客
の
区
分
が
未
だ
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
遡
り
、
そ
こ
か
ら
自
己
と
外
界
、
自
己
と
他
者
と
の
区
分
が
生
じ

る
仕
方
を
分
析
し
記
述
す
る
こ
と
は
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
に
は
不
必
要
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
を
越
え
て
い
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。

　

そ
し
て
こ
の
点
が
さ
ら
に
際
立
っ
て
く
る
の
が
他
者
の
実
在
性
に
関
し
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
他
者
の
場
合
に

は
特
殊
な
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
問
い
と
し
て
定
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
私
の
生
と
類
縁
的

（　

）
３５

（　

）
３６

（　

）
３７



な
他
者
の
生
の
統
一
体
は
、
私
と
独
立
に
存
在
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
実
在
し
て
い
る
の
か
、
も
し
実
在
し
て
い
る
な

ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
の
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
他
者
の
自
己
意
識
、
他
者
の
生
は
、
実
在
す
る
の
か
。

　
『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
回
答
は
次
の
通
り
で
あ
る 
。
ま
ず
、
他
者
の
内
的
状

態
は
「
類
比
推
論
に
同
等
の
過
程
」
を
通
し
て
認
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
知
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
類
比
推
論

で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
等
の
「
心
意
識
の
総
体
」
の
働
き
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
他
者
は
私
の
生
と
類
縁
的
な

生
の
統
一
体
で
あ
る
こ
と
が
生
の
感
受
に
よ
っ
て
確
信
さ
れ
て
い
る
。「
生
の
感
受
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
他
者
の
実
在

性
を
前
提
に
し
て
い
る 
」。
こ
れ
に
対
し
て
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
で
は
、
他
者
の
内
的
状
態
の

推
論
過
程
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
た
第
四
部
第
二
章
「
外
界
の
知
覚
」
で
は
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
に
続
く
第
三
章
「
内
的
知
覚
と
心
的
生
の
経
験
」
六
節
「
他
者
の
承
認
と
理
解
に
お
け
る
外
的
知
覚
と
内
的
知
覚

と
の
結
合
」
に
譲
ら
れ
る 
。
と
い
う
の
は
、
類
比
推
論
に
よ
っ
て
私
の
内
的
状
態
か
ら
他
者
の
外
面
的
表
出
を
経
て
他

者
の
内
的
状
態
を
推
論
す
る
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
外
界
の
知
覚
に
留
ま
ら
ず
「
外
的
知
覚
と
内
的
知
覚
と
の
結

合
」
だ
か
ら
で
あ
る 
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
基
本
的
な
問
い
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。「
他
者
の
実
在
性
の
問
題
」
と
い
う
言
い
回
し
で

問
題
に
さ
れ
、
解
決
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
そ
も
そ
も
「
外
界
の
実
在
性
の
問
題
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
問
題
の
取
り
扱
い
方
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
に
も
答
え
ら
れ
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
視
点
か

ら
答
え
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
、『
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
』
で
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に 
、
外
界
と
い
う
言
葉
が
個
々
の
事
物

や
人
物
の
総
体
を
名
指
す
な
ら
、
他
者
の
実
在
性
の
問
題
は
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
含
ま
れ
る
。
し
か
も
精
神
科
学

の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
は
外
界
を
扱
え
ば
十
分
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
中
で
取
り
立
て
て
他
者
の
実
在
性
を
問
題
に
す
る

（　

）
３８

（　

）
３９
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）
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必
要
は
な
い
。
実
際
、『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
お
よ
び
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
で
は
、

重
点
は
ど
こ
ま
で
も
、
個
々
の
事
物
や
人
物
な
ど
の
総
体
と
し
て
の
外
界
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
者
が
他
の
事

物
と
は
違
っ
て
私
と
類
縁
的
な
、
し
か
も
私
と
は
独
立
の
生
の
統
一
体
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

こ
れ
は
も
は
や
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
は
収
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
『
精
神
科
学
序
説
第

二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
で
見
た
よ
う
に
、
他
者
の
内
的
状
態
の
認
識
は
、
も
は
や
外
界
の
知
覚
を
越
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
お
よ
び
『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
で
は
、

「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
を
通
し
て
他
者
の
心
的
生
を
捉
え
る
と
い
う
道
が
採
用
さ
れ
、
し
か
も
前
者
の
中
で
は

第
二
章
「
外
界
の
知
覚
」
と
別
に
第
三
章
第
六
節
「
外
的
知
覚
と
内
的
知
覚
の
結
合
」
が
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
は
、
現
象
性
の
原
理
を
出
発
点
に
し
な
が
ら
、
他
者
の
実
在
性
の
問
題

が
、
す
な
わ
ち
、
他
者
の
身
体
に
留
ま
ら
ず
意
志
統
一
体
、
そ
し
て
生
の
統
一
体
の
実
在
性
が
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
執
拗
な
ほ
ど
に
個
々
の
他
者
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
子
供
と
母
親
、
そ
し
て
過

去
の
歴
史
上
の
人
物
な
ど
。
し
か
も
こ
れ
は
、
個
々
の
事
物
や
人
物
の
総
体
と
し
て
の
外
界
の
実
在
性
と
明
確
に
区
分

さ
れ
て
い
る
。
総
体
と
し
て
の
外
界
の
実
在
性
に
関
し
て
は
「
外
界
の
圧
力
」
と
い
う
節
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
子
供

が
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
例
に
挙
げ
ら
れ 
、
個
別
的
な
他
者
に
関
し
て
は
「
他
者
の
実
在
性
の
信
念
」

と
い
う
節
が
別
に
設
け
ら
れ
、
赤
ん
坊
に
対
す
る
母
親
の
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
物
体
的
客
体
に
比
べ
て
人
物
の
実
在

性
の
ほ
う
が
よ
り
強
力
で
第
一
次
的
に
出
現
す
る
と
見
な
さ
れ
る 
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の
実
在
性
の
扱
い

方
は
、『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
お
よ
び
『
精
神
科
学
序
説
の
た
め
の
講
義
』
と
較
べ
て
ど
こ
が
異

（　

）
４３
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）
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な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
叙
述
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
他
者
は
身
体
的
に
出
現
す
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
外
に
い
る
人
物
の
像
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
も
、
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
抵
抗
で
あ
り
、

圧
力
で
あ
り
、
変
転
す
る
感
覚
の
集
合
で
あ
る
。....

 
   　
ま
さ
し
く
抵
抗
経
験
に
お
い
て
の
み
、
他
の
人
間
は
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
ま
ず
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
な
し
に
他
の
身
体
は
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
決
し
て
存
在
し
な
い 
」。

し
か
し
他
者
は
身
体
と
し
て
出
現
す
る
の
み
で
は
な
い
。

「
外
部
か
ら
規
定
し
て
く
る
意
志
の
実
在
性
が
、
父
と
子
、
夫
と
妻
、
主
人
と
家
臣
の
一
次
的
な
関
係
の
中
で
類

比
推
論
と
同
等
の
過
程
を
介
し
て
最
初
に
生
き
生
き
と
経
験
さ
れ
る
。
こ
こ
で
他
者
の
生
の
統
一
体
の
実
在
性
を

色
づ
け
、
強
力
に
す
る
感
情
お
よ
び
意
志
の
過
程
は
、
支
配
、
依
存
、
協
同
か
ら
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

中
で
、
汝
が
体
験
さ
れ
、
私
も
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
深
ま
る 
」。

他
者
の
意
志
の
実
在
性
の
体
験
は
、
汝
の
体
験
で
あ
り
、
汝
の
感
情
な
ど
の
追
体
験
を
通
し
て
、
他
者
を
私
同
様
に
自

己
目
的
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
、
か
く
し
て
他
者
の
「
生
の
統
一
体
の
実
在
性
を
、
最
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
濃
密

化 
」
に
お
い
て
経
験
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者
の
意
志
統
一
体
の
実
在
性
経
験
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
叙
述

（　

）
４５

（　

）
４６

（　

）
４７
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の
上
で
は
、
身
体
か
ら
意
志
へ
、
そ
し
て
意
志
か
ら
生
の
統
一
体
へ
向
か
う
。
そ
し
て
彼
は
、
歴
史
上
の
人
物
を
、
つ

ま
り
身
体
的
に
は
現
在
化
し
て
い
な
い
人
物
を
例
に
挙
げ
る
。

「
ル
タ
ー
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
、
あ
る
い
は
ゲ
ー
テ
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
、
こ
れ
ら
の
力
強
い
人
物
が
歴
史
の
中
で
ま
す
ま
す
広
い
範
囲
に
及
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
。
彼
ら
の
偉
大
な
人
格
が
力
強
い
意
志
で
わ
れ
わ
れ
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
で
あ
る 
」。

彼
は
こ
こ
で
、
す
で
に
存
在
し
な
い
他
者
の
意
志
の
力
で
さ
え
わ
れ
わ
れ
に
作
用
し
、
こ
の
ゆ
え
に
実
在
的
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
叙
述
の
過
程
を
見
れ
ば
、
従
来
と
決
定
的
に
異
な
る
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
他
者
の
意
志
が
作
用
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
意
志

が
私
の
意
志
に
対
し
て
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
意
志
に
抵
抗
経
験
が
引
き
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
か
ら
分
離
し
た
あ
る
外
的
力 
」
の
現
前
と
し
て
、
ま
さ
し
く
他
者
の
意
志
の
力
の
現
前
と
し
て
、

意
識
の
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
者
の
意
志
の
実
在
性
は
、「
作
用
」
と
い
う
点
で
覚
知
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
点
か
ら
さ
ら
に
、「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
へ
、
と
り
わ
け
「
同
等
の
」
と
い
う
言
い
回
し
に
含
意
さ
れ

て
い
る
事
柄
の
解
明
へ
向
か
う
前
に
（
本
書
第
六
章
一
）、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
作
用
性
と
実
在
性
と
の
関
係
に

（　

）
４８

（　

）
４９



つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

五　

物
質
性
と
作
用
性

　

以
上
の
よ
う
に
他
者
の
実
在
性
に
関
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
叙
述
を
見
る
な
ら
ば
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
は
現
象

性
の
原
理
を
出
発
点
に
し
な
が
ら
も
、
一
八
七
九
・
八
〇
年
頃
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
外
界
の

問
題
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
の
試
み
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
試
み
は
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
お
け
る
外
界
の
問
題

の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
放
擲
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
、
精
神
科
学
の
核
心
へ
い
た
る
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
精
神
科
学
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
歴
史

上
の
人
物
の
生
を
も
対
象
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
他
者
の
生
の
問
題
こ
そ
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
核
心
的
問

題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
に
、
作
用
性
と
い
う
考
え
方
が
導
入
さ
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
は
次
の
問
い
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
作

用
性
か
ら
他
者
の
実
在
性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
中
で
語
ら
れ
て
き

た
「
外
界
の
実
在
性
」
の
場
合
と
較
べ
、
そ
も
そ
も
の
「
実
在
性
」
と
い
う
語
の
意
味
合
い
が
根
本
的
に
異
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
で
は
実
在
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
。
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「
意
志
は
抵
抗
を
及
ぼ
す
も
の
を
自
ら
の
外
に
覚
知
す
る
。....

 
   　
触
覚
が
事
物
性
（
実
在
性
、
物
質
性
）
を
確
信

す
る
根
本
感
官
で
あ
る
の
は
、
こ
の
点
に
基
づ
く 
」。 

 

「
わ
れ
わ
れ
が
直
接
覚
知
す
る
す
べ
て
の
実
在
性
は
物
質
性
で
あ
り
、
心
的
出
来
事
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い 
」。  

「
実
在
性
と
は
、
自
己
の
外
で
の
自
存
的
存
立
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
で
は
、
外
界
の
現
実
性
は
物
質

性
と
い
う
事
実
を
含
む 
」。

こ
の
よ
う
に
実
在
性
は
基
本
的
に
自
立
的
存
在
（
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
）
を
意
味
し
、
し
か
も
そ
れ
は
事
物
性
、

物
質
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
子
供
に

作
用
す
る
母
親
は
「
最
初
に
充
実
し
た
実
在
性
」
と
さ
れ
、
ま
た
過
去
の
歴
史
的
人
物
に
つ
い
て
も
、「
彼
ら
の
偉
大

な
人
格
が
力
強
い
意
志
の
力
で
わ
れ
わ
れ
に
作
用
す
る
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
で
あ
る 
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
作
用
性
が
実
在
性
概
念
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
歴
史
上
の

人
物
は
、
身
体
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
感
覚
に
与
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
物
質
性
と
い
う
意
味
で
の
実
在
性

概
念
は
、
こ
こ
で
は
成
立
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
実
在
性
の
多
様
な
意
味
に
関
し
て
作
用
性
と
物
質
性
と
い

う
二
つ
の
観
点
か
ら
道
筋
を
つ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

さ
し
あ
た
り
問
題
の
出
発
点
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
出
発
点
に
な
る
の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
物

体
あ
る
い
は
外
界
の
実
在
性
は
主
観
と
の
関
係
で
問
題
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
基
本
的
に
主
観
に
非
依
存
的
な
存
在
を

意
味
し
た
。
デ
カ
ル
ト
で
は
、「
我
思
う
、
我
在
り
」
に
お
い
て
「
我
在
り
」
の
確
実
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
以
外
の
も
の
、
つ
ま
り
物
体
の
存
在
が
そ
の
観
念
の
由
来
を
問
う
と
い
う
仕
方
で
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ

（　

）
５０

（　

）
５１

（　

）
５２

（　

）
５３



れ
は
単
に
主
観
が
創
作
し
た
観
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
心
の
外
の
モ
ノ
に
由
来
し
、
外
の
モ
ノ
の
モ
ノ
性
（realitas

        
）

を
持
っ
て
い
る
の
か
。
も
し
後
者
で
あ
れ
ば
、「
観
念
の
客
体
的
モ
ノ
性
は
ま
さ
し
く
そ
れ
と
同
じ
モ
ノ
性
を
含
ん
で

い
る
原
因
を
要
求
す
る 
」
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
見
解
を
出
発
点
に
し
て

実
在
性
の
意
味
を
い
く
つ
か
見
出
し
て
き
た
。
そ
れ
を
改
め
て
作
用
性
と
物
質
性
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
な
が
ら
、

両
概
念
を
明
確
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
ラ
テ
ン
語
に
即
し
て
見
れ
ば
、
実
在
性
は
モ
ノ
の
モ
ノ
性
と
し
て
モ
ノ
に
固
有
な
性
質
、
あ
る
い
は
モ
ノ
に
固

有
な
存
在
性
、
モ
ノ
へ
の
帰
属
性
な
ど
を
含
意
し
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
で
は
モ
ノ
性
は
モ
ノ
的
存
在
性

と
し
て
理
解
さ
れ
、
し
か
も
、
物
体
と
し
て
の
モ
ノ
が
主
観
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
体
の
実
在

性
は
、
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
と
共
に
、
意
識
存
在
に
対
す
る
物
質
的
存
在
性
を
も
含
意
し
た
。
カ
ン
ト
が
実
在

性
を
事
象
性
（Sachheit

        
）
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
言
う
場
合
が
こ
れ
に
当
ろ
う
。
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
、
精
神
科
学

の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中
で
実
在
性
を
事
物
性
や
物
質
性
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
使
い

方
に
依
拠
し
て
い
る
。

　

次
に
、
デ
カ
ル
ト
が
物
体
と
主
観
に
因
果
律
を
適
用
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
実
在
性
概
念
に

作
用
性
が
含
意
さ
れ
る
道
筋
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
観
念
の
原
因
が
外
の

物
体
に
求
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
原
因
性
は
、
物
体
が
心
に
作
用
し
て
そ
の
結
果
と
し
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

観
念
を
引
き
起
す

機

機

機

機

機

（w
irken,

 
       

efficiere

         
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
作
用
因
（causa

efficiens

               
）
で
あ
っ
た 
。
こ
こ
か
ら
、
物
体
の
持
つ
因
果
的
作
用
と

い
う
意
味
を
強
調
し
、
そ
れ
を
物
体
の
本
質
と
見
な
し
た
人
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
挙
げ
る

（　

）
５４

（　

）
５５

（　

）
５６
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こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
ラ
テ
ン
語res

 
  
（
モ
ノ
）
に
由
来
す
るrealitas

 
       
（
モ
ノ
性
）
と
し
て
のR

ealitä

 
      t  

（
実
在
性
）
と
い
う
語
の
代
り
に
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
結
果
（W
irkung

 
      
）
を
含
意
す
るW

irklichkeit

 
           
（
現
実
性
）

と
い
う
語
の
方
が
、
物
体
の
性
質
を
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
と
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
一
つ
の
思
考
の
転
換
を

見
た
。
彼
に
と
っ
て
物
質
的
事
物
と
は
、
自
ら
の
状
態
が
原
因
と
な
っ
て
他
の
物
質
の
状
態
変
化
を
結
果
と
し
て
引
き

起
す
も
の
、
す
な
わ
ち
、
結
果
を
引
き
起
す
も
の
と
し
て
の
「
現
実
的
な
も
の
（W

irkendes,W
irkliches

 
           
         
）」
で
あ

る
。
彼
に
あ
っ
て
は
カ
ン
ト
と
同
じ
く
因
果
性
が
主
観
の
根
本
形
式
で
あ
る
以
上
、
因
果
的
な
物
質
界
は
私
の
表
象
に

な
る
。
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
因
果
律
は
デ
カ
ル
ト
と
異
な
り
、
物
質
的
事
物
の
本
質
と
し

て
個
々
の
物
体
の
間
で
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
物
体
と
主
観
と
の
間
に
因
果
関
係
は
適
用
さ
れ
な
い
。「
主
観
は

