
現
象
学
と
形
而
上
学

本
稿
は
「
現
象
学
」
と
「
形
而
上
学
」
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
「
と
」
で
結
ん
で
い
る
。
「
現
象
学
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
共

通
理
解
が
成
立
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
形
而
上
学
」
と
い
う
概
念
は
あ
ま
り
に
多
義
的
で
あ
り
、
限
定
が
必
要
で
あ
る
。
以
下
で

は
、
ま
ず
「
現
象
学
」
と
関
係
す
る
か
ぎ
り
で
の
「
形
而
上
学
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
第
1
節
）
。
本
稿
が
と
り
わ
け
重
視
す
る
の
は
、

デ
リ
ダ
の
「
現
前
の
形
而
上
学
」
（
と
「
脱
構
築
」
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
つ
い
て
の
考
察
（
第
2
節
）
を
経
て
、
デ
リ
ダ
の
『
声
と
現
象
』
に
お
け
る
現
象
学
批
判
が
検
討
さ
れ
る
（
第
3
節
、
第
4
節
）
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
デ
リ
ダ
が
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
問
題
事
象
（
世
界
／
歴
史
と
私
の
関
連
）
が
発
掘
さ
れ
る
（
第
5
節
）
。
こ
れ
が
さ
ら

に
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
可
能
性
に
つ
な
が
る
（
第
6
節
）
。
だ
が
、
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
と
い
う
一
語
が
登
場
し
て
も
、
現

象
学
「
と
」
形
而
上
学
の
関
係
は
じ
つ
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
私
は
、
こ
の
「
と
」
に
両
者
の
「
内
部
抗
争
」
（
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
本
稿
末
尾
で
簡
略
に
述
べ
る
）
を
見
た
い
と
思
う
。
こ
れ
を
つ
う
じ
て
現
象
学
と
形
而
上
学
の
新
た
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
、

こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

現
象
学
と
形
而
上
学

谷

徹
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現
象
学
と
関
係
す
る
範
囲
に
限
っ
て
も
、
「
形
而
上
学
」
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
か
ら
見
て
み
よ
う
。

大
雑
把
に
い
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
で
は
、
西
洋
の
思
索
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
存
在
」
の
経
験
と
し
て
の
「
ピ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
」

の
経
験
か
ら
は
じ
ま
っ
た
が
、
し
か
し
「
自
然
学
」
と
と
も
に
「
形
而
上
学
」
が
生
じ
、
こ
の
形
而
上
学
の
歴
史
は
存
在
／
自
然
を
忘

却
さ
せ
て
き
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
「
存
在
論
」
は
こ
の
形
而
上
学
の
「
現
象
学
的
解
体
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
反
形
而
上
学
的
だ
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
逆
に
、

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
論
」
を
批
判
し
、
「
形
而
上
学
」
を
肯
定
す
る
。
こ
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
形
而
上
学
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
欠
落
し
て
い
た
「
他
者
」
を
問
題
に
す
る
も
の
と
し
て
、
実
質
的
に
は
「
倫
理
学
」
な
の
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
あ
え

て
「
形
而
上
学

(
m
e
t
a
p
h
y
s
i
q
u
e
)
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
存
在
論
の
は
じ
ま
り
に
ピ
ュ
シ
ス
を
置
く
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
対
抗
し
て
、
そ
れ
を
越
え
る
と
い
う
意
味
で
の
メ
タ
・
ビ
ュ
シ
ス
輪
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
含
意
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
特
殊
な
意
味
で
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
親
形
而
上
学
的
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
の
場
合
は
す
こ
し
複
雑
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
近
い
立
場
か
ら
、
西
洋
の
形
而
上
学
の
脱
横
築
（
現
象
学
的

解
体
）
を
試
み
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
同
様
、
反
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
脱
構

築
を
つ
う
じ
て
迫
ろ
う
と
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
存
在
／
ピ
ュ
シ
ス
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
他
者
と
の
関
係
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
近
い
。
こ
の
点
で
は
、
デ
リ
ダ
は
親
形
而
上
学
的
で
あ
る
。

さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
語
法
も
複
雑
で
あ
る
。
第
一
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
地
に
足
を
つ
け

て
い
な
い
理
屈
と
い
っ
た
語
義
で
「
形
而
上
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
初
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
暮
ら
し
て
い

1

形
而
上
学
と
い
う
概
念
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た
ウ
ィ
ー
ン
の
風
潮
と
も
関
係
が
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ッ
ハ
な
ど
も
反
形
而
上
学
を
標
榜
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
形
而
上

学
と
い
う
こ
と
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
主
に
カ
ン
ト
だ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
初
期
の
草
稿
を
見
て
も
、
形
而
上
学
の
語
は

や
は
り
主
に
カ
ン
ト
の
哲
学
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
強
く
批
判
的
だ
っ
た
。
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
の
語

の
第
一
の
語
法
で
あ
る
。

し
か
し
第
二
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
本
質
学
」
と
「
事
実
学
」
と
を
区
別
し
た
う
え
で
、
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
事
実
学
を

「
形
而
上
学
」
と
呼
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
「
超
越
論
的
事
実
学
」
を
形
而
上
学
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
通

常
の
事
実
学
を
自
然
的
な
学
問
（
最
広
義
で
の
フ
ュ
ジ
ー
ク
）
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
る
と
メ
タ
・
フ
ュ
ジ
ー

ク
と
な
る
、
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
九

i

四
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
私
も
形
而
上
学
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
れ

、
、
、
、

も
、
最
も
哀
摯
な
意
味
で
の
学
問
的
な
形
而
上
学
を
で
す
・
'
•
…
」
(
B
wV
I
S
.
 20
6
)

と
述
べ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
第

i

義
で
の

形
而
上
学
（
と
り
わ
け
カ
ン
ト
的
な
そ
れ
）
は
批
判
し
た
が
、
第
二
義
で
の
形
而
上
学
（
超
越
論
的
事
実
学
）
は
重
視
し
て
い
た
。

K
.

シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
イ
デ
ー
ン
』
の
正
式
の
書
名
（
『
純
粋
現
象
学
お
よ
び
現
象
学
的
諸
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
』
）
を

取
り
上
げ
て
、
そ
の
「
現
象
学
的
諸
哲
学
」
と
は
、
こ
の
意
味
で
の
形
而
上
学
で
あ
る
と
い
う
解
釈
さ
え
も
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

『
イ
デ
ー
ン
」
の
書
名
は
、
た
だ
「
純
粋
現
象
学
の
た
め
の
諸
構
想
」
だ
け
で
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
現
象
学
的
諸
哲

学
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
シ
ュ
ー
マ
ン
の
解
釈
は
示
唆
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
三
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
晩
年
に
、
事
実
に
は
も
ち
ろ
ん
本
質
さ
え
に
さ
え
も
先
行
し
、
そ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
て
い
る
特
別

な
事
実
と
し
て
の
「
原
事
実

(
U
r
f
a
k
t
u
m
/
U
r
t
a
t
s
a
c
h
e
)
」
に
問
い
を
向
け
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
学
問
と
し
て
「
形
而
上
学
」
を
展
開

し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
計
画
は
彼
の
生
前
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
あ
る
程
度

ま
で
推
測
で
き
る
。
彼
が
最
も
重
視
し
て
い
た
原
事
実
は
、
お
そ
ら
く
「
私
が
存
在
す
る
」
と
い
う
原
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
フ
ッ

現
象
学
と
形
而
上
学
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ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
な
ど
と
訳
さ
れ
る
ダ
ー
ザ
イ
ン

(Dasein)
と
い
う
言
葉
を
基
本
タ
ー
ム
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

な
ぜ

D<,1sein
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
解
釈
学
的
／
デ
ィ
ル
タ
イ
的
契
機
と
、
現
象
学
的
／
フ
ッ
サ
ー
ル

