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序

哲
学
史
的
な
視
点
か
ら
眺
め
て
、
い
わ
ゆ
る
「
現
象
学
運
動
」
に
お
い
て
固
有
の

展
開
を
み
せ
る
概
念
や
問
題
系
は
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
は
、
そ

の
よ
う
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、現
象
学
に
お
け
る
「
世
界
」
も
し
く
は
「
世
界
性
」

を
め
ぐ
る
議
論
を
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク
の

一
九
三
十
年
代
の
思
想
を
紐
解
く
こ
と
と
で
現
象
学
に
お
け
る
世
界
・
世
界
性
の
議

論
へ
の
寄
与
を
試
み
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
近
代
哲
学
的
な
意
識
の
分
析
論
の
枠
内

に
意
識
の
世
界
性
と
い
う
着
想
の
導
入
を
試
み
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
と
り
わ
け
『
存
在

と
時
間
』
で
「
現
存
在
」
の
根
本
構
造
を
「
世
界
・
内
・
存
在
」
と
呼
び
、
そ
の
世

界
性
の
分
析
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。こ
れ
と
比
べ
る
と
、

フ
ィ
ン
ク
の
三
十
年
代
の
思
想
に
お
け
る
世
界
を
め
ぐ
る
議
論
は
必
ず
し
も
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
研
究
が
持
つ
意
義
の
弁
明
が
あ
ら
か

じ
め
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

形
式
的
に
示
唆
す
る
と
、
三
十
年
代
の
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
世
界
あ
る
い
は
世
界

性
を
め
ぐ
る
思
想
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
影
響
と
思
わ
れ
る
側
面
を
含
み
つ
つ
も
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
由
来
す
る
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
枠
内
で
遂
行
さ
れ
た
哲
学
的
議

論
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
フ
ィ
ン
ク
の
議
論
は
単
に
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
補
完
や
紹
介
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
独
自
の

テ
ー
ゼ
、
着
想
や
帰
結
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
実
質
的
に
フ
ィ
ン
ク

は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
い
う
哲
学
そ
の
も
の
の
枠
組
み
に
あ
く
ま
で
内
在
的
な

仕
方
で
、
そ
の
変
革
を
試
み
た
の
だ
と
み
な
し
、
そ
の
哲
学
を
研
究
す
る
と
い
う
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
充
分
に
検
証
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
本
論
が
扱
う
問
題
群

に
置
き
換
え
る
と
、
三
十
年
代
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
世
界
・
世
界
性
の
議
論
を
振
り

返
る
こ
と
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
根
本
概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能
し

て
い
る
「
構
成
」
概
念
に
フ
ィ
ン
ク
が
独
自
の
仕
方
で
変
更
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
論
は
単
に
「
世
界
」
の
分
析
を
主
題
的
に
遂
行
す

る
の
み
で
な
く
（
第
一
節
か
ら
第
三
節
の
①
ま
で
）、
三
十
年
代
フ
ィ
ン
ク
の
「
世
界
」

の
分
析
を
手
引
き
と
し
つ
つ
、
フ
ィ
ン
ク
の
哲
学
的
営
み
に
お
い
て
内
的
な
原
動
力

と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
れ
自
身
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

超
越
論
的
現
象
学
的
哲
学
の
根
本
的
性
格
を
規
定
す
る
「
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限

性
」
と
い
う
根
本
的
問
題
を
摘
出
、
分
析
す
る
。
こ
の
「
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限

性
」
と
い
う
問
題
は
超
越
論
的
主
観
性
自
身
の
根
本
的
な
性
格
付
け
に
関
わ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
限
り
で
超
越
論
的
現
象
学
そ
の
も
の
の
性
格
を
規
定
す
る
根
本
問
題

だ
か
ら
で
あ
る
（
第
三
節
②
と
③
）。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
論
的
現
象
学
の
根

本
概
念
と
し
て
の
「
構
成
」
概
念
の
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
展
開
を
扱
う
。
こ
の
「
構

成
」
理
解
に
お
い
て
こ
そ
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
の
思
想
の
決
定
的
な
差
異
が
浮

か
び
上
が
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
構
成
概
念
を
欠
い
た
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
も

の
が
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
限
り
で
、
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
構
成
を
め
ぐ
る
問
題
を
解

明
す
る
こ
と
は
彼
の
三
十
年
代
の
現
象
学
的
哲
学
を
根
本
か
ら
性
格
付
け
、
そ
れ
に

世
界
、
有
限
性
、
構
成

―
三
十
年
代
フ
ィ
ン
ク
思
想
の
世
界
性
概
念
、
有
限
性
の
問
題
お
よ
び
構
成
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
―

池　
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全
体
像
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
第
三
節
④
結
論
）。

第
一
節
．
世
界
概
念
の
二
義
性

「
世
界
」
と
い
う
概
念
は
、と
り
わ
け
現
象
学
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ

う
に
根
本
的
に
二
義
的
な
も
の
で
あ
る①
。
第
一
の
世
界
概
念
は
、
カ
ン
ト
的
伝
統
と

密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
普
通
に
は
存
在
者
の
「
総
体In

begriff

」
あ
る
い
は
「
全

体
性G

an
zh

eit

」
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、

例
え
ば
「
想
像
の
世
界
」
と
い
っ
た
表
現
を
こ
の
文
脈
で
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
想
像
さ
れ
た
も
の
の
総
体
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
世
界
の
「
世
界
性
」

が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
こ
こ
で
は
仮
に
存
在
論
的
世
界
概
念
と

呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
第
二
の
世
界
概
念
は
、
よ
く
現
象
学
の
議
論
の
中
で
強
調
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、「
意
識
に
と
っ
て
の
世
界
の
接
近
・
開
示
可
能
性Z

u
gän

glich
keit 

d
er W

elt fü
rs B

ew
u

ßtsein

」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
も
し
、こ
の
意
味
で
「
世
界

性
」
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
世
界
」
と
い
う
表

現
は
「
地
平H

orizon
t

」
や
「
有
意
義
性B
ed

eu
tsam

keit

」
と
い
う
そ
れ
自
身
現

象
学
の
議
論
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
用
語
に
多
く
の
場
合
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
。

従
っ
て
、
第
二
の
世
界
概
念
を
仮
に
現
象
学
的
・
地
平
的
世
界
概
念
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
こ
の
第
二
の
現
象
学
的
な
世
界
概
念
を
フ
ィ
ン
ク
に
即

し
て
解
明
す
る
作
業
か
ら
始
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節
．  

現
在
化
あ
る
い
は
現
前
化
さ
れ
た
世
界
へ
の
接
近
・
開

示
可
能
性
と
し
て
の
世
界
性

フ
ィ
ン
ク
に
従
う
と
、
現
在
化
的
経
験
（
現
在
的
現
実
に
対
し
て
構
成
的
な
も
の
と
し

て
の
）
は
、
そ
の
都
度
顕
在
的
な
作
用
に
は
還
元
で
き
ず
、
そ
れ
は
「
む
し
ろ
、
そ

の
う
ち
で
周
囲
世
界
（U

m
w

elt

）
の
全
体
が
不
断
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
構

成
さ
れ
る
諸
々
の
作
用
の
同
時
的
な
多
様
体②
」
で
あ
る
。
現
象
学
の
用
語
を
用
い
て

直
截
に
い
う
と
、
現
在
化
的
経
験
と
は
、
現
在
化
作
用
（gegen

w
ärtigen

de A
k

te

）

と
現
前
化
作
用
（vergegen

w
ärtigen

de A
kte

）
の
絡
み
合
い
に
よ
っ
て
、は
じ
め
て

現
在
化
的
経
験
と
し
て
成
立
す
る
。こ
の
テ
ー
ゼ
を
よ
り
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

第
一
に
、
現
在
化
的
経
験
は
、
様
々
な
意
味
合
い
で
、
自
身
に
固
有
の
時
間
性
・

歴
史
性
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
顕
在
的
に
遂
行
さ
れ
た
現
在
化
的
経
験
と
い
う

の
は
、
そ
の
経
験
の
対
象
の
意
味
創
設
や
意
味
の
獲
得
と
そ
の
再
顕
在
化
、
沈
殿
し

た
経
験
と
い
っ
た
よ
う
に
現
前
化
作
用
を
必
然
的
に
指
示
せ
ず
に
は
お
か
な
い
し
、

そ
の
よ
う
な
仕
方
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の

場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
主
題
的
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
く
し
て
す
で
に
成

立
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
現
在
化
的
経
験
は
そ
れ
自
身
と
し
て
（
＝
現
前
化
的
経
験
と

主
題
的
に
比
較
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
と
し
て
）
歴
史
的
、
つ
ま
り
は
時
間
的
な

も
の
な
の
で
あ
る
（
顕
在
的
に
遂
行
さ
れ
た
現
在
化
的
経
験
の
も
つ
歴
史
性
、
時
間
性
）。

第
二
に
、
フ
ィ
ン
ク
に
従
え
ば
、
現
在
化
的
経
験
は
そ
れ
自
身
と
し
て
空
間
的
な
契

機
を
も
つ
。
そ
の
根
本
的
理
由
は
、
現
在
化
的
経
験
が
根
源
的
に
は
、
現
在
化
的
経

験
自
身
の
接
近
・
開
示
可
能
性
と
し
て
の
身
体
及
び
そ
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
意
識
に

よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る③
。
こ
の
限
り
で
、
現

在
化
的
経
験
の
解
明
に
際
し
て
、
そ
れ
を
現
前
化
的
経
験
と
比
較
し
て
、
そ
の
時
間

様
相
の
差
異
を
解
釈
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
現
在
化
的
経
験
は
そ
れ
自
身
と
し

て
空
間
性
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
顕
在
的
に
遂
行
さ
れ
た

現
在
化
的
経
験
の
も
つ
空
間
性
）。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在

化
的
経
験
と
は
そ
れ
自
身
と
し
て
必
然
的
に
、
時
間
と
空
間
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
に