根
拠
律
の
妥
当
範
囲
の
外
に
あ
る 
」。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
物
体
と
主
観
と
の
間
に
因
果
律
を
適
用
し
て
物
体
の
実

在
生
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
思
弁
的
道
は
排
斥
さ
れ
、
問
題
は
夢
と
覚
醒
の
問
題
に
転
換
す
る
。

そ
れ
は
、「
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 
」
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。

「
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
類
に
入
れ
べ
き
で

あ
る 
」。
こ
こ
か
ら
実
在
性
概
念
は
、
夢
な
ど
の
虚
無
性
に
対
す
る
存
在
の
真
実
性
あ
る
い
は
真
実
の
存
在
性
と
し
て

理
解
さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
第
三
に
新
た
に
注
目
し
た
い
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
命
題
「
世
界
は
私
の
表
象
で

あ
る
」
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
先
に
見
た
一
八
七
九
年
頃
の
『
経
験
の

哲
学
』
の
中
で
現
象
性
の
原
理
を
説
明
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る
」
と

い
う
命
題
は
、
現
象
性
の
原
理
を
表
象
活
動
に
の
み
制
限
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
夢
観
念
論
は
現
実
性
と
い
う
概

（　

）
５７

（　

）
５８

（　

）
５９



念
を
表
象
へ
制
限
し
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る 
」。
た
し
か
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
反
主
知
主
義
的
傾
向
か
ら
自
己
意
識
を

表
象
の
み
な
ら
ず
意
志
と
感
受
と
い
う
要
素
か
ら
も
考
え
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
批
判
は
こ
の
地

点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
じ
草
稿
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
用
語
的
に
は

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
下
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
に
引
用
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
批
判
の

一
文
「
夢
観
念
論
は
現
実
性
と
い
う
概
念
を
表
象
へ
制
限
し
た
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
「
現
実

性
」
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
実
在
性
」
に
代
え
て
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
あ
る
場
所
で
実
在
性
を
経
験
す
る
こ
と
と
抵
抗
を
経
験
す
る
こ
と
は
同
一
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
物
質

性
と
し
て
誤
っ
て
定
義
さ
れ
て
き
た
が
、
現
実
性
と
し
て
定
義
で
き
る 
」。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
物
質
の
本
性
を
表
す
の
に
ラ
テ
ン
語
に
由
来
す
る
実
在
性
に
代
え
て
ド
イ
ツ
語
で
作
用
や
結

果
を
含
意
す
る
現
実
性
を
使
っ
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
抵
抗
経
験
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
実
在
性
を
表
す
の

に
物
質
性
で
は
な
く
現
実
性
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
『
経
験
の
哲
学
』
で
は
、「
現
実
性
（W

irklichkeit

 
           
）」

と
い
う
語
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
同
様
に
「
作
用
（w

irken
 
     

）」
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
実
在
性
の

抵
抗
経
験
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
規
定
さ
れ
る
意
志
と
感
情
は
、
意
志
と
感
情
を
規
定
す
る
も
の
を
、
現
実
的
な
も
の
（W

irkliches

 
         
）、
す
な
わ

ち
、
作
用
す
る
も
の
（W

irkendes

 
        
）
と
し
て
自
ら
に
持
つ 
」。

（　

）
６０

（　

）
６１

（　

）
６２

第５章　実在性 ― 物質性と作用性

218



５　物質性と作用性

219

ま
た
、
現
象
性
の
原
理
で
も
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
事
物
と
し
て
私
の
自
己
か
ら
区
別
さ
れ
る
現
実
的
な
も
の
は
、
心
的
事
実
と
し
て
の
み
存
在
す
る 
」。

こ
こ
で
言
う
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
、「
自
己
か
ら
区
別
さ
れ
」
た
も
の
と
し
て
、
実
在
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
現
象
性
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
現
実
的
な
も
の
と
は
、
私
の
心
的
総
体
の
中
で
作
用
す
る
も
の
で
あ
る 
」。

か
く
し
て
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
作
用
性
は
因
果
性
と
し
て
表
象
と
し
て
の
物
質
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の

に
対
し
て
、
そ
れ
を
夢
観
念
論
と
し
て
批
判
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
作
用
性
は
外
界
の
抵
抗
経
験
に
お
け
る

心
的
総
体
の
作
用
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
〈
作
用
す
る
も
の
（W

irkendes

 
        
） ― 
現
実
的
な
も
の
（W

irkliches

 
         
） ―

現
実
・
現
実
性
（W

irklichkeit

 
           
）〉
と
い
う
語
の
連
関
が
、
一
八
七
九
年
お
よ
び
一
八
八
〇
年
頃
に
な
っ
て
使
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
八
、
一
九
、
二
〇
巻
を
見
る
か
ぎ
り
、
精
神
の
学
と
の
連

関
で
「
精
神
的
世
界
」
と
い
う
語
は
早
く
か
ら
使
わ
れ
て
お
り 
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
現
代
の
国
家
、
文
学
文

芸
、
芸
術
、
学
の
世
界
」「
文
化
民
族
の
産
物 
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
歴
史
が
加
わ
っ
て
「
歴
史
的
生 
」「
歴
史
的
事
実 
」

さ
ら
に
「
歴
史
的
世
界 
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
は
一
八
七
四
年
頃
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
八
七
九
年
頃
と

（　

）
６３

（　

）
６４

（　

）
６５

（　

）
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）
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）
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（　

）
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推
定
さ
れ
る
『
経
験
の
哲
学
』
で
は
、
哲
学
が
経
験
の
学
で
あ
る
と
共
に
、
経
験
の
対
象
と
し
て
「
現
実
」
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
現
実
が
精
神
科
学
の
対
象
と
さ
れ
、「
歴
史
的
社
会
的
現
実
」
と
い
う
定
式
を
受
け
た
の
は
、
一
八
八

三
年
の
『
精
神
科
学
序
説
』
に
ほ
か
な
ら
な
い 
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
二
つ
の
道
筋
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
意
識
の
事
実
か
ら

出
発
し
て
、
一
方
で
は
そ
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
た
め
に
覚
知
そ
し
て
自
己
意
識
の
在
り
方
の
分
析
へ
進
ん
だ
道
。

も
う
一
つ
は
、
同
じ
く
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
心
的
総
体
の
中
で
作
用
す
る
も
の
、
こ
の
意
味
で
現
実
的

な
も
の
、
そ
し
て
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
の
現
実
へ
い
た
る
道
で
あ
る
。
前
者
は
精
神
科
学
の
方
法
の
側
面
、
後
者

は
そ
の
対
象
の
側
面
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
後
者
の
道
筋
で
実
在
性
が
現
実
性
と
同
義
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
実
在
性
は
、
経
験
と
そ
の
相
関
者
で
あ
る
現
実
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る 
」。「
実
在
性
、
現
実
性

は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
生
の
全
体
に
与
え
ら
れ
て
い
る 
」。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
実
在
性
と
い
う
語
は
、
主
観
へ
の
非
依
存
性
と
い
う
基
本
的
意
味
に
基
づ
い
て
、

一
方
で
は
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中
で
物
質
性
の
意
味
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
他
方
で
、
精
神
科

学
の
対
象
を
形
成
す
る
過
程
で
作
用
性
の
意
味
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
作
用
（w

irken

 
     

）」
は
「
作
用

す
る
も
の
（W
irkendes

 
        
）」、「
現
実
的
な
も
の
（W

irkliches

 
         
）」、
そ
し
て
「
現
実
（W

irklichkeit

 
           
）」
と
い
う
語
に

連
な
り
な
が
ら
一
八
七
九
年
頃
か
ら
一
八
八
三
年
に
か
け
て
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
の
「
歴
史
的
社
会
的
現
実
」
と

い
う
定
式
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
語
連
関
が
現
象
性
の
原
理
に
現
れ
た
の

は
一
八
七
九
年
頃
の
『
経
験
の
哲
学
』
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
現
象
性
の
原
理
お
よ
び
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ

け
の
文
脈
で
前
面
に
出
て
く
る
の
は
、
物
質
性
と
し
て
の
実
在
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
九
〇
年
の
『
外
界
の
実
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在
性
論
考
』
に
い
た
っ
て
、
他
者
の
実
在
性
が
意
志
的
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
実
在
性
を
作
用
か
ら
理
解
し
て
精
神
科
学
の
対
象
を
現
実
性
概
念
に
求
め
る
試
み
、
そ
し
て
他
者
の
心
的
統

一
体
の
実
在
性
の
問
題
を
解
決
す
る
試
み
、
こ
れ
ら
双
方
の
試
み
が
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
文
脈

を
離
れ
て
、
単
独
論
文
と
し
て
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
融
合
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
錯
綜
し
た
道
筋
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
内
的
世
界
か
ら
出
発
し
た

精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
解
く
こ
と
は
急
務
と
な
る
が
、
そ
こ
で
は
と
り

わ
け
他
者
の
実
在
性
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
他
者
も
含
め
た
外
界
の
実
在
性
は
伝
統
的

な
意
味
で
、
つ
ま
り
、
主
観
へ
の
非
依
存
的
存
在
性
、
そ
し
て
意
識
存
在
に
対
す
る
物
質
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
こ
の
理
解
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
対
象
が
歴
史

的
社
会
的
現
実
と
し
て
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
他
者
の
実
在
性
は
、
単
に
伝
統
的
な
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
吸
収
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
精
神
科
学
に
固
有
な
対
象
を
形
成
す
る
。
と
い
う
の
は
、
認
識
論
的
基
礎
づ
け
で
は
、
ま

ず
問
題
に
な
る
の
は
意
識
に
対
す
る
総
体
と
し
て
の
外
界
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
他
者
の
心
的
総
体
、
生
の
統
一
体
、

し
か
も
す
で
に
存
在
し
な
い
歴
史
上
の
人
物
の
出
会
い
に
お
け
る
実
在
性
は
、
伝
記
そ
し
て
自
伝
と
し
て
、
精
神
科
学

に
固
有
な
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
の
実
在
性
は
、
物
質
性
と
い
う
よ
り
は
、
作

用
す
る
、
働
き
か
け
る
、
影
響
を
及
ぼ
す
、
な
ど
の
意
味
を
含
む
ド
イ
ツ
語w

irken

 
     

を
根
と
す
る
抽
象
名
詞W

irk

  
   -  

lichkeit

        
（
作
用
性
）
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
物
質
に
お
け
る
因
果
的
作
用
と
い
う
よ
り

は
、
心
的
総
体
に
お
け
る
作
用
で
あ
る
。
他
者
と
の
出
会
い
は
、
相
互
に
影
響
し
合
う
生
の
連
関
だ
か
ら
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
よ
う
な
作
用
性
に
、
心
的
統
一
体
の
実
在
性
を
、
し
た
が
っ
て
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
の
歴
史



的
社
会
的
現
実
を
、
読
み
取
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
実
在
性
を
モ
ノ
の
モ
ノ
性
に
基
づ
い
て
物
質
性
へ
向
け
て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
作
用
す
る
現
実
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
へ
の
転
換
は
、
実
在
性
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換

え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
新
た
に
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
共
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
外
界
の
実
在

性
の
問
題
が
他
者
の
実
在
性
の
問
題
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
地
点
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
を
再
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

他
者
の
不
在
性

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
展
開
し
た
批
判
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
彼
自
身
の
問
い
で
あ
る
存
在

一
般
の
意
味
へ
の
基
礎
存
在
論
的
問
い
に
基
づ
き
、
現
存
在
の
存
在
体
制
で
あ
る
世
界
内
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ

れ
て
い
た 
。
論
点
の
み
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
存
在
一
般
か
ら
す
れ
ば
実
在
性
は
一
つ
の
存
在
様
態
で
あ

り
、
外
界
は
実
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
現
存
在
が
す
で
に
世
界
へ
向
か
っ
て
外
に
出
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
擬
似

問
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
は
少
な
く
と
も
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批
判
す
る
よ
う
な
「
無
世
界
的
な
主
観
」
の
想
定
か
ら
出

発
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
問
題
設
定
を
擬
似
問
題
と
し
て
消
去
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己

と
客
観
と
の
区
分
が
未
だ
意
識
さ
れ
て
な
い
状
態
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
区
分
の
出
現
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

（　
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そ
の
一
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
は
、「
意
志
抵
抗
」
と
「
実
在
性
の
意
識
」
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
本
的
概
念
に

も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
批
判
は
、
存
在
論
的
前
提
を
掘
り
起
す
と
い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

抵
抗
経
験
は
、
抵
抗
す
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
存
在
論
的
前
提
は
世
界
の
開
示
で
あ
る
。
実
在
性
の

意
識
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
は
世
界
内
存
在
の
一
つ
の
在
り
方
と
な
る 
。
要
す
る
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば

デ
ィ
ル
タ
イ
は
存
在
論
的
な
基
礎
を
ま
っ
た
く
無
規
定
な
ま
ま
放
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
の
批
判
に
関
し
て
注
意
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
観
点
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
観
点
は
そ
も
そ
も

次
元
が
異
な
っ
て
お
り
、
決
し
て
相
反
・
排
斥
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
は
存
在
論
的
次
元
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
次
元
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
分
析
の
方
向
性
を
簡
単
に

見
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
現
存
在
と
存
在
者
と
の
事
実
的
な
交
渉
つ
ま
り
存
在
者
的
な
交
渉
が
成
立
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
条
件
と
し
て
何
が
事
実
的
経
験
に
先
だ
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
存
在
論
的
に
必
要
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
の
が
世
界
の
開
示
に
ほ
か
な
ら
な
い 
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ

イ
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
で
も
な
く
、
ま
た
経
験
論
で
も
合
理
論
で
も
な
く
、
ま
さ
し
く
『
経
験
の
哲
学
』
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
彼
の
次
元
は
、
事
実
的
な
経
験
の
次
元
と
し
て
、
意
識
の
事
実
に
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
作
用
を
及
ぼ

し
て
い
る
現
実
的
な
も
の
に
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
次
元
の
関
係
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
を
使
え
ば
、
存
在
者
的
な

事
実
の
次
元
と
そ
の
存
在
論
的
成
立
条
件
の
次
元
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
決
し
て
排
除
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。
存
在

論
的
な
条
件
を
求
め
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
放
置
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
存
在
者
的
な
事
実
は
十
分
、
分
析
記
述
で
き
る
。

逆
に
存
在
者
的
事
実
を
網
羅
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
存
在
論
的
条
件
が
た
だ
ち
に
真
正
性
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
実
在
性
の
問
題
が
他
者
の
実
在
性
へ
突
き
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て

（　

）
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ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
が
実
在
性
の
問
題
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
の
反
問
と
な
ろ
う
。
他
者
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
に
は
、
他
の
現
存
在
と
共
に
あ
る
と
い
う
共
存
在
（M

itsein

 
      

）
が
現
存
在
に
本
質
的
と
さ
れ
、

道
具
に
対
す
る
関
係
が
配
慮
（B

esorge

 
      
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
他
者
に
対
し
て
は
顧
慮
（F

ürsorge

 
       
）
と
し
て
規
定

さ
れ
る
。
し
か
し
彼
の
分
析
に
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
求
め
た
よ
う
な
他
者
は
現
れ
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ

う
に
存
在
者
的
な
事
例
を
多
く
挙
げ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
実
存
論

的
な
分
析
に
は
原
理
的
に
他
者
の
出
現
す
る
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
問
い
の
立
て
方
自
体
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の

点
を
見
て
お
こ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
場
合
に
は
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
中
で
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
以
前
へ
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
自
己
と
他
者
と
を
区
別
す
る
意
識
の
出
現
が
問
題
に
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、「
自
己
意
識
は
外

界
の
相
関
的
事
実
で
あ
る
。
一
方
は
他
方
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い 
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
が
成
立
す
る
た
め

に
は
他
者
も
含
め
て
自
己
以
外
の
〈
他
な
る
も
の
〉
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
、
他
者
の
実
在
性
の
問
題
は

自
己
の
実
在
性
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
他
者
の
実
在

性
の
問
題
へ
展
開
し
て
い
っ
た
外
界
の
実
在
性
の
問
題
を
擬
似
問
題
と
し
て
斥
け
た
か
ら
こ
そ
、
他
者
と
自
己
と
の
区

別
の
成
立
を
説
く
必
要
は
な
く
な
り
、
問
い
設
定
自
体
が
変
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
は
、
最
も
固
有
な
自
己
の
死
へ

先
駆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
固
有
な
仕
方
で
自
己
の
可
能
性
が
選
択
さ
れ
た
と
き
、
固
有
機

機

（eigen

     

）
な
自
己
、
つ

ま
り
本
来
機

機

的
（eige

    n  

tlich

     

）
な
自
己
に
な
り
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
は
非
本
来
的
な
〈
ひ
と
＝
自
己
〉
に
な
る
。

こ
こ
で
の
眼
目
は
可
能
性
を
最
も
自
己
的
に
選
択
す
る
か
否
か
に
あ
り
、
本
来
的
自
己
の
成
立
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、

（　

）
７６
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ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
固
有
な
も
の
で
あ
っ
て
、〈
他
な
る
も
の
〉
で
は
な
い
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
指
摘
を
想
起
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

『
存
在
と
時
間
』
で
は
他
人
（autrui

      
）
と
の
関
係
は
現
存
在
の
存
在
論
的
構
造
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
存
在
の
ド
ラ
マ
の
中
で
も
実
存
論
的
分
析
論
の
中
で
も
い
か
な
る
役
割
も
果
し
て
い
な
い 
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
他
人
と
〈
他
（autre