的
契
機
か
ら
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
初
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
九
ニ
ー
／
二
二
年
）
は
、

L
e
b
e
n
(
生
）
と

D
a
s
e
i
n
を
同
一
視
し
て
い
た
。

'̂Leben11Dasein"

(
H
G
A
 61
 S
.
 8
5
)

で
あ
る
。

L
e
b
e
n
と
い
う
概
念
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
最
初
期
に
読
ん
で
い
た
「
生
の
哲
学
」
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
デ
ィ

ル
タ
イ
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
語
法
で
は
、

D
a
s
e
i
n
は
、
ド
イ
ツ
語
の
ふ
つ
う
の
語
義
（
こ
こ
に
現
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
）

に
近
い
意
味
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
歴
史
を
重
視
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
こ
の
語
は
空
間
的
と
い
う
よ
り
も

{2) 

歴
史
的
な
意
味
を
強
く
も
ち
、
つ
ま
り
、
歴
史
の
な
か
で
、
過
去
や
未
来
に
お
い
て
で
は
な
く
、
現
在
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
（
歴

史
的
な
時
間
位
置
と
し
て
の
現
在
に
お
け
る
存
在
）
を
表
わ
し
て
い
る
。

L
e
b
e
n
(
生
き
る
と
い
う
こ
と
）
は
、
歴
史
的
な
現
在
に
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
の

D
a
s
e
i
n
に
等
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
七
年
の
「
存
在
と
時
間
』
に
も
影
を
投

げ
か
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

D
a
s
e
i
n
の
規
定
と
し
て
「
世
界
内
存
在
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
「
歴
史
的
世
界

内
存
在
」
と
読
み
換
え
た
ほ
う
が
、
適
切
に
理
解
さ
れ
る
。

2
 
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
解
体

サ
ー
ル
の
原
事
実
へ
の
注
目
は
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
（
現
）
事
実
性

(Faktizitat)
」
へ
の
注
目
と
、
あ
る
点
で
重
な
り
、
あ
る
点

で
相
違
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
「
私
が
存
在
す
る
」
と
い
う
原
事
実
は
、
デ
リ
ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
に
も
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。
こ
の
点
を
以
下
で
考
察
し
た
い
。
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こ
の
方
向
で
考
え
る
と
、
D
a
s
e
i
n
が
そ
の
な
か
に
あ
る
「
歴
史
(
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)
」
は
、
D
a
s
e
i
n
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
構
成
以
前
に
「
（
現
）
事
実
」
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
に
「
歴
運
(
G
e
s
c
h
i
c
k
)
」
と
い
う
発
想

が
生
ま
れ
る
。
胆
運
と
い
う
語
は
贈
与
性
と
と
も
に
一
種
の
運
命
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
D
a
s
e
i
n
は
胆
史
的
に
形
而
上
学
と
し
て
与
え

ら
れ
た
思
考
の
枠
組
み
の
な
か
に
存
在
し
、
D
a
s
e
i
n
の
遂
行
す
る
哲
学
も
こ
の
歴
史
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

哲
学
は
、
歴
史
を
無
視
し
て
、
無
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
哲
学
を
無
か
ら
始
め
る
う
る
な
ど
い
う
・
・
・
・
・
・
意
見
」
は
虚
妄
で

あ
る
。
哲
学
は
、
お
の
れ
の
思
考
の
枠
組
み
を
規
定
す
る
歴
史
的
な
形
而
上
学
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ

の
試
み
自
体
が
や
は
り
歴
史
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
現
象
学
的
解
体
」
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
二
面

性
を
も
つ
。
「
現
象
学
的
解
体
は
•
•
…
•
そ
の
ラ
デ
イ
カ
ル
な
遂
行
に
お
い
て
は
、
た
だ
予
断
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
：
．
．
．
．
、

、
、
、

そ
れ
自
体
が
予
断
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
」

(
H
G
A
5
9
 S
.
 1
8
0
)

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
解
体
の
試
み
は
、
お
の
れ
が
歴
史
的