基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
エ
レ
メ
ン
ト
こ
そ
が
「
意
識

に
と
っ
て
の
接
近
・
開
示
可
能
性
」
と
し
て
の
「
世
界
（
周
囲
世
界
）」
で
あ
る
。
従
っ

て
、
現
在
化
的
経
験
と
そ
の
主
体
・
自
我
（
例
え
ば
知
覚
す
る
自
我
）
は
こ
の
よ
う
な
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エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
「
世
界
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
立
す
る

と
い
う
テ
ー
ゼ
を
わ
れ
わ
れ
は
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
時
間
と
空
間
の
開
け
と
し
て

の
世
界
概
念
）。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
「
世
界
」
と
は
な
に
も
「
現

在
化
的
」
な
も
の
に
限
ら
れ
ず
、「
現
前
化
的
」
な
世
界
性
と
い
う
こ
と
も
ま
た
現
象

学
的
に
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
想
像
の
世
界
、思
い
出
の
世
界
等
）。
先
の
テ
ー

ゼ
に
従
う
と
、
現
前
化
の
世
界
性
と
い
う
も
の
は
、
現
前
化
的
な
変
様
を
被
っ
た
限

り
で
の
周
囲
世
界
で
あ
る
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
前
化
的
経
験
の
自
我

は
決
し
て
何
の
脈
略
も
も
た
ず
に
、
全
く
唐
突
に
現
前
化
さ
れ
た
対
象
を
表
象
す
る

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
自
我
は
現
前
化
さ
れ
た
周
囲
世
界
に
「
入
り

込
み
・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
て
い
る
（h

in
ein

leben

）④
」
限
り
に
お
い
て
の
み
現

前
化
さ
れ
た
対
象
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
化

的
経
験
に
お
い
て
、
現
在
的
な
個
別
対
象
性
が
、
現
在
化
作
用
の
自
我
が
「
入
り
込

み
・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
て
い
る
」
周
囲
世
界
（
＝
現
実
に
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て

の
周
囲
世
界
）の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
自
身
と
し

て
現
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
現
前
化
さ

れ
た
周
囲
世
界
」
と
「
現
在
的
な
周
囲
世
界
」
を
区
別
す
る
際
に
問
わ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う
思
わ
れ
る
「
世
界
の
複
数
性
」
と
で
も
い
う
べ
き
問
題
よ
り
も
、そ
こ
に
「
入

り
込
み
・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
る
こ
と
」
の
多
様
な
遂
行
様
態
こ
そ
が
問
題
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
想
像
的
な
現
前
化
作
用
の
遂
行
様
態
と
い
う
も

の
は
、相
対
的
に
み
て
自
由
に
遂
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
、想
像
さ
れ
た
世
界
の
「
舞

台
設
定In

szen
ieru

n
g

⑤
」
で
あ
る
と
性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
知

覚
的
に
遂
行
さ
れ
た
現
在
化
作
用
の
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
こ
の
種
の
「
自
由
」
を

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
わ
れ
わ
れ
は
キ
マ
イ
ラ
を
自
由
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
自
由
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
入
り
込
み
・
組
み

込
ま
れ
つ
つ
生
き
る
こ
と
」
の
多
様
な
遂
行
様
態
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
お
の
お
の
の
自
我
論
的
周
囲
世
界
（
＝
現
在
化
的
周
囲
世
界
と
現
前

化
さ
れ
た
周
囲
世
界
の
総
体
）
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
自
身
に
固
有
の
時
間
性
と
空
間
性

を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
周
囲
世
界
は
、
そ
れ
ら
に
固
有
な
「
接
近
・
開
示
可

能
性
」
の
方
向
付
け
の
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個

別
の
対
象
性
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
接
近
・
開
示
可
能
性
が
顕
在
化
さ
れ
る
、

す
な
わ
ち
前
述
の
「
入
り
込
み

0

0

0

0

・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
が
実
際
に
遂
行

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る

0

0

0

限
り
に
お
い
て
現
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ィ
ン
ク

は
以
下
の
彼
自
身
が
立
て
た
テ
ー
ゼ
を
単
に
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、現
象
的
・

記
述
的
に
証
示
可
能
な
も
の
と
し
て
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
：「
あ
ら
ゆ
る
体
験

は
、
そ
れ
が
体
験
で
あ
る
限
り
で
、
不
断
に
先
と
後
と
い
う
包
括
的
な
地
平
に
お
い

て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
体
験
は
そ
の
地
平
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

場
合
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る⑥
」。

一
般
的
に
は
志
向
的
な
「
対
象
」
と
そ
の
相
関
者
と
し
て
の
「
作
用
」
が
現
象
学

に
お
け
る
「
記
述
」
対
象
の
典
型
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
こ
で
論
じ
た
「
経

験
の
世
界
性
」
と
い
う
事
柄
そ
れ
自
身
も
ま
た
、
素
直
に
「
現
象
的
・
記
述
的
」
と

い
う
表
題
を
与
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ン

ク
の
洞
察
に
従
っ
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
個
別
的
対
象
性
に
対
し
て
構
成
的
に
機
能

す
る
「
作
用
」
が
「
地
平
的
」
に
「
射
影
」
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
個
別
的

対
象
性
そ
の
も
の
が
「
地
平
」
の
う
ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現

出
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
地
平
」
を
現
象
的
に
記
述
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
地
平
現
象
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
す

な
わ
ち
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
、
そ
の
う
ち
に
主
題
的
志
向
性
が
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の

う
ち
に
「
入
り
込
み
・
組
み
込
ま
れ
た
」
主
体
が
生
き
て
い
る
「
地
平
」
と
呼
ば
れ

る
「
現
象
」
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
世
界
性
」

や
「
自
然
」
を
そ
れ
自
身
個
別
的
対
象
性
と
区
別
さ
れ
る
志
向
的
相
関
者
と
し
て
承

認
す
る
こ
と
を
試
み
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
志
向
的
相
関
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
」

と
い
う
表
題
を
固
持
す
る
が
故
と
思
わ
れ
る
独
特
の
戸
惑
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
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る⑦
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
こ
の
「
地
平
現
象
」
と
い
う
も
の
を
そ
れ
自
身

と
し
て「
現
象
的
な
も
の
」で
あ
る
と
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
基
本
的
に
フ
ッ
サ
ー

ル
が
「
現
象
的
な
も
の
」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
現
象
概
念
を
、「
対
象
」
と
「
作

用
」、そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
志
向
的
相
関
性
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
の
に

対
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
こ
れ
ら
が
そ
の
内
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
地
平
」
と

い
う
も
の
も
ま
た
端
的
に
そ
れ
自
身
と
し
て
記
述
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
い
わ

ば
「
世
界
」
と
「
入
り
込
み
・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
る
こ
と
」
と
の
間
の
現
象
学

的
「
相
関
関
係
」
と
い
う
も
の
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
に

い
え
ば
、
端
的
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
の
「
現
象
的
な
も
の
」

と
い
う
も
の
の
理
解
を
、
フ
ィ
ン
ク
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
概
念
を
介
し
て
、
い
わ

ば
二
重
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
学
に
お
い
て
根
本
的
な
出
発
点
を
形

作
る
も
の
と
し
て
の
「
現
象
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
理
解
―
と
い
う
の
も
、「
現
象

学
」
は
「
現
象
」
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
の
だ
か
ら
―
の
、
フ
ィ
ン
ク
の
哲
学
的

営
み
に
お
い
て
生
じ
た
自
己
変
貌
は
次
節
以
降
の
議
論
で
よ
り
明
瞭
な
も
の
と
な
る

で
あ
ろ
う
。第

三
節
． 

世
界
性
と
世
界
の
全
体
性

わ
れ
わ
れ
が
、「
経
験
の
世
界
性
」
あ
る
い
は
「
経
験
世
界
の
統
一
性
」
と
い
う

フ
ィ
ン
ク
の
洞
察
を
現
象
的
・
記
述
的
に
証
示
可
能
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
み
な
す
の

で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
以
下
の
問
い
が
浮
か
び
、
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
な
る 

：
①
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
接
近
・
開
示
可
能
性
」
と
し
て
の
「
先
と
後
の
地

平
」
そ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問

い
（
地
平
自
身
の
所
与
性
の
問
題
）。
②
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の
は
有
限
で
あ
る
の

か
無
限
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
の
開
陳
（
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
と
無
限
性
の
問

題
）
と
③
そ
の
解
決
。
④ 

上
の
意
味
で
の
「
接
近
・
開
示
可
能
性
」
そ
の
も
の
は
ど

の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
問
い
（
結
論
：
構
成
概
念
の
新
し
い
定
義
と
そ

の
課
題
）。

①
「
先
と
後
の
地
平
」
の
所
与
性

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
ま
で
に
フ
ィ
ン
ク
と
共
に
確
認
し
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
次
の

テ
ー
ゼ
を
わ
れ
わ
れ
は
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
：
世
界
の
時
間

0

0

0

0

0

・
空
間
的
な
接
近

0

0

0

0

0

0

・

開
示
可
能
性
は

0

0

0

0

0

0

、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
事
実
的
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
限
り
で
疑
う
余

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地
な
く
与
え
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
も
し
、
経
験
の
顕
在
的
な
遂
行
の
事
実
性
を
端
か
ら
否

定
し
て
か
か
る
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
問
題
と
な
る
世
界
の
先
所
与

性
（V

orgegeben
h

eit

）
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る⑧
。
そ
う
な
の
で
は
あ
る

が
、
ど
の
よ
う
に
世
界
が
わ
れ
わ
れ
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

記
述
す
る
こ
と
は
差
し
当
た
り
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
先
所
与
性

は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
馴
染
み
で
自
明
な
こ
と
な
の
で
、
殆
ど
認
識
・
自

覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
う
よ
う
に
、「
馴
染
み
の
も
の

と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
馴
染
み
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
認
識
・
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な

い⑨
」
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
は
、
あ
る
根

本
的
な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、そ
の
根
本
的
な
理
由
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
個
別
的
な
事
物
を
「
現
象
的
な
も
の
」
の
典
型
と
し
て
出
発
し
よ
う

と
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
す
で
に
わ

れ
わ
れ
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
地
平
現
象
そ
の
も
の
を
「
現
象
的
に
記
述
可
能
な
も