     
）〉、
と
り
わ
け
「
他
人
と
の
関
係
、
そ
れ
は
〈
他
な
る
も
の
〉
の

不
在
で
あ
る 
」
と
い
う
一
文
に
立
ち
入
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
今
見
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
お
い
て
自
己
の
成
立
に
と
っ
て
〈
他
な
る
も
の
〉
は
必
要
条
件
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
、『
存
在
と
時
間
』

の
実
存
論
的
分
析
論
の
問
い
設
定
の
枠
組
み
か
ら
必
然
的
に
帰
結
し
た
原
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
い
回
し
を
借
用
し
て
実
存
論
的
な
他
者
不
在
と
呼
ん
で
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
中
に
も
う
一
つ
の
他
者
不
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
実
存
論
的
分
析
論
は
現
存
在
の
日
常
的
な
在
り
方
の
分
析
に
始

ま
る
が
、
こ
の
日
常
性
自
体
が
他
者
不
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
存
在
の
日
常
的

な
在
り
方
は
、
さ
し
あ
た
り
、〈
ひ
と
＝
自
己
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
誰
で
も
あ
っ
て
誰
で
も
な
い
自
己
で
あ
り
、
自
己

の
固
有
性
を
持
た
ず
、
平
均
的
な
在
り
方
の
自
己
で
あ
る 
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
自
己
の
固
有
の
在
り
方
、
と
同

時
に
、
他
者
の
固
有
の
在
り
方
、
し
た
が
っ
て
双
方
の
区
別
は
平
坦
化
さ
れ
、
均
一
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

他
者
は
な
る
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
が
、
他
者
の
他
者
た
る
固
有
性
が
不
在
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を

他
者
性
の
不
在
と
呼
ん
で
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
他
者
性
の
不
在
は
同
時
に
自
己
性
の
不
在
で
も
あ
る
。

　

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
現
れ
た
実
存
論
的
な
他
者
の
不
在
と
他
者
性
の

（　

）
７７

（　

）
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（　

）
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不
在
は
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
の
発
現
を
求
め
た
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
見
れ
ば
、
し
か
も
彼
が
問
題
に
し
た
他
者
の
実

在
性
そ
し
て
作
用
性
と
し
て
の
実
在
性
概
念
か
ら
見
れ
ば
ど
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
い

く
つ
か
の
論
点
を
出
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
他
者
の
実
在
性
に
関
す
る
他
者
論
と
い
う
よ
う
な
体
系
的
な
論
を
目
指
し

た
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
少
な
い
基
本
的
な
概
念
で
、
よ
り
豊
か
な
事
実
的
生
の
諸
相
を
ど
こ
ま
で
分
析
記
述
で
き
る

か
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。

七　

作
用
性
と
し
て
の
実
在
性　

　

ま
ず
、
実
在
性
と
い
う
概
念
は
基
本
的
に
主
観
に
非
依
存
的
存
在
性
と
し
て
理
解
さ
れ
、
し
か
も
こ
こ
で
は
物
質
性

と
い
う
よ
り
も
作
用
性
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
過
去
の
人
物
は
わ
れ
わ
れ
に
身
体
的
に
出
現
し
え
な

い
。
た
と
え
ば
あ
る
人
物
の
伝
記
を
読
ん
で
そ
の
人
物
の
実
在
性
を
覚
知
し
、
そ
れ
か
ら
影
響
（
作
用
）
を
受
け
る
、

と
い
う
こ
と
が
日
常
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
実
在
性
経
験
は
抵
抗
経
験
と
し
て
意
志
と
そ
の
阻
止
か
ら
成
り
立
つ
が
、

日
常
に
お
け
る
他
者
と
の
出
会
い
に
お
い
て
、
そ
の
作
用
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
あ
ろ
う
。
私
の
意
志
が
阻
止
さ
れ
た
り
、

あ
る
い
は
他
者
の
意
志
が
私
に
対
し
て
圧
倒
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
逆
に
、
身
体
的
に
は
他
者
が
現
前
し
、
そ
の
か
ぎ

り
で
感
覚
的
に
作
用
し
て
い
て
も
、「
居
る
の
か
居
な
い
の
か
分
か
ら
な
い
」、「
存
在
感
が
な
い
」
と
い
う
具
合
に
表

現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
意
志
的
な
作
用
性
が
希
薄
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
在
性
概
念
を
、
広
義
に
は
人

間
以
外
の
事
物
に
使
い
、
ま
た
狭
義
に
は
人
間
も
事
物
も
含
め
て
一
つ
の
存
在
様
態
と
し
て
解
釈
し
、
抵
抗
経
験
を
存
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７　作用性としての実在性

在
者
の
発
見
と
し
て
解
釈
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
多
様
な
出
会
い
の
諸
相
を
記
述
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
に
、
右
の
よ
う
な
作
用
の
仕
方
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
己
性
と
他
者
性
と
の
成
立
の
多
様
性
が
生
じ

よ
う
。
こ
れ
は
、
無
世
界
的
な
主
観
と
、
そ
れ
と
は
独
立
な
客
観
と
を
設
定
し
、
い
わ
ゆ
る
〈
主
観 
― 

客
観 
― 

図
式
〉

の
中
で
実
在
性
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在
体
制
を
提

示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
図
式
の
克
服
を
試
み
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
も
別
の
や
り
方
で
こ
の
図

式
の
克
服
が
試
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
的
生
と
い
う
、
自
己
と
他
者
と
の
区
分
が
未
だ
意
識
さ
れ
て
い
な
い
状
態

か
ら
、
双
方
の
相
互
作
用
を
通
し
て
他
者
性
と
同
時
に
自
己
性
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
作
用
の
連
関
の
中
で
、

自
己
は
他
者
に
よ
っ
て
圧
倒
さ
れ
押
し
潰
さ
れ
た
り
、
ま
た
他
者
と
の
関
係
の
中
で
自
己
性
を
取
り
戻
す
こ
と
も
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
自
己
と
他
者
と
の
間
の
相
互
的
な
作
用
に
よ
っ
て
、
双
方
の
区
別
が
際
立
っ
て
差
別
化
し
た
り
、
あ

る
い
は
逆
に
無
差
別
化
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
差
別
化
と
無
差
別
化
が
動
的
に
生
起
す
る
。
こ
こ
に
は
、
無
世
界
的

な
主
観
と
そ
れ
と
は
独
立
な
客
観
と
の
対
置
と
い
う
図
式
は
成
立
し
な
い
。

　

第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
動
的
な
働
き
は
比
較
級
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
作
用
に
は
強
弱
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
在
性

に
は
比
較
級
が
あ
る
。
そ
れ
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
充
実
し
た
実
在
性 
」、「
実
在

性
の
最
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
濃
密
化 
」、「
実
在
性
を
強
力
に
す
る 
」、「
実
在
性
の
高
揚
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー 
」
な
ど
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
例
と
は
逆
に
、
実
在
性
が
希
薄
で
弱
い
状
態
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
日

常
で
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
存
在
感
が
な
い
」、「
リ
ア
リ
テ
ィ
が
希
薄
だ
」
等
の
表
現
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し

く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
分
析
し
た
〈
ひ
と
＝
自
己
〉
の
在
り
方
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
在
り
方
の
一
端
を
う
ま

（　
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く
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
日
常
性
」
と
は
「
現
存
在
が
そ
の
日
そ
の
日
を
漫
然
と
生

き
て
い
く
と
い
う
在
り
方 
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
「
単
調
な
日
 々
」
の
中
で
均
一
化
、
平
均
化
、
平
坦

化
が
進
み 
、
相
互
に
作
用
し
合
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
他
者
性
の
実
在
性
を
覚
知
し
え
な
い
と
共
に
、
自
己

性
の
実
在
性
を
も
覚
知
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
も
他
者
も
す
べ
て
引
っ
括
め
て
日

常
の
生
活
が
、〈
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
（
実
在
性
）〉
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
在
性
が
な
い
の
で
は
な
い
。
触
覚

あ
る
い
は
感
官
一
般
を
通
し
て
感
覚
の
集
合
が
否
応
な
し
に
私
に
飛
び
込
ん
で
作
用
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
外
界
一

般
は
実
在
性
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
意
志
的
に
相
互
に
作
用
し
合
う
ほ
ど
強
力
で
は
な
い
。

　

第
四
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
実
在
性
に
乏
し
い
状
態
か
ら
実
在
性
が
力
強
く
生
き
生
き
と
ど
の
よ
う
に
出

現
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
こ
れ
は
作
用
と
い
う
概
念
、
そ
し
て
作
用
の
仕
方
（
質
）

と
強
弱
（
量
）
に
よ
っ
て
分
析
記
述
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、〈
ひ
と
自
己
〉
か
ら
自
己
自
身
へ

の
変
様
、
つ
ま
り
最
も
自
己
的
な
自
己
の
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
態
と
い
う
卓
越
し
た
在
り
方
へ
の
変
様
を
提
示
し
た
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
実
存
論
的
な
他
者
不
在
を
見
出
し
た
が
、
彼
の
説
そ
の
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
と

い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
た
し
か
に
人
物
と
し
て
の
他
者
は
出
現
し
て
こ
な
い
が
、
日
常
の
中
で
は
す
ぐ
れ
て
疎

遠
な
も
の
、
異
質
で
他
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
自
己
の
死
が
、
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
己
の
死
を

実
存
論
的
分
析
の
中
で
実
存
の
不
可
能
性
と
い
う
可
能
性
と
し
て
自
己
の
理
解
可
能
性
の
中
に
取
り
込
む
が
、
事
実
的

な
自
己
の
死
は
分
析
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
死
は
、
ど
こ
ま
で
も
〈
他
な
る
も
の
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
可
解

な
〈
他
な
る
も
の
〉
が
、
不
安
を
引
き
起
す
と
い
う
仕
方
で
自
己
に
作
用
す
る
こ
と
は
、
日
常
の
中
で
十
分
考
え
う
る
。

自
己
の
死
が
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
を
も
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
到
達
し
た
作
用
性
と
し
て
の
実
在
性
概
念
は
、
自
己
と
他

者
の
実
在
性
を
同
時
に
成
り
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
日
常
性
の
分
析
を
包
含
し
な
が
ら
生
の
諸
相
を

描
き
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
在
性
概
念
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
生
の
範
疇
に
ほ
か
な

ら
な
い 
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
ま
で
来
た
と
き
、
や
は
り
次
の
よ
う
な
問
い
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
作
用
性
に
定
位
す
る
と
き
、
実
在
性
の
概
念
か
ら
物
質
性
と
い
う
意
味
合
い
を
払
拭
し
て
、

作
用
と
い
う
意
味
だ
け
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
心
的
作
用
の
み
に
注
目
し
て
、
物
質
的
・
感

覚
的
な
作
用
を
そ
こ
か
ら
払
拭
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
実
在
性
経
験
か
ら
触
覚

そ
し
て
感
覚
一
般
を
も
排
除
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
シ
ェ
ー
ラ
が

デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
し
て
歩
ん
だ
道
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
一
方
で
、「
触
覚
は
事
物
性
（
実
在
性
、

物
質
性
）
を
確
証
す
る
根
本
感
官
で
あ
り 
」、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
と
阻
止
の
意
識
と
の
中
間
項
を
形
成
し
て
い
た
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
歴
史
上
の
人
物
の
意
志
統
一
体
の
実
在
性
を
語
る
と

き
、
そ
れ
は
身
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
触
覚
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が
右
に
挙
げ
た

〈
他
な
る
も
の
〉
と
し
て
不
安
を
掻
き
立
て
作
用
し
う
る
自
己
の
死
も
、
感
覚
に
訴
え
る
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
実
在
性
の
抵
抗
経
験
か
ら
感
覚
を
取
り
除
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

問
題
の
道
筋
を
見
極
め
よ
う
。
ま
ず
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
他
者
の
実
在
性
の
問
題
へ
移
行
し
て
き
た
。
つ
ま

り
、
諸
学
を
自
然
科
学
と
精
神
の
学
に
区
分
し
、
精
神
科
学
の
出
発
点
を
内
界
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
や

カ
ン
ト
と
同
様
に
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
直
面
す
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
語
っ
て
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
そ
こ
で
問
題

と
な
る
外
界
と
は
、
デ
カ
ル
ト
そ
し
て
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
さ
し
あ
た
り
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
領
域
で
あ
る
。
そ

（　

）
８７

（　

）
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う
で
あ
れ
ば
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
外
界
の
事
象
性
、
事
物
性
、
物
質
性
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
総

体
と
し
て
の
外
界
か
ら
、
個
々
の
事
物
、
と
り
わ
け
個
々
の
他
者
に
お
け
る
意
志
の
実
在
性
に
的
が
絞
ら
れ
て
く
る
と

き
、
実
在
性
・
物
質
性
・
触
覚
と
い
う
概
念
で
は
不
十
分
に
な
る
。
か
く
し
て
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
は
ま
ず
、

「
外
界
の
圧
力
」
と
い
う
節
と
は
別
に
「
他
者
の
実
在
性
の
信
念
」
と
い
う
節
が
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
外
界
の
圧
力
」
で
は
、
子
供
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
戸
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
外
界

の
圧
力
が
意
志
的
生
に
よ
っ
て
覚
知
さ
れ
、
こ
の
経
験
は
成
人
の
生
涯
を
貫
い
て
い
る
、
と
さ
え
述
べ
ら
れ
た 
。
こ
こ

で
は
、
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
と
そ
の
阻
止
を
仲
介
す
る
の
は
、
例
に
即
す
か
ぎ
り
、
主
と
し
て
触
覚
で
あ
る
。
そ
し
て

個
々
の
人
物
や
事
物
の
実
在
性
は
、
こ
う
し
た
総
体
と
し
て
の
実
在
性
を
背
景
に
し
て
語
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

総
体
と
し
て
の
外
界
の
実
在
性
経
験
は
触
覚
を
介
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
外
界
の
中
か
ら
特
定
の
他
者
が
出

現
す
る
場
合
、
そ
れ
に
加
え
て
意
志
の
実
在
性
が
経
験
さ
れ
、
実
在
性
は
意
志
の
作
用
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
他
者
の
実
在
性
の
問
題
と
は
、
外
的
知
覚
に
基
づ
く
他
者
と
の
身
体
的
出
会
い
か
ら
、
意

志
と
感
受
に
基
づ
く
生
の
出
会
い
へ
の
転
換
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
界
の
事
象
性
・
事
物
性
・
物
質

性
か
ら
意
志
的
生
の
統
一
体
の
作
用
性
の
問
題
へ
の
転
換
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
転
換
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
帰
結
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
作
用
と
い
う
概
念
に
基
づ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
の
実
在
性
を
、
し
た
が
っ
て
他
者
の
意
志
的
生
の
実
在
性
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
在
性
経
験
に
お
け
る
触
覚
の
位
置
づ
け
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、『
精
神
科
学
序
説
第
二
巻
の
た
め
の
草
稿
』
で
は
「
触
覚
は
事
物
性

（
実
在
性
、
物
質
性
）
を
確
証
す
る
根
本
感
官
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
は
触
覚
は
圧
覚

（　
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と
し
て
、
抵
抗
経
験
を
形
成
す
る
阻
止
の
意
識
の
予
備
条
件
へ
と
そ
の
位
置
付
け
が
変
更
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
圧
覚
だ

け
で
抵
抗
経
験
が
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
圧
覚
は
そ
れ
だ
け
で
は
「
生
気
の
な
い
局
所
的
な
感
覚 
」
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
を
ほ
か
な
ら
ぬ
〈
圧
力
の
感
覚
〉
と
い
う
意
味
を
与
え
る
の
が
抵
抗
経
験
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
問
い
は
次

の
一
点
に
向
か
う
。
過
去
の
人
物
の
実
在
性
、
さ
ら
に
は
自
己
の
死
の
実
在
性
は
、
い
か
な
る
感
覚
を
介
在
さ
せ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
倣
っ
て
、
物
質
性
な
き
実
在
性
、
感
覚
な
き
意
志
の
抵
抗
経
験
を
語
る
べ

き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
す
る
な
ら
、
や
は
り
、
次
の
問
い
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
第
二
章
で
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
即
し
て
扱
っ
た
問
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実

の
こ
の
事
物
と
夢
の
中
の
事
物
と
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
目
の
前
の
人
物
、

伝
記
に
よ
っ
て
し
か
知
ら
な
い
歴
史
上
の
人
物
、
架
空
の
小
説
の
主
人
公
、
夢
の
中
で
見
た
人
物
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

ら
か
ら
何
ら
か
の
作
用
（
影
響
）
を
受
け
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
実
在
性
経
験
か
ら
感
覚
を
度
外
視
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
実
在
と
非
実
在
と
の
境
界
線
を
ど
こ
に
引
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
区
別
で
き
る
の
は
、
お

そ
ら
く
、
目
の
前
と
伝
記
と
小
説
と
夢
と
い
う
、
い
わ
ば
場
面
や
文
脈
の
区
別
で
あ
っ
て
、
各
々
の
文
脈
に
置
か
れ
て

い
る
人
物
そ
の
も
の
の
区
別
は
、
そ
の
作
用
性
の
強
弱
の
違
い
の
み
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
は
、
意
識
に

非
依
存
的
な
物
質
的
物
体
は
実
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
も
っ
て
外
界
の
実
在
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
も
は
や

無
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
物
質
性
」
か
ら
「
作
用
性
」
へ
転
換
し
た
「
実
在
性
の
問
題
」
は
、
そ
の
転
換
の
ゆ
え

に
、
問
題
自
体
が
消
滅
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
暗
に
前
提
し
、
そ
の
中
を
動
い
て

き
た
、
物
質
と
非
物
質
、
外
界
と
内
界
、
感
覚
と
非
感
覚
、
自
己
と
他
者
、
こ
う
し
た
二
項
対
置
的
枠
組
自
体
を
問
い

な
お
し
た
上
で
、
改
め
て
実
在
性
へ
の
問
い
を
立
て
直
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（　

）
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こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
歴
史
上
の
人
物
に
関

し
て
「
物
質
性
（M

aterialität

 
           
）」
に
代
わ
る
も
の
を
「
史
料
（M
aterial

 
       
）」
に
求
め
、
史
料
に
基
づ
い
た
生
の
追
体

験
と
理
解
と
い
う
方
向
へ
進
む
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
い
て
身
体
が
意
志
の
客
体
化
（
客

観
態
）
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
史
料
は
生
の
表
現
（
客
観
態
）
と
な
る
。
自
伝
や
伝
記
が
そ
の
典
型
例
と
な
ろ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
流
れ
に
沿
っ
て
次
の
よ
う
に
進
ん
で
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
次
章
に
お
い

て
、
実
在
性
概
念
に
お
け
る
物
質
性
か
ら
作
用
性
へ
の
転
換
に
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
作
用
性
（W

irklich

 
       -  

keit

    
）
と
し
て
特
記
し
て
き
た
現
実
性
（W
irklichkeit

 
           
）
へ
向
か
お
う
。
す
な
わ
ち
、
も
う
一
度
デ
ィ
ル
タ
イ
に
即
し

て
他
者
の
実
在
性
経
験
か
ら
見
た
作
用
性
に
特
記
さ
れ
る
現
実
性
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
分
岐

点
に
遡
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
今
日
の
現
実
に
ど
の
よ
う
な
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、

こ
の
点
に
注
目
し
よ
う
。
そ
れ
を
見
極
め
な
が
ら
、
第
七
章
で
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
実
在
性
概
念
、
つ
ま
り
、

物
質
性
と
し
て
の
実
在
性
、
真
実
性
と
し
て
の
実
在
性
、
作
用
性
と
し
て
の
実
在
性
、
そ
し
て
実
在
性
と
現
実
性
、
こ

れ
ら
の
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
こ
う
。
そ
し
て
最
終
章
で
、
物
質
と
非
物
質
、
外
界
と
内
界
、
感
覚
と
非
感
覚
、
こ

れ
ら
の
二
項
対
立
的
区
別
に
替
え
て
、
感
覚
、
史
料
、
小
説
、
夢
さ
ら
に
は
Ｖ
Ｒ
、
等
に
よ
る
〈
生
の 
象 
り
〉
あ
る
い

か
た
ど

は
〈
現
実
の
象
り
〉
と
い
う
考
え
を
提
示
し
よ
う
。

注（
１
）　

D
ilthey,G

S1,V
orrede

S.19.