拘
束
の
な
か
に
あ
る
こ
と
の
自
覚
の
う
え
で
、
そ
う
し
た
拘
束
を
ひ
と
つ
ず
つ
打
ち
破
り
つ
つ
、
存
在
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
す
る
試

み
で
あ
り
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
所
与
の
歴
史
的
拘
束
と
し
て
の
「
（
現
）
事
実
性
」
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。

第
二
に
、
日
本
語
で
現
存
在
お
よ
び
意
識
と
書
く
と
わ
か
り
に
く
い
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
D
a
s
e
i
n
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
B
e
w
u
B
t
s
e
i
n

と
も
関
連
し
て
い
る
。
『
存
在
と
時
問
j

の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
D
a
s
e
i
n
の
d
a
を
E
r
s
c
h
l
o
s
s
e
n
h
e
i
t
だ
と
定
義
し
て
い
る
占
E
r
s
c
h
l
o
s
s
e
n
,

h
e
i
t
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
「
開
示
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
開
示
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
広
い
意
味
で

「
知
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
の
b
e
w
u
B
t
も
、
w
i
s
s
e
n
か
ら
派
生
し
た
言
葉

だ
か
ら
、
「
知
ら
れ
て
い
る
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
と
も
に
、
＇
「
知
ら
れ
つ
つ
存
在
す
る
」
あ
る
い
は
「
お
の
れ
の
存

在
を
知
り
つ
つ
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
広
い
意
味
で
は
、
D
a
s
e
i
n
は
B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
と
某
本
的
に
同
義
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
初
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
は
、
世
界
の
存
在
を
構
成
す
る
強
い
働
き
（
能
動
的
な
「
志
向
性
」
）
で
あ
る
。

現
象
学
と
形
而
上
学
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B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
の
S
e
i
n
は
、
志
向
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
は
、
そ
れ
が
「
存
在
す
る
」
か
ぎ
り
、
世
界
の
存
在
を
志
向
的

に
構
成
す
る
（
い
や
、
そ
れ
は
歴
史
の
存
在
も
構
成
す
る
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
意
味
で
の
「
志
向
性
主
義
」
を
と
ら
ず
、
志
向
性
を

「
…
…
の
も
と
に
す
で
に
存
在
し
つ
つ
、
お
の
れ
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
」

(
H
G
A
2
0
 S
.
 4
2
0
)

と
捉
え
な
お
す
。
こ
の
よ
う
に
捉
え

な
お
さ
れ
た
志
向
性
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
気
遣
い

(Sorge)
」
と
呼
ぶ

(vgl.
S
Z
 S. 3
1
7
)

。
気
遣
い
は
、
い
わ
ば
弱
い
志
向
性
、
受

動
的
な
志
向
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、

D
a
s
e
i
n
の
S
e
i
n
は
、
こ
の
気
遣
い
で
あ
る
。

D
a
s
e
i
n
は
、
そ
れ
が
「
存
在
す
る
」
か
ぎ
り
、
世

界
と
お
の
れ
と
を
「
気
遣
う
」
の
で
あ
る
。
だ
が
、
志
向
性
と
は
違
っ
て
、
気
遣
い
は
世
界
の
存
在
を
構
成
し
な
い
。
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー

ル
と
の
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
を
D
a
s
e
i
n
に
置
き
換
え
た
。

と
は
言
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
当
時
す
で
に
志
向
性
の
弱
ま
り
を
考
え
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

l

九

110年
代
以
後
（
す
で
に

『
存
在
と
時
間
』
以
前
に
）
、
受
動
的
な
志
向
性
を
問
題
に
し
て
い
た
し
、
三

0
年
代
に
は
さ
ら
に
思
索
を
進
め
て
、
最
も
受
動
的
な
受

動
性
（
原
受
動
性
）
に
ま
で
至
る
。
原
受
動
性
に
お
い
て
は
、
も
は
や
存
在
は
構
成
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
構
成
に
先
立
っ
て
与
え
ら