の
」
と
し
て
承
認
し
、「
先
と
後
の
地
平
」
そ
の
も
の
を
も
「
現
象
的
」
に
分
析
し
て

い
る
と
い
え
る
。
あ
ら
か
じ
め
示
唆
す
る
と
、
以
下
の
箇
所
で
は
、
す
で
に
確
認
し

た
第
二
の
意
味
で
の
世
界
性
で
は
な
く
、
第
一
の
意
味
で
の
世
界
概
念
、
す
な
わ
ち
、

「
総
体
」
あ
る
い
は
「
全
体
性
」
と
い
う
意
味
で
の
世
界
性
概
念
が
わ
れ
わ
れ
の
考
察

の
同
伴
者
と
な
る
。

す
で
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
時
間
化
さ
れ
空
間
化
さ
れ
る
べ
き
対
象
性
と
い
う
も
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の
は
、
自
我
論
的
な
周
囲
世
界
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
出
す
る
。

ま
た
、
こ
の
周
囲
世
界
そ
の
も
の
の
現
出
が
時
間
的
・
空
間
的
な
接
近
・
開
示
可
能

性
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
端
的
に
次
の
テ
ー
ゼ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
：
自
我
論
的
周
囲
世
界
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
の
な
か
へ
と
主
体
が
入
り
込
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
て
い
る
限
り
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

開
示
さ
れ
る

0

0

0

0

0

。
要
す
る
に
「
世
界

0

0

」
と
そ
こ
に

0

0

0

0

「
入
り
込
み

0

0

0

0

・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生

0

0

0

0

0

0

0

0

き
る
こ
と

0

0

0

0

」
は
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
生
じ
る
出
来
事
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
下
で
確
認
し
て

ゆ
く
よ
う
に
、
こ
の
「
世
界
性
」
と
「
入
り
込
み
・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
る
こ
と
」

の
相
互
・
相
関
関
係
は
決
し
て
条
件
付
け
関
係
で
は
な
い
し
、
ま
た
端
的
な
意
味
で

の
基
づ
け
関
係
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
次
の
問
い
が
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
：（
経
験
に
よ
っ
て
）
世
界
の
全

体
性
を
汲
み
尽
す
こ
と
は
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
確
か
に
、
事
実
的

に
は
世
界
を
汲
み
尽
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
現

在
化
作
用
で
あ
れ
、
現
前
化
作
用
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
事
実
的
な
遂
行
の
在
り
方
と

射
程
は
、
自
我
が
も
つ
有
意
義
性
連
関
に
根
付
く
関
心
（In

teresse
⑩

）
と
自
我
論
的

な
能
力
可
能
性
（
例
え
ば
身
体
性
や
そ
の
「
私
は
で
き
るIch

 kan
n

」
等
）
に
よ
っ
て
限

界
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
過
去
の

全
体
性
は
事
実
的
に
は
到
達
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、実
践
的
に
み
る
と
、

世
界
を
汲
み
尽
す
等
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。と
い
う
の
も
、

基
本
的
に
は
、
世
界
を
生
き
る
生
に
は
「
実
践
的
に
み
て
充
分
か
つ
最
善
の
直
観
的

充
実⑪
」
が
そ
の
都
度
与
え
ら
れ
得
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
世
界
を

そ
の
全
体
性
に
お
い
て
汲
み
尽
す
こ
と
は
、「
理
念
的

0

0

0

」
に
は
可
能
で
あ
る
よ
う
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
そ
う
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
恐
ら
く
以
下

の
よ
う
な
二
つ
の
考
え
方
の
ど
ち
ら
か
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
i
）
世
界
を
生
き
る
主
体
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、自
身
が
生
き
る
世
界
を
自
由
に
取
り
扱
う
こ
と
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
き
る
も
の
と
し
て
所
有
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
と
い
う
の
も
、
世
界
に
お
い
て
主
体
が
生
き

る
場
合
の
み
世
界
は
開
示
さ
れ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
（
世
界
を
舞
台
設
定
す
る
こ

と
を
一
方
的
に
基
づ
け
る
条
件
と
し
て
の
主
体
の
生
）。
世
界
と
は
主
体
の
生
が
設
計
・
設

定
し
た
生
自
身
の
為
の
舞
台
な
の
で
あ
る
か
ら
、（
事
実
的
に
で
は
な
く
）
理
念
的
な
仕

方
で
あ
れ
ば
、
主
体
は
世
界
を
汲
み
尽
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
⑫

。

（
ii
）
世
界
内
の
出
来
事
の
全
系
列
と
い
う
も
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
作
用

0

0

の
顕
在
的
な
遂
行
か
ら
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
周
囲
世
界
の
全
体

0

0

0

0

0

0

0

性
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

、
顕
在
的
な
作
用
の
遂
行
に
よ
っ
て
実
際
に
そ
の
全
体
性
が
汲
み
尽

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
良
い
こ
と
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
確
か
に
、
事
実

的
な
主
体
に
よ
る
作
用
の
遂
行
の
反
復
を
通
じ
て
は
世
界
の
全
体
性
が
汲
み
尽
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
何
か
神
的
な
主
体
の
よ
う
な
も

の
に
と
っ
て
は
、
つ
ま
り
理
念
的
な
仕
方
で
は
、
そ
の
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
両
方
の
テ
ー
ゼ
は
、
一
見
す
る
と
常
識
的
な
哲
学
的
思
考
と
し
て
は
差
し
当

た
り
追
遂
行
可
能
な
も
の
で
あ
る
よ
う
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

ふ
た
つ
の
テ
ー
ゼ
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
哲
学
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
仕
掛
け

る
誘
惑
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
を
誑
か
し
、
盲
目
に
す
る
類
の
誘
惑
で
あ
る⑬
。
例
え
ば
、

最
初
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
、
舞
台
設
定
す
る
自
我
・
主
体
の
無
制
限
の
自
由
と
い

う
も
の
が
予
め
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
こ
の

よ
う
な
自
由
は
そ
れ
自
身
現
象
学
的
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
い

と
わ
れ
わ
れ
自
身
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
は
承
認
も
否
認
も
で
き
な
い
。
ま
た
第
二
の

テ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
あ
ら
か
じ
め
世
界
と
自
体
存
在
す
る
存
在

者
の
総
体
が
一
義
的
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二

の
テ
ー
ゼ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
確
証
し
た
、
そ
れ
自
身
現
象
的
・
記
述
的
に
証

示
可
能
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
世
界
と
生
の
相
互
共
在
的
相
関
性
・
絡
み
合
い
と
い
う
も

の
を
捨
象
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
限
り
で
、
わ
れ
わ
れ
は
差
し

当
た
り
注
意
深
く
上
記
の
二
つ
の
テ
ー
ゼ
へ
の
安
直
な
同
意
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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こ
こ
で
本
論
は
、
両
テ
ー
ゼ
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
為
に
存
在
論
的
な
観
点
を

導
入
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
第
一
の
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
、
世
界
概
念
は
顕
在
的
あ
る

い
は
潜
在
的
な
仕
方
で
遂
行
さ
れ
得
る
超
越
論
的
主
観
性
の
作
用
、
こ
れ
の
志
向
的

相
関
者
の
総
体
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
論
的
主
観

性
が
存
在
者
の
総
体
（
つ
ま
り
厳
格
に
第
一
の
意
味
で
の
世
界
）
に
対
し
て
実
際
に
責
任

を
負
う
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
構
成
的

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
考
上
の

着
想
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
に
言
い
換
え
る
と
、
テ
ー
ゼ
（
i
）
は
存

在
者
そ
し
て
対
象
性
と
い
う
表
題
で
、
志
向
的
作
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
存
在
の

こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
テ
ー
ゼ
（
i
）
に
従
う
と
、
全
体
性

と
し
て
の
世
界
は
、
志
向
的
に
構
成
さ
れ
た
存
在
者
・
対
象
性
の
総
体
と
し
て
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
存
在
論
的
な

着
想
を
無
批
判
的
に
受
け
入
れ
る
と
、
世
界
と
舞
台
設
定
す
る
主
体
の
間
の
「
絡
み

合
い
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
が
獲
得
し
た
現
象
的
・
記
述
的
所
見
は
殆
ど
無
視
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、
テ
ー
ゼ
（
i
）
の
含
ん
で
い
る
存
在
論
的

な
前
提
に
従
う
と
、
作
用
の
総
体
と
み
な
さ
れ
る
限
り
で
の
超
越
論
的
主
観
性
は
、

理
念
的
に
は
無
限
に
遂
行
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
（
直
感
的
な
比
喩
に
訴

え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
体
は
い
わ
ば
神
的
で
、
無
制
限
に
創
造
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
な
り
）、
問
題
の
「
絡
み
合
い
」
自
身
が
こ
の
よ
う
な
主
体
、
超
越
論

的
主
観
性
に
一
方
的
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
恐

ら
く
は
超
越
論
的
主
観
性
と
い
う
も
の
が
無
限
な
も
の
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
解
決
を
テ
ー
ゼ
（
i
）
自
身
が

要
求
す
る
よ
う
な
印
象
を
わ
れ
わ
れ
は
も
つ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

こ
こ
で
は
テ
ー
ゼ
（
i
）
が
、
超
越
論
的
主
観
性
の
全
体
性
と
存
在
構
成
的
に
機
能

し
顕
在
的
に
遂
行
さ
れ
得
る
あ
ら
ゆ
る
作
用
の
全
系
列
を
等
し
い
も
の
と
み
な
し
て

い
る
と
い
う
点
を
確
認
で
き
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
テ
ー
ゼ
（
ii
）
は
、

す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
世
界
の
全
体
性
を
自
体
存
在
す
る
存
在
者
の
総
体
で
あ

る
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
確
か
に
、
そ
の
世
界
自
身
が
有
限
で
あ
る
の
か

無
限
で
あ
る
の
か
は
有
意
義
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
テ
ー

ゼ
（
ii
）
は
超
越
論
的
主
観
性
が
有
限
で
あ
る
か
無
限
で
あ
る
か
を
問
う
内
的
な
動

機
を
欠
い
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
上
記
の

現
象
的
に
記
述
さ
れ
る
「
絡
み
合
い
」
を
出
発
点
に
据
え
よ
う
と
す
る
哲
学
と
は
根

本
的
に
相
容
れ
な
い
。
恐
ら
く
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
も
し
理
想
的
、
神
的
な
主
体
と