 
         
    
             
詳
し
く
は
、
巻
末
資
料
３
―

２
を
参
照
。

（
２
）　

do.,G
S20,S.12

      
         7  
―164.

 
    
詳
し
く
は
、
巻
末
資
料
３
―

３
を
参
照
。
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（
３
）　

do.,G
S19,S.5

      
        7  
―295.

 
    
詳
し
く
は
、
巻
末
資
料
３
―

１
を
参
照
。

（
４
）　

do.,G
S1,V

orrede
S.18f

      
     
            .  

（
５
）　

do.,G
S20,S.3

      
        3  
―126.

 
   

（
６
）　

ibid.,S.54.
             
こ
こ
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
入
っ
て
い
る
が
、
別
の
箇
所
で
は
、
デ
カ
ル
ト
で
初
め
て
問
い
が
生
じ
た
と
さ
れ

る
（ibid.,S.173
            
）。

（
７
）　

do.,G
S19,S.26

      
         .  

（
８
）　

do.,G
S20,S.55

      
         .  

（
９
）　

ibid.,S.1

          9  
―32.

 
  

（　

）　

ibid.,S.21

           .  

１０
（　

）　

ibid.,S.25

           .  

１１
（　

）　

ibid.,S.21

           .  

１２
（　

）　

do.,G
S18,S.2

      
        .  

１３
（　

）　

do.,G
S20,S.58

      
         .  

１４
（　

）　

巻
末
資
料
３
―

１
を
参
照
。

１５
（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.60

 
         
         .  

１６
（　

）　

巻
末
資
料
３
―

３
を
参
照
。

１７
（　

）　

D
ilthey,G

S20,S.15

 
         
         7  

１８
（　

）　

do.,G
S1,S.39

      
        4  

１９
（　

）　

do.,G
S20,S.15

      
         3  

２０
（　

）　

こ
の
草
稿
は
全
集
第
一
九
巻
第
一
章
「
精
神
科
学
の
認
識
論
と
論
理
学
の
た
め
の
初
期
構
想
」（S.   1  
―57

 
 
）（
以
下
、『
初
期

２１

注



草
稿
』
と
呼
ぶ
）
の
中
の
第
三
節
（S.1

   7  
―38

 
 
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
巻
の
編
者
・
ヨ
ア
ッ
ハ
と
ロ
ー
デ
ィ

の
前
書
き
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
全
集
第
一
八
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一
八
七
九
年
の
構
想
「
経
験
主
義
と
思
弁
に
反
対
し
て

経
験
と
現
実
の
哲
学
に
つ
い
て
の
試
み
」（G

S18,S.19

 
         3  
―201

 
  
）
の
第
一
章
「
経
験
の
哲
学　

経
験
で
あ
っ
て
経
験
論
で
は

な
い
」
の
た
め
の
草
稿
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
構
想
は
「『
精
神
科
学
序
説
』
の
先
駆
け
で

あ
っ
た
」（G

S5,S.L
X
X
V
I

 
       
 
 
 
 
）。
し
た
が
っ
て
本
章
で
も
こ
の
草
稿
は
『
精
神
科
学
序
説
』
へ
い
た
る
重
要
な
局
面
と
し
て
取

り
扱
っ
て
い
る
。
な
お
、「
経
験
で
あ
っ
て
経
験
論
で
は
な
い
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
に
つ
い
て
は
、
一
八
七
七
年
一
一
月
二
三

日
付
け
の
ヨ
ル
ク
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
宛
の
書
簡
に
同
様
の
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
ボ
ル
ノ
ー
、
一
九

八
六
年
、
一
二
頁
）。
す
な
わ
ち
「
経
験
主
義
に
対
す
る
経
験
の
事
実
的
な
抵
抗
」（D

ilthey,1995,S.2

 
                 
）
と
い
う
表
現
で
あ

る
。

（　

）　

do.,G
S19,S.3

      
        0  
―31.

 
  

２２
（　

）　

ibid.,S.66f

            .  

２３
（　

）　

do.,G
S18,S11

      
        2  
―185.

 
   

２４
（　

）　

こ
の
こ
と
は
以
上
に
引
用
し
て
き
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
八
、
一
九
、
二
〇
巻
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

２５
こ
れ
ら
の
公
刊
以
前
に
『
ブ
レ
ス
ラ
ウ
草
稿
』
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
に
基
づ
い
て
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
と
覚
知
の
重
要

な
関
係
を
い
ち
早
く
指
摘
し
た
イ
ナ
イ
ヘ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
説
を
提
示
し
て
い
る
（Ineichen,1975,103ff.

                      
）。

　
　
　

す
な
わ
ち
、
覚
知
と
い
う
概
念
は
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
遂
行
す
る
た
め
の
確
固
と
し
た
地
点
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ

が
覚
知
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
背
景
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
に
は
心
的
生
全
体
を
分
析
の
根
底
に
置
い
た
反
主
知
主
義
的
傾

向
が
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
に
は
、
意
識
の
理
論
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
主
観
と
客
観
と
の
対
立
に
先
立
つ
概
念
が
必
要

で
あ
っ
た
。
前
者
は
自
己
感
受
と
い
う
概
念
に
向
い
、
後
者
は
覚
知
と
い
う
概
念
に
向
い
、
か
く
し
て
自
己
感
受
と
し
て
の

覚
知
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
意
識
は
、
単
に
主
知
主
義
的
で
は
な
く
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
自
己
把
握
も
ア
ポ
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リ
ア
を
侵
す
こ
と
な
く
遂
行
さ
れ
る
。

　
　
　

こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
一
八
七
九
年
お
よ
び
一
八
八
〇
年
頃
に
展
開
し
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
今

デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
八
、
一
九
、
二
〇
巻
に
基
づ
い
て
見
て
き
た
よ
う
な
覚
知
と
い
う
概
念
お
よ
び
意
識
の
事
実
と
い
う

概
念
の
導
入
お
よ
び
分
析
と
、
も
う
一
つ
は
こ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
自
己
感
受
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
自
己
意
識
を
表

象
、
意
志
、
感
受
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
の
問
題
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
に

あ
と
一
点
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
覚
知
の
導
入
に
よ
っ
て
意
志
も
ま
た
意
志
の
覚
知
と
し
て
そ
の
認
識

論
的
な
客
観
性
が
保
証
さ
れ
、
か
く
し
て
意
志
抵
抗
の
経
験
と
い
う
点
か
ら
外
界
の
実
在
性
の
問
題
も
解
決
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
基
本
的
に
、
意
志
へ
の
抵
抗
と
い
う
点
か
ら
解
決
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

（　

）　

D
ilthey,G

S18,S.1

 
         
        7  
―37.

 
  　

た
と
え
ば
「
外
界
は
こ
の
学
に
と
っ
て
、
行
為
す
る
意
志
に
妥
当
す
る
通
り
に
の
み
存
在
す

２６
る
」（ibid.,S.23

           
）。「
行
為
す
る
人
間
は
、
彼
の
意
志
の
社
会
的
側
面
を
通
し
て
包
括
的
全
体
の
部
分
で
あ
る
か
ぎ
り
、
国

家
の
対
象
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
は
一
つ
の
有
機
体
で
あ
り
、
そ
の
実
在
性
は
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
意
志
の
側
面
に
あ

る
」（ibid.,S.24

           
）。

（　

）　

do.,G
S19,S.2

      
        2  

２７
（　

）　

do.,G
S18,S.115

      
          .  

２８
（　

）　

ibid.,S.140ff

              .  

２９
（　

）　

巻
末
資
料
３
―

１
を
参
照
。

３０
（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.17

 
         
         7  

３１
（　

）　

do.,G
S5,S.102

      
         .  

３２
（　

）　

ibid.,S.131

            .  

３３

注



（　

）　

ibid.,S.131

            .  

３４
（　

）　

do.,G
S20,S.154

      
          .  

３５
（　

）　
do.,G

S19,S.178
      
          .  

３６
（　

）　
do.,G

S20,S.154
      
          .  

３７
（　

）　

巻
末
資
料
３
―

３
を
参
照
。

３８
（　

）　

D
ilthey,G

S20,S.154.

 
         
           　

他
者
の
実
在
性
の
問
題
に
連
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
「
類
比
推
論
に
同
等
の
過
程
」
お
よ
び

３９
「
外
的
知
覚
と
内
的
知
覚
と
の
結
合
」
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
取
り
扱
う
。
本
章
で
は
外
界
の
問
題
と
の
関

係
に
限
定
し
て
い
る
。

（　

）　

巻
末
資
料
３
―

１
を
参
照
。

４０
（　

）　

D
ilthey,G

S20,S.154

 
         
          .  

４１
（　

）　

do.,G
S19,S.61

      
         .  

４２
（　

）　

do.,G
S5,S.105

      
         .  

４３
（　

）　

ibid.,S.110ff

              .  

４４
（　

）　

ibid.,S.113

            .  

４５
（　

）　

ibid.,S.111

            .  

４６
（　

）　

ibid

    .  

４７
（　

）　

ibid.,S.114

            .  

４８
（　

）　

ibid.,S.131

            .  

４９
（　

）　

do.,G
S19,S.175

      
          .  

５０
（　

）　

ibid.,S.177

            .  

５１
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（　

）　

ibid.,S.178

            .  

５２
（　

）　

do.,G
S5,S.114

      
         .  

５３
（　

）　
D
escartes,A

T
7,p.40,cf.p.161

 
           
 
                  .  

５４
（　

）　

K
ant,K

drV
,S.182

 
      
   
       .  

５５
（　

）　

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

５６
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

 
           
 
       
）。

（　

）　

D
ilthey,G

S2,S.16

 
         
        .  

５７
（　

）　

ibid.,S.19

           .  

５８
（　

）　

do.,G
S3,S.4

      
       .  

５９
（　

）　

do.,G
S19,S.19

      
         .  

６０
（　

）　

ibid.,S.22

           .  

６１
（　

）　

ibid.,S.19

           .  

６２
（　

）　

ibid.,S.17

           .  

６３
（　

）　

ibid

    .  

６４
（　

）　

do.,G
S20,S.21

      
         .  

６５
（　

）　

ibid.,S.12

           3  

６６
（　

）　

do.,G
S18,S.23

      
         .  

６７
（　

）　

ibid.,S.25

           .  

６８
（　

）　

ibid.,S.49

           .  

６９

注



（　

）　

do,G
S1,S.24

     
        .  

７０
（　

）　

do.,G
S19,S.179

      
          .  

７１
（　

）　
do.,G

S20,S.152f
      
           .  

７２
（　

）　
H
eidegger,SZ

,§43
 
            
     .  

７３
（　

）　

ibid.,S.210

            .  

７４
（　

）　

ibid.,S.85

           .  

７５
（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.178

 
         
          .  

７６
（　

）　

L
evinas,1985,p.18

 
                  .  

７７
（　

）　

ibid.,p.83

           .  

７８
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.126f

 
            
        .  

７９
（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.125

 
         
         .  

８０
（　

）　

ibid.,S.111

            .  

８１
（　

）　

ibid

    .  

８２
（　

）　

ibid.,S.110

            .  

８３
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.370

 
            
       .  

８４
（　

）　

ibid.,S.370

            .  

８５
（　

）　

ibid.,S.127

            .  

８６
（　

）　
「
生
の
範
疇
」
が
語
ら
れ
た
の
は
、『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
か
ら
数
年
後
の
一
八
九
二
・
九
三
年
の
『
認
識
と
生
』
で
あ

８７
る
。
こ
こ
で
は
、
抵
抗
経
験
は
生
の
範
疇
と
し
て
の
能
動
（W

irken

 
     

）
と
受
動
（L

eiden

 
     

）
の
中
に
、
そ
し
て
い
っ
そ
う
根

源
的
に
は
相
互
作
用
（W

echselw
irkung

 
       
      
）
の
中
に
包
含
さ
れ
る
（D

ilthey,G
S19,S.368

 
         
          
）。
詳
し
く
は
次
章
を
参
照
。
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（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.17

 
         
         5  

８８
（　

）　

do.,G
S5,S.105

      
         .  

８９
（　

）　
ibid.,S.102

            .   

９０

注





第
六
章　

実
在
か
ら
現
実
へ

　

前
章
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
か
ら
他
者
の
実
在
性
の
問
題
に
い
た
る
道
筋

を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
他
者
と
の
相
関
的
な
実
在
性
経
験
、
し
か
も
作
用
性
と
し
て
の
実
在
性
経
験
を
見
届

け
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
の
問
題
を
デ
ィ
ル
タ
イ
固
有
の
認
識
論
の
中
で
、
と
り
わ
け
前
章

で
残
し
て
お
い
た
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
に
的
を
絞
り
込
ん
で
考
え
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
自

己
と
他
者
と
を
相
関
的
に
成
立
さ
せ
な
が
ら
も
両
者
を
区
別
す
る
、
い
わ
ば
限
界
地
点
が
見
届
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
関
係
を
総
括
し
な
が
ら
、
両
者
が
分

岐
す
る
地
点
に
遡
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
地
点
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
第
三
・
四
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
〈
実
在

性
の
源
泉
〉
と
な
る
地
点
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
前
章
で
展
開
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
意
志
的
抵
抗
経
験
に
視
点
を
お

い
て
、
そ
の
分
岐
地
点
ま
で
も
う
一
度
辿
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
か
ら
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
「
歴
史
的
社
会
的
現
実
」
が

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
く
る
の
か
、
こ
の
点
を

見
届
け
よ
う
。
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一　

他
者
の
実
在
性
の
問
題
か
ら
現
実
性
の
問
題
へ

（
一
）
他
者
の
実
在
性
の
問
題
へ

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
八
八
三
年
に
公
刊
し
た
『
精
神
科
学
序
説
』
緒
言
の
中
で
、「
精
神
科
学
の
哲
学
的
基
礎
の
問
題

を
私
に
到
達
可
能
な
最
高
度
の
確
実
性
を
も
っ
て
解
決
す
る 
」
と
宣
言
す
る
。
し
か
し
そ
の
道
程
は
晩
年
ま
で
平
坦
で

は
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
道
程
の
中
の
、
精
神
科
学
の
「
認
識
論
的

機

機

機

機

基
礎
づ
け 
」
の
時
期
、
し
か
も
一
八
九
四

年
の
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
』
の
中
で
語
ら
れ
た
「
精
神
科
学
の
心
理
学
的

機

機

機

機

基
礎
づ
け 
」
に
い
た
る
直
前
の
一
八
九

〇
年
代
初
頭
に
的
を
絞
ろ
う
。
著
作
と
し
て
は
、
す
で
に
主
題
的
に
取
り
上
げ
た
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』（
一
八
九

〇
年
）
の
ほ
か
に
、『
経
験
と
思
考
』（
一
八
九
二
年
）、
そ
し
て
『
生
と
認
識
』（
一
八
九
二
・
九
三
年
頃
）
が
挙
げ
ら

れ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
論
著
で
、
一
八
八
〇
年
前
後
に
提
示
さ
れ
た
覚
知
に
よ
る
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
基
づ
い
て
、