れ
る
事
実
性
す
な
わ
ち
「
原
事
実
性
」
が
問
わ
れ
る
。
志
向
性
を
弱
め
て
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
じ
つ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
も
共
有
す
る

傾
向
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
側
面
で
は
志
向
性
を
弱
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
別
の
側
面
で
は
逆
に
そ
れ
を
強
化
す
る
。
志

向
性
に
は
意
志
的
契
機
が
含
ま
れ
る
が
、
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
大
学
総
長
就
任
の
頃
ま
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

D
a
s
e
i
n
に
対
し
て
、
歴
運
と

し
て
与
え
ら
れ
た
そ
の
歴
史
的
な
存
在
を
、
お
の
れ
の
固
有

(eigen)
な
存
在
と
し
て
お
の
れ
の
ほ
う
か
ら
ま
さ
に
意
志
的
に
取
り
戻

さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
強
く
示
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
本
来
性

(Eigentlichkeit)
」
へ
の
傾
向
で
あ
る
。
こ
こ
に
（
奇
形
化
し
て
は

い
る
が
）
志
向
性
の
意
志
的
契
機
が
強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
な
ぜ
、
お
の
れ
の
存
在
を
取
り
戻
そ
う
と
意
志
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
む
し
ろ
、
な
ぜ
、
他
者
の
存
在
を
許
容
し
よ
う
と
意
志
し
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
残
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
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デ
リ
ダ
の
現
象
学
批
判
の
要
点
は
、
つ
ぎ
の
一
言
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
現
前
の
歴
史
は
閉
じ
て
い
る
」
。
「
閉
じ
て
い
る
」
と
は
、

純
粋
な
自
己
現
前
の
閉
域
に
閉
じ
こ
も
り
（
囲
い
込
み
）
、
他
者
と
の
関
係
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
フ
ッ

サ
ー
ル
を
こ
の
よ
う
に
閉
じ
た
現
前
の
形
而
上
学
の
完
成
者
だ
と
み
な
す
。

し
か
し
、
な
ぜ
自
己
現
前
の
閉
域
に
閉
じ
こ
も
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
な
ぜ
本
来
性
を
求
め
る
の
か
と
い
う
問
い

と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
他
者
の
存
在
を
許
容
す
る
こ
と
を
善
と
考
え
、
逆
に
、
他
者
と
の
関
係
を
閉
ざ
す
こ
と
／
自
閉

す
る
こ
と
を
、
悪
と
考
え
る
。
最
近
の
デ
リ
ダ
は
「
正
義
」
を
強
調
す
る
が
、
「
正
義
」
が
そ
も
そ
も
他
者
と
の
関
係
を
開
い
た
と
こ
ろ

現
象
学
と
形
而
上
学

3
 

初
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、
志
向
性
を
弱
め
る
方
向
性
と
、
逆
に
志
向
性
を
（
奇
形
的
に
）
強
め
る
方
向
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
、
両
者
の
背
反
が
彼
の
い
わ
ゆ
る
ケ
ー
レ
（
転
回
）
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ

う
。
ケ
ー
レ
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
本
来
性
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
意
志
的
に
求
め
る
こ
と
は
や
め

て
志
向
性
を
さ
ら
に
弱
め
て
い
き
、
「
放
下
」
に
ま
で
至
る
。
こ
う
な
る
と
、
逆
に
、
歴
運
の
贈
与
性
格
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
。

歴
史
内
の

D
a
s
e
i
n
に
は
歴
運
と
し
て
形
而
上
学
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
存
在
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
存
在

は
お
の
れ
を
現
わ
す
と
同
時
に
お
の
れ
を
隠
す
の
だ
が
、
形
而
上
学
は
こ
の
存
在
を
さ
ら
に
覆
い
隠
し
て
忘
却
さ
せ
、
最
後
に
は
そ
の

忘
却
す
ら
忘
却
さ
せ
る
。
こ
の
歴
史
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
ウ
ー
シ
ア
と
い
う
概
念
の
成
立
は
決
定
的
だ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ウ
ー