い
う
も
の
が
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
（
神
に
よ
る
無
か
ら
の
創
造
説

な
ど
を
含
む
）、
主
観
性
と
は
有
限
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
事
実
的
な
人
間
的
経
験
も
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す

る
存
在
者
の
総
体
を
汲
み
尽
く
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
経
験
的
に
否
定
し
が
た
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
哲
学
す
る
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
が
真
剣
に
取
り
組
む
べ

き
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ー
ゼ
を
差
し
あ
た
り
否
認
し
て
、「
絡
み
合
い
」

の
現
象
学
（
こ
れ
は
、後
に
触
れ
る
よ
う
に
「
出
来
事
の
現
象
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）

を
、い
わ
ば
本
能
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
よ
う
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、

わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
と
し
て
の
「
絡
み
合
い
」
と
い
う
現
象
的
所
見
と
は
両
立
し
得

な
い
よ
う
思
わ
れ
る
二
つ
の
存
在
論
的
観
点
か
ら
定
式
化
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
の
否
認
自

身
を
あ
ら
か
じ
め
正
当
に
遂
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
課

題
の
遂
行
は
、世
界
と
超
越
論
的
主
観
性
の
絡
み
合
い
を
そ
れ
自
身
「
現
象
学
的
に
」

証
示
す
る
こ
と
（
現
象
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
！
）
が
可
能
か
否
か
と
い
う
こ
と

に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
果

た
す
た
め
に
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

② 

超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
と
い
う
問
題
の
開
陳

フ
ィ
ン
ク
は
、
再
想
起
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
現
前
化
の
系
列
と
い
う
も
の
は
、

「
そ
の
系
列
が
取
り
除
く
こ
と
も
、そ
の
中
に
立
ち
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
暗
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闇
へ
と
消
え
て
ゆ
く
と
い
う
仕
方
で⑭
」
必
然
的
に
途
切
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を

―
こ
の
こ
と
自
身
は
当
然
、
顕
在
的
に
遂
行
さ
れ
た
現
前
化
作
用
に
当
て
は
ま
る
と

い
え
る
―
わ
れ
わ
れ
に
注
意
深
く
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
暗
闇
へ
の
消
失
（S

ich
-im

-

D
u

n
kel-verlieren

）
は
超
越
論
的
主
観
性
自
身
の
過
去
と
い
う
観
点
か
ら
遂
行
さ
れ

る
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
化
（E

n
d

igu
n

g

）
の
唯
一
証
示
可
能
な
仕
方
な
の
で
あ

る⑮
」
と
フ
ィ
ン
ク
は
語
る
。
こ
の
よ
う
な
主
観
性
の
有
限
性
と
い
う
も
の
は
そ
れ
自

身
、
経
験
的
に
理
解
さ
れ
た
人
間
的
認
識
の
条
件
の
も
つ
事
実
性
（
例
え
ば
生
理
学
的

条
件
や
光
学
的
条
件
な
ど
）
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
少

な
く
と
も
、
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ィ
ン
ク
に

と
っ
て
現
象
学
と
は
、
超
越
論
的
現
象
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
言
い

換
え
れ
ば
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
が
現
象
学
の
そ
も
そ
も
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ク
は
む
し
ろ
、
上
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
主
観
性
と
志
向

的
作
用
の
系
列
全
体
を
等
し
い
も
の
と
見
な
す
テ
ー
ゼ
（
i
）
の
よ
う
な
考
え
方
を

攻
撃
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
次
の
よ

う
な
注
目
す
べ
き
問
い
を
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
：

　
「
全
体
と
し
て
の
超
越
論
的
体
験
流
は
、
そ
の
終
わ
り
・
終
点
に
お
い
て
も
、

現
在
の
系
列
と
い
う
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
系
列
と
い
う
も
の
は
無
限
な
も
の

と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
有
限
な
も
の
と
さ
れ
る
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
超
越
論
的
体
験

流
と
は
無
限
で
も
有
限
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
？⑯
」。

こ
れ
ら
の
問
い
で
は
、
超
越
論
的
体
験
流
の
全
体
性
の
存
在
性
格
が
問
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
超
越
論
的
体
験
流
の
総
体
と
は
、
現
在
的
・
顕
在
的
な
作
用
の
総
体

と
同
義
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
と
い
う
決
定
的
な
問
い
を
フ
ィ
ン
ク
は

立
て
て
い
る
。
も
し
、「
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
超
越
論
的
体
験
流
は
無
限
で
も
な

け
れ
ば
有
限
で
も
な
い
の
で
は
な
い
」
の
だ
と
す
る
と
、
テ
ー
ゼ
（
i
）
が
掲
げ
る

存
在
論
的
着
想
は
も
は
や
保
持
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る⑰
。
と

い
う
の
も
、テ
ー
ゼ
（
i
）
は
、フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
現
在
の
系
列
」
の
総
体
と
「
超

越
論
的
主
観
性
の
全
体
性
」
を
等
し
い
も
の
と
見
な
し
、
よ
っ
て
、
超
越
論
的
主
観

性
自
身
は
「
こ
の
意
味
で
」
無
限
で
あ
る
か
有
限
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
実
質
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
し

た
こ
と
を
、
少
し
翻
案
す
る
と
次
の
テ
ー
ゼ
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
：
超
越
論

的
主
観
性
の
特
異
な
有
限
性
を
証
明
す
る
営
み
は
、
ま
ず
、
存
在
者
の
全
体
性
が
超

越
論
的
主
観
性
自
身
に
よ
っ
て
実
際
に
構
成
さ
れ
た
も
の
な
だ
と
す
る
テ
ー
ゼ
の
否

定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
と
は
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。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ン
ク
と
共
に
現
象
学
的
に
確
認
す
る
と
、
テ
ー
ゼ
（
i
）

は
哲
学
的
な
仮
象
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
テ
ー
ゼ
（
ii
）
に
安
易
に
立
ち
返
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
は
許
さ

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
絡
み
合
い
」
に
関
す
る
現
象
的
所
見
を
捨

象
し
て
は
な
ら
な
い
と
見
な
し
た
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
こ
こ
で

は
も
は
や
繰
り
返
さ
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
テ
ー
ゼ
（
ii
）
が
掲

げ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
「
主
観
性
の
有
限
性E

n
d

lich
keit

」
と
い
う
テ
ー
ゼ
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
「
有
限
化E

n
d

igu
n

g

」
の
遂
行
あ
る
い
は
突
き
詰
め
れ
ば
そ

の
論
証
の
仕
方
で
あ
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
差
し
あ
た
り
テ
ー
ゼ
（
ii
）
は
、
主
観

性
の
有
限
性
を
、
事
実
的
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
た
経
験
が
人
間
学
的
な
事
実
と
い

う
そ
れ
自
身
経
験
的
な
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
と
み
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
仮
に
理
念
的
・
理
想
的
、
あ
る
い
は
神
的
な
主
観
性
の

措
定
が
、
テ
ー
ゼ
（
ii
）
が
掲
げ
る
全
体
性
概
念
と
し
て
の
世
界
を
自
体
存
在
者
の

総
体
と
解
す
る
着
想
と
理
念
的
な
仕
方
で
は
矛
盾
し
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
主
観
性

の
無
限
性
、
主
観
性
が
世
界
の
全
体
性
を
汲
み
尽
く
す
こ
と
は
そ
れ
自
身
理
念
的
に

可
能
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
テ
ー
ゼ

（
ii
）
に
解
決
を
求
め
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
を
も
う
一
度
ま
と
め
る

と
、
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
世
界
を
自
体
存
在
の
総
体
と
解
す

る
こ
の
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
絡
み
合
い
」
に
関
す
る
現
象
的
所
見
と
両
立
し
得

な
い
よ
う
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
「
主
観
性
の
有
限
化
」

と
い
う
問
題
を
事
実
的
・
経
験
的
に
解
決
す
る
か
、
理
念
的
な
仕
方
で
主
観
性
の
無

限
性
を
主
張
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
思
わ
れ
、
こ
の
限
り
で
フ
ィ
ン
ク
が
先
の
引
用

で
い
っ
た
よ
う
な
「
有
限
化
」
の
洞
察
に
殆
ど
何
の
寄
与
も
も
た
ら
し
そ
う
に
は
思

わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

③
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
の
問
題
の
解
決

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
上
記
の
両
テ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
道
を
踏
み
出
す
こ
と
に

よ
り
、
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
の
問
題
の
解
決
を
探
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
す
で
に
引
用
し
た
フ
ィ
ン
ク
の
問
い
に
立
ち
返
り
た
い
：「
超
越
論
的
体
験

流
は
無
限
で
も
な
け
れ
ば
有
限
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」

先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
有
限
―
無
限
を
問
う
こ
と
が
有
意
味
な
全
体
性
概
念
と

い
う
も
の
を
示
唆
し
た
。
つ
ま
り
、
テ
ー
ゼ
（
i
）
で
の
「
顕
在
的
作
用
の
総
体
」

と
テ
ー
ゼ
（
ii
）
の
「
自
体
存
在
す
る
存
在
者
の
総
体
」
と
い
う
二
つ
の
全
体
性
概

念
は
、
そ
れ
自
身
有
限
個
の
作
用
や
事
物
、
出
来
事
な
ど
か
ら
成
り
立
つ
系
列
で
あ

る
の
か
、
無
限
の
系
列
で
あ
る
の
か
を
問
う
こ
と
が
有
意
身
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

フ
ィ
ン
ク
が
上
の
問
い
で
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る

超
越
論
的
主
観
性
（
＝
超
越
論
的
体
験
流
）
の
総
体
と
い
う
意
味
で
の
全
体
性
概
念
は
、

す
で
に
例
示
し
た
全
体
性
概
念
と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。よ
り
具
体
的
に
確
認
し
た
い
。