自
己
か
ら
自
己
の
外
へ
、
つ
ま
り
外
界
や
他
者
の
生
へ
向
け
て
思
索
を
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
。『
精
神
科
学
序
説
』

の
言
葉
を
使
え
ば
、
彼
は
こ
の
時
期
、「
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
あ
ら
ゆ
る
謎
の
中
で
最
も
強
固
な
謎 
」

で
あ
る
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
。『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
は
そ
れ
を
端
的
に
語
っ
て
い

る
。「

意
識
の
事
実
か
ら
外
部
の
現
実
に
向
か
っ
て
道
を
切
り
拓
か
ね
ば
な
ら
な
い 
」。

し
か
し
道
を
切
り
拓
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
限
界
も
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
晩
年
の
言
葉
を
使
え
ば
、

（
１
）

（
２
）（

３
）

（
４
）

（
５
）
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こ
の
時
期
は
、「
覚
知
」
を
含
め
た
「
自
己
認
識
の
内
観
的
（introspektiv

            
）
方
法
の
狭
い
限
界 
」
が
、
外
界
そ
し
て

他
者
の
生
が
現
れ
て
く
る
地
点
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
か
く
し
て
他
者
の
生
お
よ
び
精
神
的
世
界
を
捉
え
る
「
理
解
」
と

い
う
概
念
が
心
理
学
的
そ
し
て
解
釈
学
的
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
く
直
前
の
時
期
に
当
た
る 
。『
生
と
認
識
』
は
ま
さ
し

く
そ
の
限
界
地
点
を
告
げ
て
い
る
。

「
生
の
統
一
体
の
限
界
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ
に
非
依
存
的
な
他
者
が
存
在
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い 
」。

こ
こ
で
は
、
す
で
に
一
八
七
四 
― 

八
〇
年
頃
に
提
示
さ
れ
た
概
念
（
意
識
の
事
実
、
作
用
、
現
実
、
覚
知
、
等
）
に
基

づ
き
な
が
ら
、
こ
れ
以
降
（
一
八
九
四 
― 

一
九
一
一
）
に
続
く
心
的
生
の
心
理
学
的
分
析
お
よ
び
歴
史
的
世
界
の
構
成

に
と
っ
て
の
基
礎
概
念
（
生
の
連
関
、
構
造
、
生
の
範
疇
、
相
互
作
用
、
等
）
が
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
も
と
で
提
示

さ
れ
る
。
で
は
、
生
の
統
一
体
の
限
界
地
点
で
他
者
の
実
在
性
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
の
か
。
そ
れ
が
端
的
に
現

れ
て
い
る
の
が
、
前
章
で
問
題
と
し
て
残
し
て
お
い
た
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
考
察
の
対
象
を
こ
の
点
に
絞
り
込
ん
で
い
こ
う
。

　

そ
の
さ
い
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
認
識
論
的
基
礎
づ
け

の
さ
い
に
当
時
の
認
識
論
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
と
共
に
、
新
た
な
認
識
論
を
「
実
在
的
な....

    　
認
識
論 
」
と
し
て
構

想
す
る
。
こ
れ
は
、
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
さ
い
に
も
当
時
の
心
理
学
を
「
説
明
的
心
理
学
」
と
し
て
批
判
し
な
が
ら

「
実
在
的
心
理
学
」
を
構
想
し
た
の
と
同
様
で
あ
る 
。
彼
は
既
存
の
学
を
換
骨
奪
胎
し
な
が
ら
実
在
的
な
学
を
再
構
築

し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
点
を
見
誤
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「
精
神
科
学
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
」
を
目
指
す
彼
の
真
意
を

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（　

）
１０



取
り
損
ね
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
本
節
で
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
当
時
の
認
識
論
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
、
ど
の
よ
う

な
実
在
的
認
識
論
を
構
想
し
た
の
か
、
こ
の
点
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
他
者
の
問
題
に
的
を
絞
っ
て
い

こ
う
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
精
神
科
学
の
対
象
と
し
て
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
は
他
者
の
問
題
を
典
型
に
し
て
わ
れ
わ

れ
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
か
、
そ
れ
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
実
在
的
認
識
論
の
構
想

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
当
時
の
認
識
論
的
論
理
学
（
ジ
ー
ク
ヴ
ァ
ル
ト
、
ロ
ッ
ツ
ェ
、
リ
ー
プ
マ
ン
）
を
挙
げ
、
そ
こ
で
前

提
さ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
哲
学
を
批
判
す
る 
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
哲
学
で
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
お
い
て
直
観
・
思
考

の
形
式
が
感
覚
的
材
料
か
ら
分
離
さ
れ
、
し
か
も
直
観
・
思
考
の
形
式
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
主
観
的
形
式
と
さ
れ
、
か
く

し
て
無
秩
序
な
材
料
（
所
与
）
が
主
観
的
形
式
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
、
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し

て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
音
や
色
の
知
覚
に
関
す
る
当
時
の
心
理
学
的
見
解
に
基
づ
い
て 
、
所
与
に
は
す
で
に
形
式
や
秩
序

が
内
在
し
て
い
る
と
見
な
す 
。
そ
れ
を
彼
は
「
構
造
（Struktur

        
）」
あ
る
い
は
「
連
関
（Z

usam
m
enhang

 
    
 
      
）」
と
名

付
け
る 
。
す
な
わ
ち
、「
所
与
」
と
は
、「
い
か
な
る
関
係
か
ら
も
生
じ
え
な
い
よ
う
な
核
」
と
な
る
「
構
造
」
す
な
わ

ち
「
連
関
」
を
持
っ
た
「
統
一
体
（E

inheit

 
      
）」
を
意
味
す
る 
。
所
与
と
し
て
の
生
も
同
様
で
あ
る
。

「
生
の
統
一
体
は
構
造
で
あ
る
。....

 
   　
こ
の
構
造
は
、
最
高
度
に
実
在
的
で
核
と
な
る
連
関
で
あ
り
、
実
際
、
生

の
核
そ
れ
自
身
で
あ
る....

     
」。

（　

）
１１

（　

）
１２

（　

）
１３

（　

）
１４

（　

）
１５

（　

）
１６
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そ
し
て
所
与
の
構
造
・
連
関
を
取
り
出
す
知
的
経
過
が
思
考
で
あ
り 
、
そ
こ
で
取
り
出
さ
れ
た
連
関
が
生
の
範
疇
（
実

在
的
範
疇
）
と
呼
ば
れ
る 
。
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
的
認
識
論
に
お
い
て
思
考
の
形

式
が
多
様
な
所
与
を
総
合
統
一
し
て
現
実
の
認
識
を
可
能
に
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
現
実
の
生
の
中
に
連
関
が
内
在
し

て
お
り
、
そ
の
連
関
が
思
考
の
形
式
の
中
で
出
現
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る 
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン

ト
の
提
示
す
る
思
考
の
形
式
（
形
式
的
範
疇
）
は
生
の
連
関
（
実
在
的
範
疇
）
が
抽
象
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い 
。

　

こ
れ
と
共
に
、
カ
ン
ト
が
思
考
の
形
式
（
形
式
的
範
疇
）
に
関
し
て
客
観
へ
の
妥
当
性
を
演
繹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂
行
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
所
与
の
連
関
（
実
在
的
範
疇
）
に
関
し
て
認

識
の
可
能
性
・
妥
当
性
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
転
回
を
、
い
う
な
れ
ば

デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
を
完
遂
す
る
。
ま
ず
、
認
識
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
が
所
与
と
思
考
に
求
め
ら
れ
、
し
か
も
所

与
が
す
で
に
連
関
を
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
連
関
は
思
考
に
と
っ
て
認
識
可
能
と
な
る 
。
そ
し
て
こ
の
認
識
の
妥
当

性
の
問
題
こ
そ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
精
神
科
学
を
認
識
論
的
に
基
礎
づ
け
る
覚
知
に
訴
え
て
解
決
さ
れ
る
。
覚

知
さ
れ
て
い
る
も
の
が
意
識
の
事
実
で
あ
り
、「
事
実
の
こ
う
し
た
覚
知
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
一
般
の
基
準
で
あ
る
。

こ
う
し
て
私
が
覚
知
す
る
も
の
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
私
が
開
示
し
う
る
も
の
、
こ
れ
が
現
実
の
全
圏
域
を

な
し
て
い
る 
」。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
思
考
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
連
関
（
生
の
範
疇
）
は
、
所
与
に
お
い
て

覚
知
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
意
識
の
事
実
と
し
て
現
実
に
妥
当
す
る
実
在
的
範
疇
と
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
を
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
へ
導
い
た
〈
思
考
の
範
疇
の
、
客
観
へ
の
妥
当
性
の
問
題
〉
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
〈
生
の
範
疇
の
、
現
実
へ
の
妥
当
性
の
問
題
〉
に
変
換
さ
れ
、
か
く
し
て
こ
の
問
題
は
、
生

の
連
関
が
所
与
に
お
い
て
覚
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
解
決
さ
れ
る
の
で
あ

（　

）
１７

（　

）
１８

（　

）
１９

（　

）
２０

（　

）
２１

（　

）
２２



る
。
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
思
考
の
形
式
（
形
式
的
範
疇
）
を
取
り
出
し
て
思
考
に
よ
る
客
観
の
総
合
統

一
を
目
指
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
は
、
全
く
逆
に
、
所
与
の
連
関
（
実
在
的
範
疇
）
を
取
り
出
し
て

思
考
に
よ
る
現
実
の
分
析
記
述
を
目
指
す
の
で
あ
る 
。

（
三
）
他
者
の
実
在
性
の
問
題

　

わ
れ
わ
れ
は
以
上
に
見
る
両
者
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
特
記
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
で
は
、

感
覚
の
多
様
が
思
考
の
形
式
の
下
で
総
合
統
一
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に
総
合
統
一
さ
れ
て
現
象
す
る
自
然
科
学

の
対
象
と
し
て
の
自
然
は
、
思
考
に
と
っ
て
見
通
し
の
き
く
、
こ
の
意
味
で
透
明
（klar

    
）
な
対
象
と
し
て
説
明
（er   -  

klären

      

）
可
能
と
な
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
で
は
、
思
考
が
思
考
の
形
式
（
形
式
的
範
疇
）
を
自
然
の
中
に

投
げ
入
れ
る
の
と
は
逆
に
、
思
考
は
所
与
に
内
在
す
る
連
関
を
実
在
的
範
疇
と
し
て
取
り
出
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
に
よ
っ
て
実
在
的
範
疇
の
現
実
へ
の
妥
当
性
は
保
証
さ
れ
て
い
る
が
、
思
考
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
十
全

に
取
り
出
さ
れ
た
か
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
認
識
の
対
象
は
カ
ン
ト
的
透
明
性
を
え
ら
れ
ず
、
ど
こ
ま
で
も
暗
い
闇

の
部
分
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
生
の
何
た
る
か
は
、
解
き
難
い
謎
で
あ
る 
」。
こ
れ
こ
そ
、
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
回
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
の
帰
結
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
も
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
所
与
と
思
考
の
関
係
が
「
悲
劇
的
な
自
家
撞
着
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
を
本

質
的
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
思
考
は
た
し
か
に
生
そ
れ
自
身
を
明
る
く
す
る
が
、
生
の
背
後
に
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
悲
劇
的

機

機

機

（　

）
２３

（　

）
２４
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な
自
家
撞
着

機

機

機

機

機

が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち，

思
考
は
生
が
形
成
さ
れ
る
連
関
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
が
、
思
考
自
身

が
生
に
即
し
て
出
現
す
る
が
ゆ
え
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
生
の
背
後
に
は
決
し
て
掴
み
入
る
こ
と
が
で
き
な
い 
」。

つ
ま
り
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
超
越
論
的
方
法
と
い
う
仕
方
で
個
々
の
対
象
を
超
え
出
て
対
象
一
般
を
可
能
に
す

る
主
観
的
条
件
を
見
出
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
で
は
思
考
は
自
家
撞
着
し
て
所
与
と
し
て
の
生
の
統

一
体
か
ら
身
を
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
思
考
は
生
の
統
一
体
を
全
体
に
お
い
て
見
通
す
こ
と
が
で
き

ず
、
謎
を
残
す
と
共
に
、
他
者
の
生
の
統
一
体
へ
向
か
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
思

考
の
範
疇
は
同
時
に
対
象
一
般
を
可
能
に
す
る
条
件
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
客
観
的
妥
当
性
が
演
繹
可
能
と

な
っ
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
取
り
出
し
た
範
疇
は
自
己
生
の
統
一
体
の
連
関
と
し
て
内
的
な
覚
知
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
他
者
の
生
の
統
一
体
へ
の
、
さ
ら
に
は
生
の
統
一
体
一
般
へ
の
客
観
的
妥
当
性
は
未
だ
保

証
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
他
者
の
生
へ
、
外
界
へ
向
け
て
、
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
こ
そ
、「
確
実
性
の
最
終
審 
」
を
内
界
の
覚
知
に
求
め
た
頃
か
ら
「
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
あ
ら
ゆ
る

謎
の
中
で
最
も
強
固
な
謎 
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ

イ
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
そ
の
当
初
よ
り
、
他
者
の
心
的
内
部
を
捉
え
る
た
め
の
方
途
と
し
て
「
類
比
推
論
」
を

も
っ
て
、
よ
り
正
確
に
は
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程 
」
を
も
っ
て
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
が
端
的
に
「
類
比
推

論
」
と
は
言
わ
ず
に
、「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
と
い
う
具
合
に
、
き
わ
め
て
慎
重
な
言
い
回
し
を
し
て
い
た
こ

と
は
、
当
時
の
特
徴
と
し
て
特
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う 
。
一
九
八
三
年
の
『
講
義
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

（　

）
２５

（　

）
２６

（　

）
２７

（　

）
２８

（　

）
２９



て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
類
比
推
論
と
同
等
の
推
論
過
程

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

に
よ
っ
て
、
他
者
と
そ
の
状
態
を
認
識
す
る 
」。

同
時
期
の
『
草
稿
』
の
中
で
も
言
い
回
し
は
異
な
る
が
同
様
で
あ
る
。

「
類
比
推
論
と
し
て
表
現
で
き
る
こ
の
過
程

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

は
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
項
に
、
孤
立
的
な
概
念
を
含
ん
で
お
ら
ず
、

直
観
的
知
覚
と
よ
り
親
密
な
結
合
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
連
関
を
含
ん
で
い
る 
」。

一
九
九
〇
年
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
で
も
こ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。

「
外
部
か
ら
規
定
し
て
く
る
意
志
の
実
在
性
が
、
父
と
子
、
夫
と
妻
、
主
人
と
家
臣
と
い
う
第
一
次
的
な
関
係
の

中
で
、
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

を
介
し
て
、
ま
ず
、
生
き
生
き
と
経
験
さ
れ
る 
」。

か
く
し
て
一
八
九
二
・
九
三
年
の
『
生
と
認
識
』
に
い
た
っ
て
は
、
こ
の
慎
重
な
表
現
は
も
と
よ
り
「
類
比
推
論
」
と

い
う
定
式
的
表
現
も
使
わ
れ
ず
、「
類
比
（analog

      
）」
と
「
相
関
（korrelat

        
）」、
そ
し
て
「
類
比
」
と
同
義
的
に

「
類
似
（ähnlich,verw

andt

             
    
）」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
の
み
で
あ
る 
。
た
と
え
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

（　

）
３０

（　

）
３１

（　

）
３２

（　

）
３３
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「
こ
の
生
の
統
一
体
は
構
造
で
あ
る....