シ
ア
を
現
前
性
と
か
存
在
者
性
と
訳
す
が
、
こ
の
現
前
性
や
存
在
者
性
の
解
体
が
形
而
上
学
の
現
象
学
的
解
体
の
核
心
を
な
す
と
も
言

え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
デ
リ
ダ
の
現
前
の
形
而
上
学
の
脱
構
築
に
も
つ
な
が
る
。

デ
リ
ダ
の
脱
構
築
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で
し
か
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
自
閉
は
、
い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
そ
の
可
能
性
を
塞
い
で
し
ま
う
か
ら
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
悪
だ
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
デ
リ
ダ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
こ
の
自
閉
の
悪
を
見
る
。

『
声
と
現
象
』
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
形
而
上
学
に
由
来
す
る
前
提

に
せ
よ
、
心
理
学
に
由
来
す
る
前
提
に
せ
よ
、
自
然
科
学
に
由
来
す
る
前
提
に
せ
よ
、
と
に
か
く
前
提
を
も
た
な
い
こ
と
(
V
o
r
a
u
s
s
e
t
,

zungslosigkeit)
〔鉦
g
即
提
性
〕
が
必
要
だ
と
力
説
す
る
」

(
V
P
S
.
 2
)

。
こ
う
し
た
前
提
が
侵
入
し
な
い
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
分
析
を
推
し
進
め
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
「
フ
ッ
サ
ー
ル
的
分
析
の
厳
密
さ
と
緻
密
さ
」
は
「
あ

る
形
而
上
学
的
な
予
断
を
包
み
隠
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
」

(
V
P
S
.
 2
f
.
)

と
デ
リ
ダ
は
問
い
か
け
る
。
こ
れ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
哲

学
を
無
か
ら
始
め
る
う
る
な
ど
い
う
…
…
意
見
」
へ
の
批
判
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
批
判
で
あ
る
こ
と
は
、
見
や
す
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
前
置
と
し
て
、
デ
リ
ダ
が
最
初
に
標
的
に
す
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
一
九

0
一
年
の
『
論
理
学
研
究
』
で
あ
る
。
『
論
理
学

研
究
』
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
記
号

(Zeichen)
」
の
な
か
で
「
表
現

(
A
u
s
d
r
u
c
k
)
」
と
「
指
標

(
A
n
z
e
i
c
h
e
n
)
」
と
を
区
別
し
た
。

表
現
は
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」
を
指
し
示
す
が
、
指
標
は
そ
う
し
た
も
の
を
指
し
示
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
表
現
は
「
意
味
す
る
」
が
、

指
標
は
意
味
し
な
い
。
さ
ら
に
、
表
現
は
、
「
意
味
す
る
」
と
い
う
機
能
の
ほ
か
に
、
（
他
者
に
）
「
伝
達
す
る
」
と
い
う
機
能
を
も
つ
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
後
者
の
機
能
を
排
除
し
て
、
「
孤
独
な
心
的
生
」
に
お
け
る
「
独
語
」
を
確
保
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
操
作
が
デ
リ
ダ

の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
と
き
（
「
意
味
す
る
」
と
い
う
機
能
だ
け
を
も
っ
た
表
現
の
）
純
粋
な

「
意
味
」
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
他
者
と
の
関
係
の
排
除
だ
、
と
デ
リ
ダ
は
見
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
デ
リ
ダ
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
（
主
に
一
九

0
五
年
か
ら
一

1

年
頃
ま
で
の
）
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』

で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
右
の
よ
う
な
純
粋
性
が
確
保
さ
れ
る
場
面
を
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
デ
リ
ダ
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
い
う
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
と
は
把
持
や
予
持
を
切
り
捨
て
て
純
粋
に
点
的
な
現
在
と
化
し
た
「
原
印
象
」
の
こ
と
だ
と
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み
な
し
、