テ
ー
ゼ
（
i
）
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
顕
在
的
な
作
用
」、
フ
ィ
ン
ク

の
い
う
「
現
在
」
の
「
全
系
列
」
と
い
う
意
味
で
全
体
性
の
あ
り
方
が
理
解
さ
れ
、

テ
ー
ゼ
（
ii
）
で
は
「
自
体
存
在
者
」
の
「
全
系
列
」
と
い
う
意
味
で
全
体
性
が
理

解
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
フ
ィ
ン
ク
の
上
記
の
問
い
掛
け
が
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
個
別
の
事
象
の
集
合
と
し
て
の
「
全
系
列
」

と
い
う
全
体
性
理
解
―
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
自
身
は
、
志
向
的
作
用
で
あ
る
か
、
そ
の

相
関
者
と
し
て
構
成
さ
れ
た
存
在
者
で
あ
る
、
も
し
く
は
個
別
の
自
体
存
在
者
で
あ

る
と
い
う
理
解
―
と
は
異
な
る
全
体
性
概
念
が
超
越
論
的
主
観
性
に
は
与
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ク
自
身
は
当
然
、
こ
の
よ
う
な
「
個
別
の
事
象
の
集
合
と
し
て
の
全
体
性

概
念
」
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
全
体
性
概
念
を
、
そ
れ
ぞ
れ
純
粋
に
存
在
論

的
に
、
あ
る
い
は
数
学
的
に
思
考
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
化
作
用
お
よ
び
現
前
化

作
用
と
そ
の
相
関
者
自
身
が
「
入
り
込
み
・
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
「
世

界
」
あ
る
い
は
「
世
界
現
象
」
を
哲
学
的
思
考
の
「
手
引
き
」
と
す
る
こ
と
で
思
考

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ン
ク
が
全
体
性
概
念
を
語
る
際
に
は
、
優
れ

て
現
象
学
的
な
思
考
が
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ク
の
現
象
学
的
・
哲

学
的
営
み
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
決
定
的
な
も
の
は
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
フ
ィ
ン
ク
が
実
質
的
に
、
思
考
の
「
手
引
き
」
と
し
て
の
「
現
象
的
な
も

の
」
を
二
重
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
思
わ
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
論
じ
た
「
現
象
的
な
も
の
」
の
二
つ
の
定
義
を
手

引
き
に
す
る
こ
と
で
フ
ィ
ン
ク
が
示
唆
し
て
い
る
全
体
性
概
念
の
二
重
性
を
明
確
に

獲
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

フ
ィ
ン
ク
自
身
は
「
世
界
現
象
」
を
「
手
引
き
」
と
す
る
こ
と
で
現
象
学
的
な
思

考
・
哲
学
を
遂
行
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
本
論
の
導
き
、
分
析
の
対
象
と
な
っ
た
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『
現
前
化
と
像
』
や
既
刊
の
三
十
年
代
の
草
稿
を
省
み
る
と
、世
界
現
象
そ
れ
自
身
と

い
う
よ
り
、
そ
の
時
間
性
を
フ
ィ
ン
ク
は
主
な
考
察
の
主
題
と
す
る
こ
と
が
多
い
よ

う
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
の
引
用
の
直
後
の
箇
所
で
フ
ィ
ン
ク
が
主
張
す
る
テ
ー

ゼ
、
あ
る
い
は
哲
学
的
直
観
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る 

：

　
「
超
越
論
的
体
験
流
の
全
体
は
、
あ
る
時
間
点
に
お
い
て
始
ま
り
、
あ
る
別
の

時
間
点
に
お
い
て
終
わ
る
よ
う
な
内
時
間
的In

n
erzeitlich

es

な
も
の
と
は
恐

ら
く
本
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
無
限
性E

n
d

losigkeit

（
訳
補
：
過

去
が
汲
み
尽
し
得
な
い
こ
と
）
は
本
質
的
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
再
想
起
の
前
に
横

た
わ
る
暗
闇
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。⑱
」

こ
の
「
内
時
間
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の

意
味
で
の
（
志
向
的
な
）「
現
象
的
な
も
の
」
に
対
応
す
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
差
し
当
た
り
「
非
・
内
時
間
的
な
も
の
」
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き
「
暗
闇
」
と

は
第
二
の
意
味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
限
り
で

こ
れ
は
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
先
と
後
の
地
平
」
に
対
応
す
る
は
ず
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、「
現
象
的
な
も
の
」
の
二
つ
の
概
念
の
対
応
関
係
は
、
時
間
の
存
在
論
と
い

う
観
点
か
ら
す
る
と
、「
内
時
間
的
な
も
の
」
と
「
時
間
地
平
そ
の
も
の
」
の
対
応
関

係
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
直
観
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
為
に
、

フ
ィ
ン
ク
の
三
十
年
代
の
草
稿
か
ら
以
下
の
よ
う
な
志
向
性
概
念
の
新
た
な
定
義
に

関
す
る
「
提
案
」
を
引
用
し
た
い
：

　
「
提
案
：
作
用
志
向
性A

ktin
ten

tion
alität

（
※
わ
れ
わ
れ
の
い
う
第
一
の
意

味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
の
相
関
項
）
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
領
野
志
向
性

F
eld

in
ten

tion
alität

（
※
わ
れ
わ
れ
の
い
う
第
二
の
意
味
で
の「
現
象
的
な
も
の
の
」

に
つ
い
て
の
意
識
）
と
い
う
の
は
「
内
容In

h
alt

」
を
「
外
容
・
包
み
込
む
こ
と

E
n

th
alt

」
を
予
め
「
外
化
‐
展
開
し
・
持
ち
こ
た
え
るA

u
sh

alten

」
こ
と
な

の
で
あ
る
。
こ
の
「
内
容
」
は
「
作
用
志
向
性
」
の
な
か
で
構
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
上
記
の
「
外
化
‐
展
開
す
る
持
ち
こ
た
え
」
と
い
う
も
の
は
「
脱

向
性E

xten
tion

alität

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
：
あ
ら
ゆ
る
志
向
的
意
識
（
つ

ま
り
作
用
志
向
的
な
意
識
と
し
て
の
）
は
、そ
れ
自
身
は
主
題
的
で
は
な
い
脱
向
的

意
識d

as exten
tion

ale B
ew

u
ßtsein

に
根
付
い
て
い
る
。⑲
」

こ
の
よ
う
な
着
想
の
下
で
、フ
ィ
ン
ク
は「
内
時
間
的
な
も
の
」を「
内
容In

h
alt

」、

「
先
と
後
の
地
平
」
と
し
て
の
世
界
性
を
「
外
容
・
包
み
込
みE

n
th

alt

」、
そ
し
て

そ
の
「
接
近
・
開
示
可
能
性
」
と
い
う
意
味
で
の
世
界
性
を
「
外
化
‐
展
開
す
る
持

ち
こ
た
え
る
こ
とA

u
sh

altu
n

g

」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
い
う
第
一
の
意
味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
と
は
、
フ
ィ
ン
ク
の
テ
ー

ゼ
に
従
う
と
「
内
容
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
相
関
者
と
し
て
構
成
的
に
機
能
す
る
も
の

は
「
作
用
志
向
性
」
で
あ
る
。
第
二
の
意
味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
は
「
外
容
・

包
み
込
み
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
構
成
的
に
機
能
し
て
い
る
の
は
そ
の

「
外
容
・
包
み
込
み
」
を
「
外
化
・
展
開
し
、
持
ち
こ
た
え
」
て
い
る
「
脱
向
性

E
xten

tion
alität

」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
「
脱
向
性
」
と
は
『
現
前
化
と
像
』

の
な
か
で
の
、「
地
平
意
識H

orizon
tbew

u
ßtsein

」、
と
り
わ
け
時
間
論
の
文
脈
で

の
「
脱
現
在
化E

n
tgegen

w
ärtigu

n
g

」
と
い
っ
た
概
念
に
対
応
関
係
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る⑳
。
そ
こ
で
は
と
り
わ
け
「
脱
現
在
化
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
い
う
「
予
持
‐
原
印
象
‐
把
持
」
と
い
う
「
特
異
な
志
向
性㉑
」
の
特
異
さ

を
根
本
的
に
新
し
い
仕
方
で
定
義
す
る
こ
と
を
フ
ィ
ン
ク
は
試
み
て
い
る
。つ
ま
り
、

フ
ィ
ン
ク
は
「
把
持
」
の
系
列
を
ひ
と
つ
ず
つ
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
先
に
み
た
過

去
の
「
暗
闇
」
を
構
成
あ
る
い
は
産
出
す
る
「
闇
を
産
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
」
だ
と
解

釈
し
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「
脱
現
在
化
」
と
い
う
、
先
に
み
た
優
れ
た
意
味
で
の
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「
接
近
・
開
示
可
能
性
」
と
し
て
の
世
界
性
に
よ
っ
て
「
外
化
・
展
開
し
‐
持
ち
こ
た

え
」
ら
れ
た
「
先
と
後
の
地
平
」
そ
れ
自
身
は
本
来
的
に
「
暗
闇
」
を
伴
う
も
の
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る㉒
。
も
し
、簡
単
な
テ
ー
ゼ
の
形
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、フ
ィ

ン
ク
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
る
時
間
と
は
「
内
容
（=

内
時
間
的
な
も
の
）」
に
よ
っ
て
充

実
さ
れ
る
べ
き
、
と
は
い
え
決
し
て
十
全
的
に
は
充
実
さ
れ
ず
に
、
必
然
的
に
自
ら

0

0

0

0

0

0

の
存
在
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
暗
闇

0

0

」
を
伴
う

0

0

0

、
い
わ
ば
「
空
虚

0

0

な0

」
地
平

0

0

の
こ
と
な
の
で
あ
る㉓
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
言
葉
の
本
来

的
な
意
味
で
「
地
平
」
と
は
、
決
し
て
個
々
の
事
物
、
出
来
事
の
加
算
的
総
和
か
ら

成
り
立
つ
の
で
も
、
経
験
の
漸
次
的
な
進
展
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ

め
て
そ
れ
自
身
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
平
明
に
言
え
ば
、
広
大
な
大
地