    　
。
こ
の
構
造
は
最
高
度
に
実
在
的
で
核
と
な
る
連
関
で
あ
り
、
実
際
、

生
の
核
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
生
の
類
比
に
よ
っ
て
核
を
推
定
（verm

uten

    
    

）
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ

の
生
の
向
こ
う
側
に
は
、
実
際
、
わ
れ
わ
れ
に
は
核
と
な
る
も
の
が
何
も
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る 
」。

そ
れ
で
は
、
他
者
の
生
を
捉
え
る
さ
い
に
語
ら
れ
て
き
た
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」、
と
り
わ
け
「
類
比
」
と

「
相
関
」、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
四
）
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程

　

通
例
、
類
比
推
論
と
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
と
他
者
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
比
例
関
係
を
考
え
る
。

自
己
（A  
 
錐B   

）＝（A  

’

錐X   

）
他
者

す
な
わ
ち
、
自
己
の
身
体
的
表
出
（
Ａ
）
に
対
応
す
る
心
的
状
態
（
Ｂ
）
を
内
的
に
知
覚
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
他

者
に
類
似
の
身
体
的
表
出
（ 
Ａ 
）
を
外
的
に
知
覚
し
た
と
き
、
他
者
の
内
的
状
態
（
Ｘ
）
を
推
論
す
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ

’

も
ま
た
、
他
者
の
心
的
生
の
把
握
を
外
的
知
覚
と
内
的
知
覚
と
の
結
合
と
し
て
説
明
す
る
さ
い
に
、
こ
の
よ
う
な
説
明

様
式
を
採
用
す
る
。
し
か
し
そ
こ
で
も
、
端
的
に
「
類
比
推
論
」
と
は
言
わ
ず
に
「
推
論
に
同
等
の
関
係
」
あ
る
い
は

「
類
比
推
論
と
し
て
提
示
さ
れ
う
る
過
程
」
と
い
う
具
合
に
慎
重
な
表
現
を
使
う 
。

　

そ
れ
は
恐
ら
く
次
の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
他
者
の
心
的
内
面
の
把
握
は
単

（　

）
３４

（　

）
３５



な
る
表
象
作
用
の
働
き
で
は
な
く
」、
つ
ま
り
、
類
比
推
論
と
い
う
単
に
形
式
的
な
知
的
作
用
で
は
な
く
、
表
象
・
感

受
・
意
志
と
い
う
「
心
意
識
の
諸
力
の
総
体
が
働
い
て
い
る 
」。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
の
心
的
内
面
を
把
握
す
る
さ

い
に
働
く
「
心
意
識
の
諸
力
の
総
体
」
が
抽
象
化
さ
れ
、
そ
し
て
知
的
作
用
に
引
き
直
さ
れ
た
も
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
類
比
推
論
」
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
彼
は
端
的
に
「
類
比
推
論
」
と
は
言
わ
ず
、
慎
重
に
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過

程
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
時
、
範
疇
を
形
式
的
と
実
在
的
に
区
分
し
た
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
心
的
生
に

見
出
さ
れ
る
実
在
的
範
疇
を
思
考
作
用
に
よ
っ
て
抽
象
化
し
た
も
の
が
形
式
的
範
疇
で
あ
り
、
双
方
は
同
一
で
は
な
く
、

し
か
し
ま
た
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
も
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
彼
が
慎
重
に
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
と
語
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
注
意
深
く
、
知
的
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
た
形
式
的
な
類
比
推
論
で
は
な
く
、
抽
象
化
さ
れ
る
以
前
の
実
在
的
な
過
程
に
目
を
向
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
こ
そ
、『
生
と
認
識
』
で
は
い
ま
だ
概
念
的
定
式
化
が
な
さ
れ
ず
に
「
他
者
の
生
の
理

解
（V

erstehen
frem

den
L
eben

 
             
     
    s   
）」
と
語
ら
れ
、
こ
の
直
後
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
中
で
「
純
粋
に
知
的
な
プ

ロ
セ
ス
に
よ
る
説
明
」
と
区
別
さ
れ
た
「
心
意
識
の
諸
力
す
べ
て
の
共
同
作
用
（Z

usam
m
enw
irken

 
    
 
   
     

）
に
よ
る
理

解
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り 
、
か
く
し
て
『
解
釈
学
の
成
立
』
手
稿
の
中
で
「
心
的
生
の
感
覚
的
に
与
え
ら

れ
た
表
出
か
ら
こ
の
心
的
生
を
認
識
す
る
過
程
を
理
解
と
呼
ぶ 
」
と
概
念
的
に
定
式
化
さ
れ
た
「
理
解
」
と
い
う
「
過

程
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過

程
」
を
「
理
解
」
の
先
駆
的
表
現
と
見
な
し
て
も
よ
か
ろ
う 
。
し
か
も
『
生
と
認
識
』
は
、
ま
さ
し
く
他
者
や
外
部
の

現
実
を
捉
え
る
「
理
解
」
が
概
念
的
に
形
成
さ
れ
る
直
前
の
、
生
の
統
一
体
の
限
界
地
点
に
あ
っ
て
、「
類
比
推
論
」

と
い
う
誤
解
を
生
み
や
す
い
表
現
を
避
け
て
「
類
比
・
類
似
」
と
「
相
関
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
そ
の
過
程
を
明
ら

（　

）
３６

（　

）
３７

（　

）
３８

（　

）
３９

（　

）
４０
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か
に
し
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
理
解
概
念
に
よ
っ
て
他
者
の
生
へ
飛
翔
す
る
直
前
の
、
こ
の
限
界
地
点
に

留
ま
る
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
他
者
へ
架
橋
す
る
直
前
の
、
他
者
の
存
在

を
通
し
て
現
れ
て
く
る
「
生
の
統
一
体
の
限
界
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
過
程
が
心
意
識
の
諸
力
の
総
体
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
意
志
に
訴
え
ら
れ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。「
こ
の
類
似
性
は
、
最
終
的
に
、
双
方
﹇
主
観
と
客
観
﹈
の
観
念
が
意
志
の
領
域
で

機

機

機

機

機

機

同
時
に
生
じ

る
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
か
ら
他
者
へ
の
単
な
る
転
移
（Ü

bertragung

 
          
）
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い 
」。
こ
れ
は
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
中
で
主
題
的
に
展
開
さ
れ
た
よ
う
に
、
志
向
と
そ
の
阻
止
か
ら
な
る
意

志
的
な
抵
抗
経
験
の
中
で
主
観
と
客
観
、
自
己
と
他
者
は
相
関
的
に
区
分
さ
れ
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
生

と
認
識
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
抵
抗
経
験
は
生
の
範
疇
と
し
て
の
能
動
（W

irken

 
     

）
と
受
動
（L

eiden

 
     

）
に
包
含
さ

れ
る
。「

生
の
統
一
体
の
中
で
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
能
動
と
受
動
の
生
動
性
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て

第
一
次
的
に
、
抵
抗
す
る
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
。....
 
   　
生
の
統
一
体
の
現
実
の
外
部
に
あ
っ
て
生
の
統
一
体
に
抵

抗
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
意
志
力
を
規
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
生
の
統
一
体
に
よ
っ
て
意
志
的
な
生
動
性
と
し
て
把

握
さ
れ
る 
」。

し
か
も
、
意
志
的
な
抵
抗
経
験
に
お
い
て
自
己
と
他
者
が
そ
の
核
に
お
い
て
相
関
的
に
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ

り
根
源
的
な
生
の
範
疇
は
反
作
用
（R

ückw
irkung

 
    
      
）
あ
る
い
は
相
互
作
用
（W

eckselw
irkung

 
       
      
）
に
な
ろ
う
。

（　

）
４１

（　

）
４２



「
生
の
連
関
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
、
反
作
用
こ
そ
、....

 
   　
事
柄
本
来
の
核
で
あ
る
。....

 
   　
反
作
用
あ
る
い
は
相

互
作
用
と
い
う
範
疇
は....

    　
生
の
連
関
そ
れ
自
身
に
あ
っ
て
能
動
と
受
動
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る 
」。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
当
時
の
デ
ィ
ル
タ
イ
が
考
え
て
い
た
生
を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う 
。

ま
ず
、
生
は
あ
る
核
（
構
造
・
連
関
）
を
中
心
に
し
て
統
一
体
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
統
一
体
は
第
一
次

的
・
生
動
的
に
意
志
的
抵
抗
経
験
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
。
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
意
志
的
抵
抗
経
験
を
通
し
て
自
己

生
は
統
一
体
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
に
重
要
な
の
は
、
抵
抗
経
験
が
根
源
的
に
相
互
作
用
で
あ
る
か
ぎ
り
、

志
向
に
対
す
る
阻
止
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
同
時
に
自
己
な
ら
ざ
る
〈
他
な
る
も
の
〉
の
力
の
志
向
が
意
識
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
阻
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
、
同
時
に
、
そ
れ
を
他
者
の
志
向
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
志
向
と
阻
止
に
お
け
る
自
己
生
の
生
動
性
の
経
験
は
、
同
時
に
、
他
者
の
意
志
的
志
向
の
生
動

性
の
経
験
で
も
あ
る
。
か
く
し
て
他
者
は
、
自
己
生
と
相
関
的
に
意
志
的
生
動
性
に
お
い
て
類
似
し
た
も
の
と
し
て
経

験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
知
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
類
比
推
論
「
自
己
（A  
 
錐 B  

）＝（A  

’

 錐X   

）
他
者
」
は
、
心
的
諸
力
の
実

在
的
過
程
に
遡
源
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
自
己
（
志
向
・
阻
止  

志
向
・
意
志
的
生
動
性
）
Ｘ
」

す
な
わ
ち
、（
志
向
・
阻
止
）
は
能
動
と
受
動
と
し
て
の
抵
抗
経
験
を
示
し
、 

は
相
互
作
用
を
表
す
。
も
ち
ろ
ん
こ

（　

）
４３

（　

）
４４

⇔

⇔
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の
場
合
に
、
自
己
は
相
互
作
用
の
中
で
自
己
の
心
的
生
を
覚
知
し
て
い
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
他
者
の
心
的
生
そ
の

も
の
を
覚
知
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
者
の
心
的
生
は
覚
知
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
他
者
は
ど
こ

ま
で
も
Ｘ
で
あ
る
。
し
か
し
相
互
作
用
の
中
で
自
己
の
志
向
の
阻
止
を
覚
知
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
そ
れ
を
Ｘ
の
意

志
的
志
向
と
し
て
覚
知
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
く
し
て
Ｘ
も
意
志
的
生
動
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
自
己
（
志
向
・
阻
止 

志
向
・
意
志
的
生
動
性
）
Ｘ
」
と
な
る
。

　
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
言
葉
を
使
え
ば
、
こ
こ
で
は
「
外
的
力
の
現
前
が
意
識
さ
れ
て
い
る 
」
の
で
あ
る
。「
類

比
推
論
に
同
等
の
過
程
」
と
は
、
Ｘ
が
「
外
的
力
」
の
「
核
」
と
し
て
、
つ
ま
り
自
己
と
類
似
の
生
動
性
を
も
っ
た
生

の
連
関
・
統
一
体
と
し
て
意
識
さ
れ
る
相
互
作
用
的
な
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
他
者
の
生
の
統
一
体
の
内

的
状
態
そ
の
も
の
が
自
己
の
心
的
生
と
同
様
に
は
覚
知
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
外
的
力
の
核
は
ど
こ
ま
で
も
Ｘ
で

あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
外
部
で
あ
り
、
疎
遠
な
生
で
あ
り
、〈
他
な
る
も
の
〉
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
Ｘ
は
生
の

連
関
の
中
で
ほ
か
な
ら
ぬ
相
互
作
用
の
核
と
し
て
自
己
と
相
関
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、〈
類
似
の
も
の
〉
と

し
て
意
志
的
生
動
性
が
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
五
）
他
者
の
実
在
性
と
現
実

　

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
期
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
と
っ
て
他
者
は
生
の
連
関
の
中
で
類
似
の

連
関
と
し
て
経
験
さ
れ
る
共
に
、
そ
の
反
面
、
ど
こ
ま
で
も
不
透
明
な
Ｘ
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者

は
こ
れ
ら
両
側
面
を
通
し
て
出
現
す
る
。
前
者
の
側
面
は
相
互
作
用
の
射
程
を
示
し
、
後
者
は
覚
知
の
限
界
を
示
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
両
面
性
に
基
づ
い
て
、
心
的
生
の
構
造
・
連
関
を
心
理
学
的
に
分
析
し
て
生
の
統
一
体
の
同
型
性

⇔

（　

）
４５



（G
leichförm

igkeit
 
         
      
）
を
記
述
す
る
一
方
で
、
個
性
や
性
格
の
差
異
性
を
も
捉
え
る
道
へ
踏
み
込
む
こ
と
が
可
能
と
な

ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
こ
の
時
期
に
そ
の
見
通
し
を
得
た
こ
と
は
次
の
言
葉
か
ら
窺
え
る
。

「
心
的
生
の
構
造
に
基
づ
い
て
の
み
、
個
性
の
相
違
、
性
格
学
的
相
違
が
そ
の
核
に
お
い
て
把
握
で
き
る
よ
う
に

な
る 
」。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
生
の
同
型
性
と
個
性
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
生
の
統
一
体
の
同
型
性
と
個
性
化
は
、
存
在
論
的
に
単
に
前
提
さ
れ
て
い
た
事
柄
で
は

な
く
、
認
識
論
的
な
帰
結
と
し
て
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
の
統
一
体
の
同
型
性

機

機

機

は
、
個
々
の
生
の
統
一

体
が
同
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
心
理
学
的
分
析
に
先
立
っ
て
存
在
論
的
に
前
提
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
抵
抗
経
験

の
相
互
作
用
の
中
で
こ
そ
、
他
者
の
生
の
統
一
体
が
自
己
生
と
相
関
的
に
類
似
の
も
の

機

機

機

機

機

と
し
て
経
験
さ
れ
た
類
似
性

機

機

機

に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
個
々
の
生
の
統
一
体
の
同
型
性
は
存
在
論
的
前
提
で
は
な
く
、
認
識
論
的
帰
結
で
あ

る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
生
の
統
一
体
の
限
界
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ぎ

り
、
同
型
性
を
存
在
論
的
前
提
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
限
界
に
基
づ
く
認
識
論
的
帰
結
と

し
て
、
し
か
も
論
理
的
推
論
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
経
験
に
よ
る
類
似
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う 
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
れ
以
降
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
歴
史
的
世
界
の
構
成
の
た
め
に
形
成

し
た
「
体
験
・
表
現
・
理
解
」
に
関
し
て
も
、
一
種
の
限
界
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
そ
こ
で
追
体
験
さ
れ
理
解
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
他
者
が
体
験
し
た
心
的
内
容
と
同
一
で
あ
る
保
証
は
な
い
。

（　

）
４６
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そ
れ
が
同
一
と
誤
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
覚
知
に
よ
る
認
識
論
的
基
礎
づ
け
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
者
が
体
験

す
る
心
的
内
容
は
、
私
に
覚
知
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
者
は
ど
こ
ま
で
も
Ｘ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
理

解
」
が
対
象
と
す
る
の
は
「
表
現
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
他
者
が
Ｘ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
理
解
し
難
い

振
る
舞
い
に
驚
か
さ
れ
た
り
、
ま
た
欺
か
れ
た
り
も
す
る
。
し
か
も
そ
の
一
方
で
そ
の
つ
ど
、
生
の
相
互
作
用
に
お
い

て
類
似
し
た
も
の
と
し
て
も
意
識
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
他
者
を
親
近
性
に
お
い
て
も
感
受
し
う
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
他
者
の
生
を
典
型
に
し
て
見
る
な
ら
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
科
学
の
対
象
と
し
た
歴
史
的
社
会
的
現

実
が
作
用
連
関
の
相
互
作
用
性
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
可
能
性
が
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
晩
年
に
い
た
る
デ
ィ
ル
タ

イ
の
道
で
あ
っ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
他
者
の
生
と
同
様
に
歴
史
的
社
会
的
現
実
も
ま
た
、
決
し
て
覚
知
さ
れ
な

い
暗
闇
を
も
抱
え
込
ん
で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
実
（W

ilklichkeit

 
           
）
は
わ
れ
わ
れ
の
力
を
遥
か
に
越
え

て
変
転
し
、
わ
れ
わ
れ
を
翻
弄
す
る
作
用
（w

irken
 
     

）
で
も
あ
り
、
そ
の
作
用
の
核
は
Ｘ
と
し
て
捉
え
難
い
。
他
者
が

自
己
と
類
似
的
で
あ
る
と
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
Ｘ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
現
実
の
こ
の
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
現
実
へ
目
を
向
け
る
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
接
近
し
な
が
ら
袂
を
分
か
つ
地
点
を
目
指
そ
う
。



二　

わ
れ
わ
れ
の
現
実
へ
向
け
て

（
一
）
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
（
問
題
の
見
取
り
図
）

　

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
道
筋
を
見
届
け
な
が
ら
、
実
在
そ
し
て
現
実
に
か
か
わ
る

問
題
の
見
取
り
図
を
描
い
て
お
こ
う
。

　
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
』
が
第
二
巻
を
も
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
逝
去
し
て
三
年
後
で
あ
っ
た
。
第

一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
一
九
一
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
五
才
に
な
る
。
後
に
な
っ
て

彼
は
、
大
戦
前
の
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
間
に
興
味
を
喚
起
さ
れ
た
書
の
一
冊
に
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
』
を

挙
げ
て
い
る 
。
も
ち
ろ
ん
全
集
が
公
刊
さ
れ
る
以
前
に
も
、
い
く
つ
か
の
論
著
が
、
単
行
本
あ
る
い
は
プ
ロ
イ
セ
ン
学

士
院
の
会
議
報
告
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
れ
ら
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
、
彼
が
一
九
一
九
年

に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
助
手
と
し
て
着
任
し
て
か
ら
、
講
義
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
の

論
著
と
並
ん
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
も
の
を
、
再
三
、
参
照
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
行
本

と
し
て
『
精
神
科
学
序
説
』（
一
八
八
三
年
刊
）、
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
か
ら
の
も
の
と
し
て
「
外
界
の
実
在
性

論
考
」（
一
八
九
〇
年
刊
）、「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」（
一
八
九
四
年
刊
）、「
個
性
の
研
究
」（
一
八
九
六
年
刊
）、

「
解
釈
学
の
成
立
」（
一
九
〇
〇
年
刊
）、「
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
」（
一
九
一
〇
年
刊
）、
等
が
あ
る
。

プ
ロ
イ
セ
ン
学
士
院
か
ら
の
前
四
論
文
は
、
一
九
二
四
年
に
ミ
ッ
シ
ュ
が
編
者
と
な
っ
て
公
刊
し
た
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全

集
』
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
、
改
め
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
大
学
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
二
五
年
に
カ
ッ
セ
ル
で
デ
ィ
ル
タ
イ

（　

）
４８
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に
関
す
る
十
回
連
続
講
演 
を
行
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
二
七
年
に
『
存
在
と
時
間
』
を
公
刊
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に

つ
い
て
こ
れ
ま
で
講
義
・
講
演
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
二
つ
の
問
題
領
域
に
集
約
し
て
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

四
三
節
で
は
外
界
の
実
在
性
の
問
題
に
関
し
て
、
七
七
節
で
は
歴
史
性
の
問
題
に
関
し
て
、
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
著
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
集
中
的
に
引
用
・
参
照
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
九
年

ご
ろ
の
最
初
期
の
講
義
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
ま
で
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
ら
の
論
著
を
通
し
て
、
精
神
科
学

の
基
礎
づ
け
を
求
め
て
生
の
記
述
的
分
析
か
ら
解
釈
学
へ
、
そ
し
て
歴
史
的
世
界
の
構
成
へ
進
む
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思

索
も
ち
ょ
う
ど
こ
れ
に
呼
応
し
て
い
る
。
彼
は
当
初
か
ら
歴
史
的
我
の
分
析
に
関
心
を
寄
せ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
歴
史
を

哲
学
的
問
題
と
し
て
哲
学
的
意
識
へ
も
た
ら
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る 
。
こ
う
し
て
彼
は
歴
史
的
我
か
ら
生
の
事
実

性
の
分
析
へ
、
し
か
も
理
解
と
解
釈
を
方
法
に
し
た
現
存
在
の
解
釈
学
へ
、
そ
し
て
現
存
在
の
歴
史
性
の
分
析
へ
進
む
。

解
釈
学
と
歴
史
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を
進
展
さ
せ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
著
し
た
『
真
理
と
方
法 
』、
ぺ
ゲ
ラ
ー
が
編
纂
し
た
『
解
釈
学
の
根
本
問
題 
』

は
、
こ
の
よ
う
な
道
筋
を
描
く
の
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
領
域
で
あ
る
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
内
部
に
お
い
て
も
、

ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
伝
承
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
批
判
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
人
間
と

事
物
を
主
観
と
客
観
、
内
と
外
と
い
う
図
式
で
捉
え
る
こ
と
に
反
対
し
て
、
人
間
の
存
在
を
世
界
内
存
在
と
し
て
捉
え

る
。
人
間
は
あ
た
か
も
カ
プ
セ
ル
の
「
内
」
の
我
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
「
外
」
へ
、
つ
ま
り

「
世
界
」
へ
出
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
外
界
」
は
実
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
「
我
」
は
い
か
に
し
て

（　

）
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（　
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「
外
」
へ
出
て
行
く
の
か
と
い
う
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、
擬
似
問
題
に
な
る
。
し
か
し
問
題
の
所
在
は
も
っ
と

別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
我
」
を
哲
学
の
出
発
点
に
し
た
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

哲
学
の
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
を
経
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
流
れ
込
ん
で
来
た
近
世
ド
イ
ツ
哲
学
の
、

一
つ
の
隠
さ
れ
た
淵
源
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
相
貌
を
呈
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
へ
（
問
題
の
所
在
）

　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
の
正
式
な
論
題
「
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
」
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
『
精
神
科
学
序
説
』

「
緒
言
」
の
中
の
言
い
回
し
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
た
。
す
な
わ
ち
「
外
界
の
実
在
性
を
わ
れ
わ
れ
が
確
信

す
る
起
源
と
正
当
性
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
あ
ら
ゆ
る
謎
の
中
で
最
も
強
固
な
謎
で

あ
る
よ
う
に
思
え
る 
」。
こ
の
問
題
は
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば

解
決
も
ま
た
、
そ
の
中
で
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
前
章
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、「
現
象
性
の
原
理
」、「
意
識
の
事
実
」

か
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、『
精
神
科
学
序
説
』
公
刊
の
数
年
前
頃
に
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
簡
単

に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　
「
現
象
性
の
原
理
」
と
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存

在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
、
意
識
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
制
約
の
も
と
に
あ
る 
」。
た
と
え
ば

天
空
に
輝
く
星
も
、
そ
れ
を
仰
ぎ
見
た
私
の
意
識
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
。「
星
が
天
空
に
あ
る
」
と
「
星
が
意
識

（　

）
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に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
、「
私
が
私
の
内
で
体
験
し
て
い
る
も
の
が
意
識
の
事
実
と
し
て
私

に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
私
が
そ
れ
を
覚
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
の
事
実
と
は
、
私
が
覚
知
し
て
い
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い 
」。
一
心
不
乱
に
星
を
仰
ぎ
見
て
い
る
と
き
で
も
、
私
は
「
星
を
見
て
い
る
」
を
「
事
実
」
と
し

て
覚
知
す
る
（
気
づ
く
）
こ
と
が
で
き
る
。「
意
識
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
を
「
事
実
」
と
し
て
確
証
す
る
の
が
覚
知

で
あ
る
。「
実
在
性
は
覚
知
の
中
で
与
え
ら
れ
、
覚
知
は
確
実
性
の
最
終
審
で
あ
る 
」。
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
出
発
点

に
な
る
。

　

し
か
し
意
識
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ
り
、「
我
思
う
」
か
ら
出
発
し
た
デ
カ
ル
ト
と
同
様
に
、
外
界
の
実
在
性

が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
す
で
に
バ
ー
ゼ
ル
時
代
（
一
九
六
七
・
六
八
年
）
か
ら
自
覚
し
て
い
た
。

彼
も
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
意
識
の
哲
学
に
身
を
置
い
た
。
そ
し
て
彼
は
意
識
を
表
象
の
み
な
ら
ず
意
志
と
感
受

を
も
含
む
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
生
と
し
て
捉
え
直
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
問
題
の
出
発
点
と
な
る
意
識
の
状
態
を

心
的
生
に
求
め
る
。
こ
れ
は
、
意
欲
・
衝
動
・
快
不
快
の
感
情
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
生
で
あ
り
、
充
足
と
満
足

を
求
め
て
い
る
生
で
あ
る
。
た
と
え
ば
乳
児
が
空
腹
の
た
め
に
泣
き
叫
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

自
己
と
他
者
の
区
別
は
ま
だ
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
空
腹
を
満
た
そ
う
と
し
て
手
を
伸
ば

し
て
母
親
の
体
に
突
き
当
た
り
、
そ
の
動
き
が
止
め
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
。
乳
児
の
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
が
感
覚
を
介
し

て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
乳
児
に
と
っ
て
阻
止
が
意
識
さ
れ
る
。
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
の
意
識
と
阻
止
の
意
識
、

こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
状
態
か
ら
発
現
す
る
抵
抗
経
験
の
中
で
、「
わ
れ
わ
れ
か
ら
分
離
し
た
外
的
な
力
が
現
前
し
て
い

る
」
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、「
外
界
の
実
在
性
の
意
識
」
の
出
現
で
あ
っ
た 
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
デ
カ
ル
ト
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
、
我
の
存
在
を
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確
保
し
、
つ
ぎ
に
そ
の
外
へ
の
架
橋
を
試
み
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。
人
間
は
す
で

に
「
外
」
へ
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
が
ま
だ
意
識
さ
れ
て
い

な
い
状
態
に
遡
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
現
す
る
か
を
分
析
す
る
。
自
己
が
成
立
す
る
に
は
、
同
時
に
、
自
己
な
ら

ざ
る
「
外
的
な
力
」
が
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
と
外
界
、
自
己
と
他
者
は
、
そ
の
区
別
に
お
い
て
意
志

的
な
抵
抗
経
験
の
中
で
同
時
に
意
識
さ
れ
る
。
双
方
は
「
相
関
的
事
実
」
で
あ
る 
。
こ
こ
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
先

だ
っ
て
「
意
識
の
事
実
」
を
語
っ
た
フ
ィ
ヒ
テ
、
さ
ら
に
カ
ン
ト
を
想
起
す
る
の
は
唐
突
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
章
で
見

た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
も
ま
た
、
意
識
の
内
的
経
験
の
成
立
条
件
と
し
て
外
的
経
験
を
挙
げ
、
内
と
外
と
の
、
い
わ
ば
相

関
関
係
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
の
解
決
を
試
み
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
か
ら
受
け
継
い
だ
実
践
的
自
我
に
お
い
て
非
我
を
障

碍
と
し
て
経
験
し
た
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
そ
し
て
カ
ン
ト
に
連
な
る
伝
統
が
流

れ
込
ん
で
い
る 
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
四
三
節
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
抵
抗
経
験
」
を
「
抵
抗
す
る
も

の
の
発
見
」
と
見
な
し
、「
実
在
性
の
意
識
」
を
「
世
界
内
存
在
」
の
一
つ
の
在
り
方
と
し
て
解
釈
し
、
個
々
の
存
在

者
が
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
る
た
め
に
は
、
世
界
が
開
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う 
。
し
か

し
デ
ィ
ル
タ
イ
が
問
題
に
し
た
の
は
、
す
で
に
開
示
さ
れ
た
世
界
の
内
で
の
個
々
の
事
物
の
抵
抗
経
験
だ
け
で
は
な
い
。

世
界
と
い
う
、
事
物
相
互
の
意
味
連
関
・
目
的
連
関
の
全
体
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
、
原
初
的
次
元
に
ま
で
分
析
を
掘

り
下
げ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
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
。
そ
し
て
こ
の
胚
が
芽
を
出
す
の
は
、
自
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己
が
固
有
の
目
的
全
体
と
し
て
自
己
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
己
を
取
り
巻
く
力
表
出

の
カ
オ
ス
的
遊
動
か
ら
、
今
や
、
他
者
が
解
き
放
た
れ
る 
」。

彼
は
こ
こ
で
、「
力
表
出
の
カ
オ
ス
的
遊
動
」
と
い
う
表
現
を
使
い
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
自
己
と
他
者
と
が
各
々
の
目

的
連
関
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
双
方
の
区
別
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
力
表
出
の
カ
オ

ス
的
遊
動
」
の
中
で
自
己
な
ら
ざ
る
「
外
的
な
力
」
が
初
め
て
意
識
さ
れ
る
と
同
時
に
、
自
己
の
世
界
が
目
的
全
体
と

し
て
芽
を
吹
き
出
し
な
が
ら
特
定
の
他
者
と
の
区
別
が
意
識
さ
れ
て
く
る
次
元
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
が

お
か
れ
て
い
る
世
界
が
、「
カ
オ
ス
的
遊
動
」
か
ら
整
え
ら
れ
、
ま
さ
し
く
創
設
さ
れ
て
く
る
次
元
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
三
）
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
問
題
の
展
開
）

　

問
題
の
所
在
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
き
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
世
界
創
設
の
原
初
へ
遡
り
、

そ
こ
で
抵
抗
経
験
を
語
る
の
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
公
刊
の
翌
年
の
講
義
の
中
で
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
超
越
す
る
現
存
在
は
、
そ
れ
に
対
し
て
は
無
力
な
も
の
と
し
て
、
存
在
者
を
抵
抗
に
お
い
て
初
め
て
経
験
す
る 
」。

つ
ま
り
、
人
間
も
一
つ
の
存
在
者
と
し
て
存
在
者
全
体
の
直
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
人
間
は
〈
自

身
の
た
め
〉
と
い
う
意
志
的
な
意
図
・
目
的
に
基
づ
い
て
、
存
在
者
を
全
体
に
お
い
て
超
越
し
な
が
ら
存
在
者
全
体
の

在
り
方
を
、
す
な
わ
ち
世
界
を
、
目
的
連
関
・
意
味
連
関
の
全
体
と
し
て
創
設
す
る
。
こ
の
よ
う
な
超
越
に
お
け
る
世
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界
創
設
の
時
、
人
間
は
存
在
者
に
対
し
て
無
力
で
、
そ
れ
を
抵
抗
に
お
い
て
経
験
す
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
の
で

あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
自
己
と
客
観
と
の
分
離
の
胚
」
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
現
存
在
の
超
越
」
に
お
い
て
、

世
界
創
設
と
い
う
原
初
的
次
元
へ
遡
源
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
次
元
で
は
存
在
者
は
抵
抗
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
。
で

は
こ
の
次
元
か
ら
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
外
界
の
実
在
性
の
問
題
で
扱
わ
れ
て
い
る
実
在
性
概
念
を
存
在
の
一
様
態
と
見
な
し
、
そ
れ
を
包

摂
す
る
存
在
一
般
の
意
味
を
問
い
求
め
な
が
ら
、
存
在
者
全
体
を
統
括
す
る
存
在
そ
の
も
の
を
希
求
す
る 
。
こ
れ
に
対

し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
へ
向
か
う
と
共
に
、
そ
の
相
互
関
係
を
作
用
と
し
て
捉
え
る
。
阻
止
と

い
う
仕
方
で
意
志
イ
ン
パ
ル
ス
に
作
用
す
る
も
の
こ
そ
現
実
的
で
あ
り
実
在
的
で
あ
る
。
歴
史
上
の
偉
大
な
人
物
に
つ

い
て
述
べ
た
一
文
は
印
象
的
で
あ
る
。

「
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
す
る
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 
」。

　

作
用
（w
irken

 
     

）
に
基
づ
い
て
実
在
性
を
作
用
性
・
現
実
性
（W

irklichkeit

 
           
）
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、「
現
象

性
の
原
理
」
の
定
式
化
と
同
じ
頃
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
『
精
神
科
学
序
説
』
に
お
い
て
精
神
科
学
の
対
象

は
「
歴
史
的
社
会
的
現
実
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た 
。
外
界
の
実
在
性
の
問
題
は
、「
歴
史
的
社
会
的

現
実
」
の
問
題
で
あ
り
、
と
り
わ
け
歴
史
上
の
偉
大
な
人
格
と
ど
の
よ
う
に
出
会
う
の
か
と
い
う
問
題
に
収
歛
し
て
い

く
。
自
己
と
他
者
と
の
区
別
は
、
同
時
に
、
双
方
の
出
会
い
で
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
外
的
な
力
を
作
用
の
中
で
捉
え
、
作
用
性
と
し
て
の
現
実
性
を
意
志
的
な
抵
抗
経
験

の
中
で
捉
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
精
神
科
学
に
あ
っ
て
は
歴
史
的
社
会
的
現
実
、
と
り
わ
け
歴
史
上
の
人
物
を
含
め

た
他
の
人
格
の
実
在
性
に
適
用
す
る
。
彼
に
と
っ
て
「
歴
史
は
意
識
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
る 
」。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
存
在
の
意
味
を
目
指
し
て
自
己
を
本
来
的
自
己
と
非
本
来
的
自
己
に
区
分
す
る
こ
と
に
向
か
っ
た
の
と
対
照
的

で
あ
る
。
こ
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
み
よ
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
自
己
が
本
来
的
か
非
本
来
的
か
は
、
他
人
に
は
代
理
不
可
能
な
最
も
自
己
固
有
な
死
へ
先
駆

し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
回
避
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
。
自
己
の
本
来
性
（E

igentlichkeit

 
             
）
は
、
自

己
の
死
と
い
う
自
己
固
有
な
も
の
（E
igenes

 
      
）
に
よ
る
。
こ
こ
に
は
外
界
や
他
者
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
本
来

的
自
己
の
成
立
に
必
要
な
の
は
、
他
者
で
は
な
く
、
自
己
固
有
な
も
の
で
あ
る 
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い

て
は
、
自
己
と
外
界
・
他
者
は
相
関
的
事
実
で
あ
り
、
自
己
は
外
的
な
力
に
曝
さ
れ
て
こ
そ
自
己
生
で
あ
り
、
ま
た
他

者
が
存
在
す
る
。
自
己
の
成
立
に
は
〈
他
な
る
も
の
〉
が
必
要
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
岐
点
は
こ

こ
に
あ
る
。

　

こ
の
分
岐
点
に
立
て
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
挙
げ
た
自
己
の
死
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き

よ
う
。
死
は
、
そ
れ
が
自
己
の
死
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
己
と
他
な
る
も
の
と
の
相
関
的
事
実
の
中
で
他
な
る
も
の
と
し

て
、
つ
ま
り
〈
外
〉
か
ら
〈
自
己
〉
へ
襲
っ
て
く
る
不
可
解
な
〈
他
な
る
も
の
〉
と
し
て
出
現
し
て
来
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
死
は
不
安
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
点
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
死
を
自
己
の
最
極
端
の
可
能
性
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
可
能
性
の
中
に
取
り
込
み
、
い
わ
ば
自
己
固
有
化
す
る
道
を
踏
み
出
す
。
こ
れ
に
対
し

て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
道
筋
を
見
る
と
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
こ
そ
、

（　

）
６６

（　

）
６７



解
釈
学
か
ら
体
験
・
表
現
・
理
解
に
よ
っ
て
生
の
理
解
を
目
指
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
を
準
備
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
が
ガ
ダ
マ
ー
等
の
描
い
た
道
筋
で
あ
っ
た
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
も
う
一
つ
別
の
道
筋
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
自
覚
し
て
い
た
。
死
な
ど
の
理
解
不
可
能
な
〈
他
な
る
も
の
〉
は
、
理
解
可
能
な
生
か
ら
見
れ
ば
「
生
の
謎
」
と

し
て
残
さ
れ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
生
の
関
わ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
基
づ
く
経
験
は
、
心
を
一
つ
の
全
体
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
う
は
で
き

な
い
。
あ
ら
ゆ
る
理
解
不
可
能
な
も
の
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
生
殖
・
誕
生
・
成
長
、
そ
し
て
死
で
あ
る 
」。

謎
を
理
解
不
可
能
な
謎
と
し
て
残
そ
う
と
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
し
て
、
将
来
の
死
を
可
能
性
と
し
て
生
の
理
解
可
能

性
の
内
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誕
生
か
ら
死
ま
で
の
生
を
可
能
的
全
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
で
あ
っ
た 
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
こ
の
二
人
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
問
題
の
所
在
に
立
ち
返
り
、
両
者
の
分

岐
点
に
立
つ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
生
の
謎
」
に
立
ち
向
か
う
た
め
で
は
な
い
。
ま
し
て

や
二
者
択
一
の
た
め
で
は
な
い
。
両
者
の
分
岐
点
こ
そ
、
両
者
が
交
差
す
る
地
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
に
お
い
て
は
、

〈
他
な
る
も
の
〉
に
曝
さ
れ
て
こ
そ
自
己
が
成
立
し
、
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
は
〈
他
な
る
も
の
〉
を
自
己
固
有

化
さ
え
し
て
し
ま
う
。
こ
の
交
差
地
点
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
一
つ
の
問
い
を
投

げ
か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
、
は
た
し
て
〈
他
な
る
も
の
〉
と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
同
時
に
〈
固

有
な
も
の
〉
と
、
ど
の
よ
う
に
出
会
い
う
る
の
か
と
い
う
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
「
歴
史
的
社
会
的
現
実
」
を
尋
ね
る
問

（　

）
６８

（　

）
６９
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い
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
現
実
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
在
性
と
い
う
観

点
か
ら
現
実
性
へ
向
か
お
う
。

注（
１
）　

D
ilthey,G

S1,V
orrede

S.15

 
         
     
           .  