に
立
っ
て
、
北
東
二
キ
ロ
の
地
点
に
牛
三
頭
、
南
西
四
キ
ロ
の
地
点
に
白
樺
の
森
と

い
っ
た
こ
と
を
顕
在
的
に
意
識
す
る
こ
と
は
そ
の
地
平
（
線
）
を
記
述
す
る
こ
と
に

と
っ
て
必
然
的
な
条
件
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、地
平
（
線
）
は
、大
地
の
う
ち
に
立
っ

た
の
で
あ
れ
ば
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
地
平
（
線
）
に
、
ま

だ
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
の
な
い
土
地
や
、
そ
の
彼
方
の
決
し
て
辿
り
着
き
得
な
い

海
と
い
っ
た
「
暗
闇
」
が
必
然
的
に
伴
う
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

も
し
、
そ
の
地
平

0

0

（
線
）
が
無
限
に
見
渡
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
の
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
の
よ
う
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
地
平

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
線
）
と
は
呼
ば
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

フ
ィ
ン
ク
の
考
え
を
、
本
論
の
問
題
設
定
に
従
っ
て
定
式
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
①

時
間
と
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
端
的
な
意
味
で
地
平
的
な
も
の
な
の
で
あ
り
（
決
し

て
時
間
と
は
思
考
に
よ
る
哲
学
的
構
築
物
と
し
て
し
か
理
解
可
能
な
も
の
な
の
で
は
な
い
）、

②
そ
の
地
平
の
「
接
近
・
開
示
可
能
性
」
と
し
て
の
「
世
界
性
」
と
は
、い
わ
ば
「
地

平
そ
の
も
の
」
と
抽
象
的
に
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
へ
と
「
入
り
込
み
・
組
み
込
ま
れ

つ
つ
生
き
る
こ
と
」
で
あ
る
。
③
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
絶
対
的
に
具
体
的
な
「
相
関

性
」
あ
る
い
は
「
絡
み
合
い
」
と
い
う
出
来
事
そ
れ
自
身
が
「
世
界
」
な
の
で
あ
る
、

こ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
世
界
の
「
全
体

性
」
と
は
、
テ
ー
ゼ
（
i
）
や
（
ii
）
に
お
け
る
暗
黙
の
存
在
論
的
操
作
モ
デ
ル
が

内
含
す
る
考
え
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
、
す
で
に
「
そ
の
構
成
が
過
ぎ
去
っ
た
」
も

の
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
え
な
い
。

　
「
世
界
全
体
性
の
構
成
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
そ
の
「
途
上u

n
terw

eg

」
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
根
本
的
に
い
っ
て
、
世
界
全
体
性
の
構
成
は
す

で
に
「
過
ぎ
去
っ
たvorbei

」
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
対
象
が
構
成
さ
れ
る

前
に
世
界
全
体
性
の
構
成
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。㉔
」

し
か
も
、
こ
の
考
え
は
、
決
し
て
テ
ー
ゼ
（
ii
）
が
主
張
す
る
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
理
由
で
「
そ
の
構
成
が
過
ぎ
去
っ
た
」
も
の
と
し
て
世
界
の
全
体
性
が
与
え
ら
れ

る
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、世
界
の
全
体
性
は
自
体
存
在
す
る
が
故
に
、

主
観
に
と
っ
て
は
「
す
で
に
構
成
さ
れ
終
わ
っ
た
」
も
の
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
な

い
の
だ
と
い
う
主
張
が
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
絡

み
合
い
」
そ
れ
自
身
は
、
そ
れ
自
身
が
、
構
成
の
主
体
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性

及
び
世
界
そ
の
も
の
に
対
し
て
い
わ
ば
「
構
成
的
」
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
構
成
と

い
う
も
の
を
超
越
論
的
主
観
性
は
意
の
ま
ま
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
限
り
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
絡
み
合
い
」
そ
れ
自
身
に
対
し
て
は
「
構
成
」
で
は

な
く
、「
出
来
事E

reign
is

」、
よ
り
正
確
に
表
現
す
れ
ば
「
出
来
（
事
）
す
る
こ
と

S
ich

-ereign
en

」
と
い
う
名
を
与
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
え
る㉕
。
こ
の
「
出

来
（
事
）
す
る
こ
と
」
が
、
先
に
い
っ
た
「
暗
闇
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
よ
っ

て
「
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
」
と
は
、
こ
の
「
絡
み
合
い
が
出
来
（
事
）
す
る

こ
とS

ich
-E

reign
en

 d
es In

ein
an

d
ers

」
と
い
う
仕
方
で
し
か
超
越
論
的
主
観
性

は
、
事
実
的
に
も
理
念
的
に
も
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、「
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
化
」
と
は
こ
の
認
識
・
自
覚
以
外
の
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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④
結
論   

世
界
の
全
体
性
の
構
成
‐
新
し
い
構
成
概
念
の
定
義
と

そ
の
課
題

直
前
の
箇
所
で
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
と
そ
の
有
限
化
と
い

う
問
い
を
導
き
に
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ン
ク
の
考
え
る
新
し
い
全
体
性
概
念
に
差
し

当
た
り
の
、
慎
ま
し
い
も
の
と
は
い
え
簡
潔
な
定
式
を
与
え
た
。
全
体
性
と
は
、
言

葉
の
端
的
な
意
味
で
の
地
平
と
い
う
在
り
方
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
方

で
伝
統
的
、
ま
た
カ
ン
ト
的
な
総
体
と
い
う
概
念
と
の
差
異
、
他
方
で
フ
ッ
サ
ー
ル
・

ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
地
平
の
現
象
学
的
概
念
と
の
差
異
を
通
じ
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
ン
ク
と
共
に
思
考
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
少
な
く
と
も
問
題
の
所
在
と
解
決
の
方
向
性
は
示
し
得
た
も
の
と
信
じ
る
。
ま

た
、
こ
の
こ
と
は
空
虚
な
観
念
・
概
念
の
遊
戯
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
現
象
学

的
な
所
見
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
フ
ィ
ン
ク
の
全
体
性
を
め
ぐ
る
テ
ー
ゼ
を
、

そ
れ
が
「
現
象
的
な
も
の
」
の
二
重
の
定
義
を
「
手
引
き
」
と
し
て
遂
行
・
実
践
さ

れ
て
い
る
限
り
で
、
フ
ィ
ン
ク
自
身
が
い
う
「
作
業
哲
学㉖
」
と
し
て
の
現
象
学
が
掲

げ
る
テ
ー
ゼ
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。と
は
い
え
、

本
論
が
こ
れ
ま
で
フ
ィ
ン
ク
と
と
も
に
歩
ん
だ
道
の
り
を
振
り
返
る
と
、「
絡
み
合

い
」
あ
る
い
は
そ
の
「
出
来
事
」
の
現
象
学
と
い
う
課
題
が
、
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ

に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
横
た
わ
る
こ
と
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
る
観
は
否
め
な

い
。
と
い
う
の
も
、
少
な
く
と
も
フ
ィ
ン
ク
や
フ
ッ
サ
ー
ル
が
理
解
す
る
現
象
学
と

は
単
に
「
現
象
的
な
も
の
」
を
記
述
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
現
象
的
な

も
の
」
の
正
当
性
を
問
う
、
優
れ
て
超
越
論
的
哲
学
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
二
重
の
意
味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
の
「
本
質
」
を
「
出
来
（
事
）

す
る
絡
み
合
い
」
に
現
象
的
・
記
述
的
な
積
み
重
ね
を
通
じ
て
承
認
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
「
可
能
性
」
そ
の
も
の
を
そ
れ
自
身
と
し
て
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
こ
の
意
味
で
の
「
可
能
性
」
の
問
い
の
具

体
的
解
決
の
た
め
の
中
心
的
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
概
念
は
す
で
に
問
題
と
な
っ

た
「
構
成
」、
し
か
も
「
志
向
的
構
成
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ン
ク
自

身
が
定
式
化
し
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
で
き
な
か
っ
た
に
せ
よ㉗
、
ま
っ
た
き
意
味
で

の
「
世
界
の
全
体
性
」
の
「
構
成
」
と
い
う
問
題
を
、
本
論
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
問

題
設
定
に
即
し
て
提
案
し
た
「
絡
み
合
い
が
出
来
（
事
）
す
る
こ
と
」
と
い
う
観
点

か
ら
振
り
返
り
、
本
論
が
フ
ィ
ン
ク
の
三
十
年
代
の
現
象
学
的
構
想
に
与
え
た
「
出

来
事
の
現
象
学
」
と
い
う
表
題
の
下
で
遂
行
さ
れ
る
べ
き
哲
学
に
課
せ
ら
れ
た
三
つ

の
根
本
課
題
を
形
式
的
に
明
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
に
、「
超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
化
」
の
遂
行
を
通
じ
て
新
し
い
「
世
界
全
体

性
」
の
概
念
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
世
界
性
の
分
析
を
通
じ
て
、

実
質
的
に
「
現
象
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
の
二
重
化
を
遂
行
し
た
よ
う
に
、「
構

成
」
概
念
の
二
重
化
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
構
成
概
念
の
二
重
化
は
、
わ
れ
わ
れ
の

提
案
す
る
「
絡
み
合
い
」
あ
る
い
は
「
出
来
事
」
の
現
象
学
的
哲
学
的
な
承
認
に
よ
っ

て
可
能
と
な
る
訳
だ
が
、「
出
来
事
」
が
フ
ッ
サ
ー
ル
や
、
よ
り
広
く
み
れ
ば
伝
統
的

な
知
識
論
・
認
識
論
的
な
構
成
概
念
に
対
し
て
持
つ
関
係
そ
の
も
の
の
明
示
化
と
正

当
化
が
為
さ
れ
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
ゼ
は
哲
学
的
に
は
承
認
も
否
認
も
で

き
な
い
類
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
カ
ン
ト
の
意
味

で
の
超
越
論
的
弁
証
論
、
ま
た
と
り
わ
け
超
越
論
的
方
法
論
に
お
け
る
「
純
粋
理
性

の
歴
史
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
課
題
の
遂
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
、
第
一
の
課
題
と
は
い
わ
ゆ
る
「
批
判
」
の
仕
事