（
２
）　

ibid

    .  

（
３
）　

do.,G
S5,S.139

      
         .  

（
４
）　

do.,G
S1,V

orrede
S.18

      
     
           .  

（
５
）　

do.,G
S5,S.90

      
        .  

（
６
）　

do.,G
S7,S.87

      
        .  

（
７
）　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
、
い
わ
ゆ
る
方
法
論
を
形
成
す
る
覚
知
、
内
省
、
理
解
、
等
に
つ
い
て
、
彼
の
哲
学
の
年
代
史
的
発
展
と

い
う
観
点
か
ら
詳
述
す
る
こ
と
は
本
節
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
本
節
の
主
眼
は
、
そ
の
よ
う
な
年
代
史
的
発
展
の

道
筋
を
つ
け
る
た
め
の
大
前
提
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
生
の
統
一
体
の
限
界
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
覚
知

の
限
界
が
ど
の
よ
う
に
出
現
し
、
そ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
る
。

（
８
）　

D
ilthey,G

S19,S.354

 
         
          .  

（
９
）　

ibid.,S.343

            .  

（　

）　

do.,G
S5,S.156

      
         .  

１０
（　

）　

ibid.,S.77

           .  

１１



（　

）　

ibid.,S.77;G
S19,S.334

              
          .  

１２
（　

）　

do.,G
S5,S.79.

      
         　

デ
ィ
ル
タ
イ
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
章
で
は
一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
的
を
絞
っ
て
い
る
が
、

１３
イ
ナ
イ
ヒ
ェ
ン
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
カ
ン
ト
批
判
の
決
定
的
な
点
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
質
料
と
形
式
の
区
分
に
向
け
ら
れ
て

い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
一
八
六
四
年
の
「
道
徳
的
意
識
の
分
析
の
試
み
」（G

S6,S.1ff.

 
          
）
に
ま
で
遡
っ
て
見
出
し
て
い
る

（Ineichen,1984,S.57

                    
）。
な
お
、
イ
ナ
イ
ヒ
ェ
ン
は
ク
ラ
ウ
ザ
ー
、
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
等
の
先
行
研
究
を
整
理
し
な
が
ら

デ
ィ
ル
タ
イ
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
関
係
を
「
カ
ン
ト
の
経
験
の
形
而
上
学
の
位
置
に
（
心
的
）
生
そ
れ
自
身
の
記
述
と
分
析

と
し
て
の
心
的
生
の
心
理
学
が
取
っ
て
代
っ
た
」（ibid.S.64

          
）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
第
一
批
判
で
展
開

さ
れ
た
「
我
思
考
す
」
に
よ
る
基
礎
づ
け
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
「
覚
知
」
に
、
第
二
批
判
そ
し
て
第
三
批
判
で
展
開
さ
れ
た

意
志
概
念
お
よ
び
目
的
概
念
は
心
的
構
造
の
理
論
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
本
章
で
の
見
解
は
、
本
文
以
下

に
見
る
通
り
、
カ
ン
ト
が
第
一
批
判
で
試
み
た
自
然
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
式
性
を
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
的
生
の
分
析
を
通
し
て
実
在
的
に
基
礎
づ
け
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
章
で
は
こ
れ
を
、
カ
ン
ト
の
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
と
し
て
呼
ん
で
い
る
。

（　

）　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
構
造
概
念
は
、
早
く
は
一
八
八
三
・
八
四
年
の
ベ
ル
リ
ン
心
理
学
講
義
で
使
わ
れ
て
お
り
、
八
〇
年
代
後

１４
半
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
概
念
的
に
定
着
し
、「
連
関
（Z

usam
m
enhang,G

efüge

 
    
 
         
     
）」
と
同
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ロ
ー

デ
ィ
は
こ
れ
を
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
と
く
に
生
物
学
の
領
域
で
使
わ
れ
た
構
造
概
念
、
そ
し
て
、
二

〇
世
紀
の
構
造
主
義
の
初
期
段
階
に
お
け
る
構
造
概
念
と
区
別
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
と

は
自
己
と
外
界
と
の
間
の
相
互
作
用
を
形
成
す
る
諸
作
用
が
整
合
的
・
合
目
的
的
に
一
纏
ま
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
生
き
生
き
し
た
生
を
全
体
と
し
て
捉
え
る
概
念
で
あ
る
（R

odi,1987,pp.110,113

 
                       
）。
本
書
で

も
基
本
的
に
こ
の
見
解
と
同
様
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。

（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.334

 
         
          .  

１５
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（　

）　

ibid.,S.353

            .  

１６
（　

）　

ibid.,S.340

            .  

１７
（　

）　
ibid.,S.360

            .  

１８
（　

）　

do.,G
S5,S.83

      
        .  

１９
（　

）　

do.,G
S19,S.361

      
          .  

２０
（　

）　

do.,G
S5,S.83

      
        .  

２１
（　

）　

do.,G
S19,S.339

      
          .  

２２
（　

）　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
カ
ン
ト
へ
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
（
注
（　

）
を
参
照
）、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
探
求
を
カ
ン
ト
の

２３

１３

超
越
論
的
探
求
の
変
容
と
し
て
見
る
解
釈
が
あ
る
（Jos

de
M
ul,1996

        
        
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
探
求
に

よ
っ
て
知
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
条
件
を
見
出
し
た
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
知
の
発
展
（
構
造
と
生
成
）
を
求
め

た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
二
〇
世
紀
の
構
造
主
義
と
解
釈
学
の
思
想
を
先
駆
的
に
示
唆
し
て
い
る
（ibid.,pp.8

           3  
―84

 
 
）。

本
節
で
言
う
デ
ィ
ル
タ
イ
的
転
回
も
、
超
越
論
的
探
求
の
変
容
と
い
う
見
解
と
基
本
的
に
解
釈
の
方
向
性
は
同
じ
で
あ
る
が
、

デ
ィ
ル
タ
イ
以
降
の
構
造
主
義
と
解
釈
学
へ
の
先
駆
的
連
関
に
つ
い
て
は
本
節
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、
構

造
概
念
に
つ
い
て
は
注
（　

）
を
参
照
。

１４

（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.346

 
         
          .  

２４
（　

）　

ibid.,S.357

            .  

２５
（　

）　

ibid.,S.177

            .  

２６
（　

）　

do.,G
S1,V

orrede
S.18

      
     
           .  

２７
（　

）　

do.,G
S20,S.154

      
          .  

２８
（　

）　

マ
ッ
ク
リ
ー
ル
は
「
理
解
の
過
程
」
を
「
類
比
推
論
の
一
つ
の
形
式
」
と
し
て
捉
え
、
本
文
で
指
摘
し
た
慎
重
な
表
現

２９

注



「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
に
お
け
る
「
同
等
の
」
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
顧
慮
し
て
い
な
い

（M
akkreel,1991,S.105f.

 
                       
大
野
訳
、
九
〇
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
の
見
解
は
本
文
以
下
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

（　

）　
D
ilthey,G

S20,S.154
 
         
          .  

３０
（　

）　
do.,G

S19,S.224
      
          .  

３１
（　

）　

do.,G
S5,S.111

      
         .  

３２
（　

）　

do.,G
S19,S.359

      
          .  

３３
（　

）　

ibid.,S.353

            .  

３４
（　

）　

ibid.,S.224

            .  

３５
（　

）　

do.,G
S20,S.154

      
          .  

３６
（　

）　

do.,G
S19,S.360

      
          .  

３７
（　

）　

do.,G
S5,S.172

      
         .  

３８
（　

）　

ibid.,S.332

            .  

３９
（　

）　

本
節
は
元
々
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
四
日
に
慶
應
義
塾
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
デ
ィ
ル
タ
イ
協
会
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

４０
ム
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
と
「
理
解
」
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
森
司
会

員
よ
り
貴
重
な
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
本
節
で
言
う
「
先
駆
的
概
念
」
と
は
、「
類
比
推
論
」
が
「
理
解
」
の
先
駆
的

概
念
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
「
類
比
推
論
」
が
「
理
解
」
へ
仕
上
げ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
前
掲
注
（　

）
で
触
れ
た
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
が
、
本
節
の
論
点
は
、
あ
る
心
的
過

２９

程
総
体
が
形
式
的
思
考
様
式
に
抽
象
化
さ
れ
た
と
き
「
類
比
推
論
」
と
い
う
形
態
を
と
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
当
の
心
的

過
程
が
こ
の
時
期
に
一
時
的
・
暫
定
的
に
「
類
比
推
論
と
同
等
の
過
程
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
こ
の
心
的
過
程
総

体
が
最
終
的
に
は
理
解
概
念
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
お
、
理
解
概
念
に
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
す
る

268

第６章　実在から現実へ



269

こ
と
は
本
節
の
意
図
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
節
の
関
心
事
は
、
理
解
概
念
へ
い
た
る
直
前
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
に
お
け
る

認
識
論
的
限
界
に
あ
る
。
こ
の
心
的
過
程
か
ら
理
解
概
念
へ
の
展
開
、
し
た
が
っ
て
認
識
論
的
・
心
理
学
的
基
礎
づ
け
か
ら

解
釈
学
へ
の
展
開
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
こ
の
限
界
を
見
極
め
た
上
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（　

）　

D
ilthey,G

S19,S.360
 
         
          .  

４１
（　

）　

ibid.,S.369

            .  

４２
（　

）　

ibid.,S.368f

             .  

４３
（　

）　

ロ
ー
デ
ィ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
的
発
展
、
と
り
わ
け
問
題
視
さ
れ
る
心
理
学
か
ら
解
釈
学
へ
の
展
開
に
つ
い
て
、
そ

４４
の
発
展
全
体
が
生
の
解
釈
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
法
論
的
展
開
よ
り
も
生
の
概
念
そ
れ
自
身
の
深
化
を
読
み

取
ろ
う
と
す
る
（R

odi,2003

 
         
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
生
は
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
各
個
人

の
間
の
相
互
作
用
の
連
関
と
し
て
の
生
、
②
自
己
と
環
境
と
の
間
の
作
用
連
関
と
し
て
の
生
、
③
時
間
の
中
で
経
過
す
る
生
、

以
上
の
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
初
期
か
ら
中
期
を
経
て
晩
年
ま
で
、
順
次
、
分
析
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
（ibid.,S.22f.

             
）。
こ
の
区
分
か
ら
す
れ
ば
、
本
節
で
の
生
の
概
念
は
②
に
当
た
る
。

（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.131

 
         
         .  

４５
（　

）　

do.,G
S19,S.350

      
          .  

４６
（　

）　

こ
の
よ
う
な
同
型
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
（H

om
ann,1996

 
  
         
）。
す
な
わ
ち
、
他
者
の
心
的
生
へ
い
た
る

４７
類
比
推
論
は
、
個
々
の
心
的
生
の
同
型
性
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
に
し
て
初
め
て
理
解

が
成
立
す
る
（ibid.,S.16

           
）。
し
か
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
そ
う
し
た
同
型
性
、
言
い
換
え
れ
ば
普
遍
的
（allgem

ein

      
   

）

あ
る
い
は
共
通
（gem

einsam

   
      

）
な
人
間
本
性
（M

enschheit

 
         
）
は
、
カ
ン
ト
が
理
念
と
し
て
前
提
に
し
た
の
に
対
し
て
、

個
々
の
人
間
に
お
い
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
中
で
体
験
さ
れ
、
与
え
ら
れ
る
（ibid.,S.28,33f.

                 
）。
以
上
の
解
釈
は
、
類

比
推
論
、
理
解
、
体
験
、
そ
し
て
作
用
連
関
・
目
的
連
関
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
的
発
展
連
関
を
考
え

注



る
上
で
重
要
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
が
、
資
料
と
し
て
い
る
の
が
主
と
し
て
『
序
説
』
と
『
構
成
』
で
あ
る
点
、
し
た

が
っ
て
本
書
で
扱
う
認
識
論
的
基
礎
づ
け
の
時
期
に
お
け
る
認
識
論
的
限
界
に
つ
い
て
立
入
っ
て
い
な
い
点
、
ま
た
「
類
比

推
論
と
同
等
の
過
程

機

機

機

機

機

」
に
つ
い
て
触
れ
て
な
い
点
な
ど
は
、
本
書
と
視
点
を
異
に
し
て
い
る
。

　
　
　

そ
し
て
本
節
に
お
い
て
同
型
性
を
認
識
論
的
帰
結
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、

動
物
に
〈
心
〉
を
帰
属
さ
せ
た
り
、
物
体
に
〈
魂
〉
を
帰
属
さ
せ
た
り
す
る
現
象
の
包
括
的
な
説
明
を
可
能
に
す
る

（D
ilthey,G

S5,S.125ff.;G
S19,S.359f

 
         
               
           .  
）。

（　

）　

H
eidegger,G

S1,S.56

 
           
        .  

４８
（　

）　

カ
ッ
セ
ル
で
の
十
回
連
続
講
演
（H
eidegger,K

V

 
           
 

）、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
はD

ilthey-Jahrbuch
B
d.

 
                 
  8  

４９
（1992/93

       
）
の
中
で
初
め
て
公
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
ロ
ー
デ
ィ
は
、
こ
の
カ
ッ
セ
ル
講
演
の
存
在
を
指
摘
し
、

こ
の
新
た
な
資
料
に
基
づ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
関
係
を
再
考
し
て
い
る
（R

odi,1986/87

 
            
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
一
九
・
二
〇
年
の
講
義
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
歴
史
へ
の
道
を
切
り
拓
い
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て

い
た
が
、
二
五
年
の
カ
ッ
セ
ル
講
演
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
に
限
界
を
見
出
し
た
、
そ
れ
は
彼
が
歴
史
の
歴
史
性
、
現
存
在
の
存

在
の
歴
史
性
へ
の
問
い
を
徹
底
化
し
な
か
っ
た
点
に
あ
る
が
（ibid.,171,174

               
）、
カ
ッ
セ
ル
講
演
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
扱
っ
て

い
る
資
料
は
「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」
の
み
で
あ
り
、
一
九
一
九
・
二
〇
年
の
講
義
の
ほ
う
が
両
者
の
関
係
を
知
る
上
で

重
要
で
あ
る
（ibid.,175

          
）。
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
関
係
に
関
す
る
本
書
に
お
け
る
解
釈
の
基
本
的
方
向
性
も
こ

れ
と
同
様
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
前
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
と
問
題
領
域
を
同
じ
く
し
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
の

仕
方
に
お
い
て
双
方
は
袂
を
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
詳
細
は
本
節
以
下
お
よ
び
次
章
で
述
べ
る
。

（　

）　

H
eidegger,G

A
56/57,S.12

 
           
 
           2  
―3  

５０
（　

）　

G
adam

er,1960

 
    
        .  

５１
（　

）　

P
öggeler,1983

 
             .  

５２
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（　

）　

D
ilthey,G

S1,V
orrede

S.15

 
         
     
           .  

５３
（　

）　

do.,G
S14,S.60;G

S5,S.90

      
            
        .  

５４
（　

）　
do.,G

S1,S.394
      
         .  

５５
（　

）　

do.,G
S14,S.177

      
          .  

５６
（　

）　

do.,G
S5,S.131

      
         .  

５７
（　

）　

do.,G
S19,S.178

      
          .  

５８
（　

）　

do.,G
S5,S.111f

      
          .  

５９
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.210f

 
            
        .  

６０
（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.125

 
         
         .  

６１
（　

）　

H
eidegger,G

A
26,S.279

 
           
 
         .  

６２
（　

）　

詳
細
は
本
書
第
四
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６３
（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.114

 
         
         .  

６４
（　

）　

詳
細
は
本
書
第
五
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６５
（　

）　

D
ilthey,G

S5,S.135

 
         
         .  

６６
（　

）　

次
章
で
触
れ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
〇
年
代
初
頭
の
初
期
思
索
に
お
け
る
事
実
的
生
の
分
析
の
時
期
に
、「
事
実

６７
的
」
を
「
具
体
的
」
と
し
て
理
解
し
、「
具
体
的
」
を
ま
た
「
自
己
固
有
（eigen

     

）」
と
同
義
的
に
使
う
と
き
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
自
己
固
有
で
あ
る
こ
と
、
十
分
に
究
極
的
な
具
体
化
」（H

eidegger,G
A
59,S.122

 
           
 
         
）。
こ
こ
か
ら
、
初
期
思
索
に

お
け
る
最
も
具
体
的
な
根
源
を
求
め
る
事
実
的
生
の
分
析
が
、
後
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
現
存
在
の
徹
底
的
な
個
体

化
（Individuation

             

）（H
eidegger,SZ

,S.38

 
            
      
）
を
目
指
し
、
最
も
固
有
な
も
の
と
し
て
自
己
の
死
を
挙
げ
、
死
へ
の
先
駆
に

本
来
的
（
自
己
固
有
のeigentlich

 
         

）
実
存
を
求
め
る
に
い
た
る
道
筋
が
見
え
て
く
る
。

注



（　

）　

D
ilthey,G

S8,S.80

 
         
        .  

６８
（　

）　

H
eidegger,SZ

,S.235ff

 
            
         .  

６９
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