で
あ
る
と
も
い
え
る
。
フ
ィ
ン
ク
の
著
作
と
の
対
応
を
探
れ
ば
、
第
二
次
大
戦
後
の

多
く
の
著
作
、
と
り
わ
け
『
世
界
と
有
限
性㉘
』
や
『
存
在
、
真
理
、
世
界㉙
』
が
こ
の

よ
う
な
課
題
と
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
大
ま
か
に
は
い
え
る
よ
う
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
第
一
の
課
題
そ
の
も
の
の
遂
行
の
現
象
学
的
哲
学
的
可
能
性
の
条
件
を

省
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
恐
ら
く
必
要
で
あ
る
。
現
象
学
的
思
考
そ
の
も
の
に

と
っ
て
の
現
前
化
作
用
の
解
明
、
す
な
わ
ち
哲
学
的
言
語
の
現
象
学
で
あ
り
、
そ
れ
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以
上
に
、
批
判
の
可
能
性
の
条
件
と
い
え
る
「
馴
染
み
の
も
の
」
を
「
認
識
・
自
覚

す
る
こ
と
」
そ
の
も
の
の
超
越
論
的
現
象
学
的
解
明
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
反
省
」
あ
る
い
は
「
還
元
」
と
い
う
表
題

を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
対
応
関
係
を
探
る
の
は
難

し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
カ
ン
ト
が
「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
い
う
表
現

で
言
い
表
し
た
こ
と
と
の
な
ん
ら
か
の
積
極
的
か
か
わ
り
を
見
出
す
こ
と
は
必
ず
し

も
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
、
フ
ィ
ン
ク
の
著
作
に
お
い
て
こ
の

課
題
は
『
現
前
化
と
像
』
の
第
一
部
第
二
章
の
像
論
お
よ
び
『
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省

察
』
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
上
記
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
批
判
的
」
か
つ
「
体
系
的
」
な
課
題
の
繊

細
な
遂
行
も
、「
出
来
事
の
現
象
学
」
自
身
の
実
質
的
な
遂
行
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
そ

の
哲
学
的
可
能
性
は
空
疎
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
成
概
念
が
現
象
学
的
哲
学
の
体
系
内
で
占
め
て
い
た
位

置
の
空
位
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
の
「
出
来
事
」、「
絡
み
合
い
」
が
そ
れ
自
身
と
し

て
哲
学
的
に
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
風
に
い
え
ば
形
而

上
学
の
遂
行
に
他
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
の
著
作
で
い
え
ば
、
執
筆
が
断
念
さ
れ
た

『
現
前
化
と
像
』
第
二
部
の
課
題
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
い
え
る
が
、予
告
さ
れ
た
だ
け

で
、
極
め
て
断
片
的
な
草
稿
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
積
極
的
な
再
構
成
を
試

み
る
の
は
リ
ス
ク
の
高
い
事
柄
で
あ
ろ
う㉚
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
具
体
的
な

可
能
性
の
萌
芽
の
ひ
と
つ
を
示
す
に
留
め
た
い
。
そ
れ
は
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
次
の

よ
う
な
メ
モ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
時
間
の
三
つ
の
地
平
：
現
在
、
過
去
、
そ
し
て
未
来
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的

な
教
説
は
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
時
間
と
い
う
の
は
以
下
の
も
の
か
ら
成

り
立
つ
「
五
重
の
揺
れ
動
き
の
統
一
態S

ch
w

in
gu

n
gsein

h
eit

」
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
、
未
来
、
空
間
、
可
能
性
と
領
野
志
向
性
（
現
在
）
の
。㉛
」

こ
れ
は
瞠
目
す
べ
き
主
張
で
あ
る
。
戦
後
の
フ
ィ
ン
ク
は
、こ
こ
に
み
ら
れ
る「
揺

れ
動
き
の
統
一
態
」
と
い
う
着
想
の
全
く
別
の
形
で
の
具
体
化
を
『
世
界
象
徴
と
し

て
の
遊
び32
』
や
『
人
間
存
在
の
根
本
現
象33
』
な
ど
に
お
い
て
遂
行
し
た
と
も
い
え
る

の
だ
が
、
こ
の
メ
モ
が
伝
え
る
直
観
的
洞
察
が
具
体
化
さ
れ
れ
ば
、
時
間
性
の
空
間

性
に
対
す
る
優
位
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
に
認
め
ら
れ
る
暗
黙
の
テ
ー
ゼ34
や
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
同
一
性
の
差
異
性
に
対
す
る
優
位35
が
果
た
し
て
承
認
さ
れ
え

る
の
か
否
か
と
い
っ
た
疑
念
を
繊
細
か
つ
具
体
的
に
検
討
す
る
可
能
性
が
拓
か
れ
る

こ
と
と
な
る
。
上
の
メ
モ
に
従
う
と
、
フ
ィ
ン
ク
は
フ
ッ
サ
ー
ル
ら
と
は
異
な
り
、

時
間
性
と
空
間
性
と
い
っ
た
経
験
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
「
揺
れ
動
き
な
が
ら
統
一
を
な

し
て
い
る
」、
つ
ま
り
は
「
絡
み
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
根
本
仮
説
の
も
と
哲
学
・
思

考
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
本
論
は
、
フ
ィ
ン
ク
の
哲
学
の
独
自
な
点
を
わ
れ
わ
れ

の
い
う
第
二
の
意
味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
の
承
認
に
求
め
、
そ
の
成
果
が
単
な

る
空
虚
な
観
念
の
遊
戯
の
産
物
で
は
な
い
こ
と
を
す
で
に
確
認
し
た
の
だ
か
ら
、
こ

の
「
揺
れ
動
き
の
統
一
態
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
そ
れ
自
身
優
れ
て
現
象
学
的
な
も
の

と
し
て
検
討
す
べ
き
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
着
想
を
も
と
に
し
た
現

象
学
的
哲
学
の
遂
行
は
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
成
果
そ
の
も
の
を
「
手
引
き
」
と
し
つ

つ
も
、
そ
の
訂
正
を
も
同
時
に
迫
る
渦
を
巻
く
よ
う
な
歩
み
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ン
ク
は
『
現
前
化
と
像
』
に
お
け
る
現
前
化
の
現
象

学
の
枠
内
で
は
空
間
の
開
示
性
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
倣
っ
て
現
前
化
作
用
と
し
て
の

「
現
在
想
起
」
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、現
前
化
は
あ
く
ま
で
本
源
的
に
能
与

す
る
意
識
、
主
題
的
な
作
用
志
向
性
で
あ
る
の
だ
か
ら36
、「
空
虚
な
時
間
」、
あ
る
い

は
「
世
界
の
全
体
性
」
そ
の
も
の
へ
の
「
接
近
・
開
示
可
能
性
」
と
し
て
の
「
五
重

の
揺
れ
動
き
の
統
一
態
」
と
い
う
発
想
は
そ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ン
ク
自
身
分
析
の
成
果

を
破
壊
し
、
訂
正
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
断
の
作
業
の
踏
破
を

通
じ
て
、「
絡
み
合
い
」
と
そ
の
「
出
来
事
」
の
所
与
性
、「
世
界
」
と
そ
こ
に
「
入

り
込
み
・
組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
き
る
こ
と
」
の
「
絡
み
合
い
」
と
い
う
新
た
な
現
象



三
三
〇

1184

学
的
「
相
関
性
」、
そ
し
て
そ
の
（
も
は
や
志
向
的
な
「
構
成
」
概
念
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
）

「
出
来
事
」
的
性
格
は
徐
々
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

略
号

H
u

sserlian
a (D

en
 H

aag/D
ordrech

t 1950ff.)

か
ら
の
引
用
は
、
ロ
ー
マ
数
字
に

よ
っ
て
巻
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ
て
頁
数
の
み
示
し
、
当
該
の
巻
の
書
誌
情
報
の
明

記
は
省
略
す
る
。H

u
sserlian

a D
okm

en
te (D

en
 H

aag/D
ordrech

t 1977ff.)

は

H
u

a. D
ok

.

と
記
し
た
う
え
で
、
数
字
に
関
し
て
はH

u
sserlian

a

か
ら
の
引
用
と
同

様
の
形
式
に
則
る
も
の
と
す
る
。E

u
gen

 F
in

k G
esa

m
ta

u
sga

be (V
erlag K

arl 

A
lber, F

reibu
rg/M

ü
n

ch
en

, 2006ff.)

か
ら
の
引
用
は
、
先
頭
にF

E
G

A
.

と
い
う
略

号
、
巻
数
、
頁
数
の
順
で
示
し
、
書
誌
情
報
は
省
略
す
る
。

注①　

V
gl. E

u
gen

 F
in

k
: W

elt u
n

d
 E

n
d

lich
keit, h

rsg.von
 F

ran
z-A

n
ton

 

S
ch

w
arz, W

ü
rzbu

rg, 1990, S.24. 

ま
た
、
古
典
的
な
研
究
と
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
生
活
世
界
概
念
に
お
け
る
二
義
性
を
論
じ
た
次
の
研
究
を
参
照: U

lrich
 

C
laesges: „Z

w
eideu

tigk
eiten

 in
 H

u
ssserls L

eben
sw

elt-B
egriff

”, in
: 

P
ersp

ektiven
 tra

n
szen

d
en

ta
lp

h
ä

n
om

en
ologisch

er F
orsch

u
n

g, F
ü

r 

L
u

d
w

ig L
an

d
grebe zu

m
 70. G

ebu
rstag von

 sein
em

 K
öln

er S
ch

ü
lern

, 

H
rsg. von

 U
lrich

 C
laesges u

n
d K

lau
s H

eld, S.85ff.

②　

E
u

g
en

 F
in

k
: V

erg
eg

en
w

ä
rtig

u
n

g u
n

d
 B

ild
 in

: S
tu

d
ien

 zu
r 

ph
än

om
en

ologie 1930-1939, 1966, S. 31.

③　

因
み
に
、
こ
の
「
現
在
化
作
用
の
空
間
性
」
と
い
う
問
題
に
、
フ
ィ
ン
ク
は
フ
ッ

サ
ー
ル
に
倣
っ
て
「
現
在
想
起
（G

egen
w

artserin
n

eru
n

g

）」
と
い
う
表
題
を
与

え
、そ
れ
自
身
特
種
な
「
現
前
化
作
用
」
と
し
て
身
体
性
等
の
観
点
か
ら
の
分
析
を
試

み
て
い
る
。V

gl. E
bd. S.42ff.

④　

V
gl. E

bd. S. 11ff.

⑤　

こ
の
「
舞
台
設
定
の
自
由
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
：Ebd. S. 52ff.

⑥　

E
bd. S.23.

⑦　

例
え
ば
以
下
の
箇
所
を
参
照
。H

u
a. X

V, S. 503f.

⑧　

勿
論
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
先
所
与
性
を
あ
る
種
の
仕
方
で
疑
う
こ
と
も
で
き
る

（
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
懐
疑
等
）。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
懐
疑
に
直
ち
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る

前
に
、
そ
の
よ
う
な
極
端
な
懐
疑
の
性
格
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
の
が
、
現
象
学
者
と

し
て
は
健
全
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
フ
ィ
ン
ク
自
身
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
欺
く

悪
霊
」
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
「
超
有
限tran

sfin
it

」
な
表
象
可
能
性
し
か
持
た
な

い
の
に
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
「
有
限fin

it

」
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
象
さ
れ

る
典
型
例
と
し
て
い
る
。V

gl. E
bd. S.59f. 

⑨　

G
.W

.F.H
egel. P

h
än

om
en

ologie d
es G

eistes, F
ran

kfu
rt am

 M
ain

, 1986, 
S.35.

⑩　

V
gl. F

in
k: a.a.O

. 1966

⑪　

V
gl. E

bd.S. 35.

⑫　

こ
の
テ
ー
ゼ
の
考
え
方
は
、
一
般
的
に
「
観
念
論
」
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
が
、
必
ず
し
も
フ
ィ
ン
ク
の
「
観
念
論
」
の
定
義
に
従
っ
て
こ
の
テ
ー
ゼ
が
定
式
化
さ

れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。
フ
ィ
ン
ク
自
身
の
考
え
に
関
し
て
は
例

え
ばH

ua D
ok II/1

お
よ
びH

ua D
ok II/2

の
多
く
の
テ
キ
ス
ト
や
と
り
わ
け
以
下
の

テ
キ
ス
ト
な
ど
を
参
照
：E

u
gen F

in
k G

esam
t A

u
sgabe P

h
än

om
en

ologisch
e 

W
erkstatt T

eilban
d 2: D

ie B
ern

au
er Z

eitm
an

u
skripte, C

artesian
isch

e 

M
editationen und S

ysthem
 der phänom

enologischen P
hilosophie, H

rsg. von. 

R
onald B

ruzina, F
reiburg M

ünchen, 2008. S. 10.

（V
on nun ab E

F
G

A
 3/2. 

abgekürzt

）.（Z-V
II, V

I/5a. und V
I/7b.

）

⑬　

哲
学
史
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
誘
惑
を
明
確
に
洞
察
し
え
た
代
表
的
な
例
と
し
て

カ
ン
ト
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
限
り
で
、
わ
れ
わ
れ
の
分
析
は
、
彼
の
「
宇

宙
論
的
理
念
」
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
め
ぐ
る
考
察
に
負
う
も
の
で
あ
る
。V

gl. 

Im
m

an
u

el K
an

t: K
ritik d

er rein
en

 V
ern

u
n

ft, A
. 408ff./B

.435ff.

⑭　

F
in

k: a.a.O
. 1966.

⑮　
E

bd.

（
強
調
は
フ
ィ
ン
ク
自
身
の
も
の
）。

⑯　
E

bd.
⑰　

因
み
に
、フ
ィ
ン
ク
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
時
間
論
と
い
う
哲
学
的
観
点
か
ら
す

る
と
、「
現
在
主
義P

räsen
tazion

alism
u

s

」
と
い
う
誤
り
に
陥
る
も
の
だ
と
批
判

し
て
い
る
。E

F
G

A3/2, S.18.

（M
an

u
sktipt: Z

-V
II R

eih
e X

/7a.

）.

⑱　

F
in

k: a.a.O
. 1966, S. 38.
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⑲　

E
F

G
A3/2, S

.14f.

（Z
-II, IX

/1b.

）. 

当
該
個
所
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る: 

„V
orsch

lag: F
eldin

ten
tion

alität als B
edin

gu
n

g der M
öglich

keit fü
r die 

A
ktin

ten
tion

alität ist ein
 vorgän

giges A
u

sh
alten

 des E
n

th
alts fü

r die 

„In
h

alte

“. „In
h

alte

“ kon
stitu

ieren
 sich

 in
 der A

ktin
ten

tion
alität, die 

A
u

sh
altu

n
g k

ön
n

te m
an

 E
xten

tion
alität n

en
n

en
; u

n
d dan

n
 sagen

: 

alles in
ten

tion
ale B

ew
u

ß
tsein

（als ak
tin

ten
tion

ales

）grü
n

d
et im

 

exten
tion

alen
 B

ew
u

ßtsein
, das u

n
th

em
atish

 ist

“.

⑳　
「
し
か
し
、
把
持
の
本
質
的
な
在
り
方
と
は
、
把
持
が
地
平
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。」E

u
gen

 F
in

k, a.a.O
.1966,  S. 25.

㉑　

V
gl.H

u
a.X

.S.31f.

㉒　

こ
の
考
え
は
、以
下
の
箇
所
の
要
約
で
あ
る
。E

u
gen

 F
in

k, a.a.O
.1966,  S. 25f.

㉓　

フ
ィ
ン
ク
自
身
、そ
れ
自
身
と
し
て
の
時
間
を
「
空
虚
な
時
間die leere Z

eit

」
と

呼
ん
で
い
る
。Vgl. E

F
G

A3/2, S.15f.（Z
-II, IX

/2a.

）un
d S. 34.（Z

-II, X
V

II/5a.

）

㉔　

E
F

G
A

 3/2, S.16.

（Z
-V

II, X
/1a.

）

㉕　

こ
の
い
わ
ば
、「
出
来
（
事
）
す
る
こ
と
と
し
て
の
世
界
」
と
い
う
問
題
は
、
事
柄

に
即
し
て
確
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、フ
ィ
ン
ク
を
晩
年
に
至
る
ま
で
導
い
た
根
本
的
問

い
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の1971

年
（
フ
ィ
ン
ク
の
死
の
四
年
前
）
の
論
文
に
は

以
下
の
よ
う
な
発
言
が
認
め
ら
れ
る
：「
内
世
界
的
な
諸
々
の
状
況
・
事
情
と
い
う
も

の
は
、
単
に
諸
事
物
の
大
き
な
配
置
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
む
し
ろ
、
諸
次
元
性
、
そ
の
内
で
初
め
て
主
観
‐
客
観
関
係
が
出
来
す
る
諸
次
元
性

（D
im

en
sion

en
, in

n
erh

alb d
eren

 allererst d
er S

u
bjekt-O

bjekt-B
ezu

g 

sich
 ereign

et

）
と
し
て
思
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
開
か
れ
た
問
い

で
あ
る
。」（E

u
gen

 F
in

k: „R
eflexion

en
 zu

 H
u

sserls ph
än

om
en

ologisch
er 

R
edu

ktion

“, in
: N

äh
e u

n
d

 D
istan

z, F
reibu

rg/M
ü

n
ch

en
, 1976, S. 312.

）

㉖　

V
gl. E

u
gen

 F
in

k, a.a.O
.1966, S.177f.

㉗　

フ
ィ
ン
ク
自
身
は
、
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
後
、
本
論
の
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
意

味
で
の
「
現
象
的
な
も
の
」
の
差
異
性
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、世
界
の
全
体
性
の

問
題
に
集
中
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、彼
の
提
案
す
る
「
宇
宙
論
的
差
異
」
と
い
う
表

題
の
も
の
で
遂
行
さ
れ
た
思
索
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、と
り
わ
け
次
の
著
作
を

参
照
：E

u
gen

 F
in

k: a.a.O
,1990.

㉘　

E
u

gen
 F

in
k: W

elt u
n

d
 E

n
d

lich
keit, h

rg.von
 F

ran
z-A

n
ton

 S
ch

w
arz, 

W
ü

rzbu
rg, 1990.

㉙　

E
u

gen
 F

in
k

: S
ein

, W
ah

rh
eit, W

elt, V
or-F

ragen
 yu

m
 P

roblem
 des 

P
h

än
om

en
-B

egriffs, D
en

 H
aag, 1958.

㉚　

こ
の
部
門
で
の
先
行
研
究
で
は
、A

.

シ
ュ
ネ
ル
の
時
間
論
及
び
超
越
論
的
観
念
論

に
関
す
る
著
作
に
お
さ
め
ら
れ
た
フ
ィ
ン
ク
の
時
間
論
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

A
lexan

dere S
ch

n
ell ; E

n
 d

eça d
u

 su
jet. 2010. P

u
f.

㉛　

E
F

G
A3/2, S.18f.

（Z
-V

II, X
/7a.

）

32　

E
u

gen
 F

in
k

: S
p

iel a
ls W

eltsym
b

ol, F
reib

u
rg / M

ü
n

ch
en

, 2010. 
(E

F
G

A7.)

33　

E
u

gen
 F

in
k: G

ru
n

d
ph

än
om

en
 d

es m
en

sch
lich

en
 D

asein
s, F

reibu
rg, 

1979.

34　

こ
の
点
に
関
し
て
の
明
快
な
見
取
り
図
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
以
下
を
参
照
：
加

國
尚
志
：「
私
は
今
こ
こ
で
、
あ
そ
こ
に
い
る－

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論
と
空

間
論
」『
臨
床
哲
学
の
諸
相　

空
間
と
時
間
の
病
理
』、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、2011

年
、pp.100-102.

35　

V
gl. M

artin
 H

eidegger: Id
en

tität u
n

d
 D

ifferen
z in

: M
H

G
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