純
粋
に
得
よ
う
と
し
た
と
み
な
す
。

え
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
と
い
う
場
面
に
お
い
て
イ
デ
ア
ー
ル
な
「
意
味
」
と
「
意
味
す
る
」
を

つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
に
お
い
て
表
現
は
直
接
的
に
現
前
す
る
と
考

と
こ
ろ
で
、
指
標
も
表
現
も
記
号
の
は
ず
だ
っ
た
。
記
号
は
、
お
の
れ
を
媒
介
に
し
て
他
の
も
の
を
指
し
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
記
号

は
間
接
的
・
媒
介
的
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
直
接
的
に
現
前
的
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
デ
リ
ダ
流
に
解
釈
さ
れ
た
「
生
き
生
き
し

た
現
在
」
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
表
現
は
、
ま
っ
た
＜
直
接
的
に
現
前
す
る
の
だ
か
ら
、
も
は
や
記
号
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
V
P
S
.
 4
6
)

。
デ
リ
ダ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
記
号
性
の
な
い
純
粋
に
直
接
的
な
現
前
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
み
な
す
。
こ
こ

に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
〔
現
前
の
〕
形
而
上
学
的
な
予
断
」
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
述
べ
た
後
で
、
デ
リ
ダ
は
そ
の
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
「
さ
ら
に
こ
れ
以
後
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
根
源
的

直
観
の
意
味
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
た
び
に
、
根
源
的
直
親
と
は
、
記
号
の
欠
落
の
経
験
、
そ
し
て
記
号
の
無
用
の
経
験
で
あ
る
と
念

を
押
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」

(
V
P
S
.
 6
7
)
0
.
 

さ
て
、
検
討
し
よ
う
。
デ
リ
ダ
の
こ
れ
ら
の
論
点
に
は
多
く
の
誤
解
／
曲
解
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
「
無
前
提
性
」

に
つ
い
て
だ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
は
い
っ
さ
い
の
前
提
を
も
た
な
い
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
他
の
学
問
（
の
成
果
）
を

現
象
学
の
前
提
に
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
問
的
と
い
う
限
定
つ
き
の
無
前
提
性
な
の
で
あ
る
。
「
以
下
の
諸
研

究
〔
11
現
象
学
〕
も
、
こ
の
形
而
上
学
的
、
自
然
科
学
的
〔
初
版
で
は
物
理
学
的
〕
、
心
理
学
的
な
無
前
提
性
を
満
た
そ
う
と
す
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
無
前
提
性
を
満
た
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
」

(
H
u
a
X
I
X
/
1
 S
.
 2
8
)

。
む
し
ろ
、
現
象
学
自
身
は
、
そ
れ
独

自
の
前
提
つ
ま
り
「
ふ
つ
う
の
意
味
で
『
自
明
』
な
す
べ
て
の
諸
前
提
の
前
提
」

(
H
u
a
V
 S.
 1
6
0
f
.
)

を
も
ち
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
前
提
」
を
デ
リ
ダ
は
語
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
が
「
歴
史
」
に
深
く
関
わ
る
（
第
6
節
参
照
）
。

硯
象
学
と
形
而
上
学
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第
二
に
「
根
源
的
直
観
」
の
「
記
号
の
欠
落
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
も
誤
解
／
曲
解
で
あ
る
。
議
論
を
過
剰
に
複
雑
に
し
な
い
た

め
に
、
こ
こ
で
は
、
デ
リ
ダ
が
問
題
に
し
て
い
る
「
根
源
的
直
蜆
」
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
外
的
知
覚
に
考
察
を
限
定
し
て
お
く
が
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
じ
つ
は
す
で
に
『
論
理
学
研
究
』
以
前
の
最
初
期
に
、
根
源
的
直
観
に
は
記
号
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
た
。
確

認
の
た
め
に
一
八
九
二
／
九
三
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
引
い
て
お
く
が
、
そ
こ
で
は
ま
さ
に
「
記
号
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
ま
ま

使
わ
れ
て
い
る
。

「
私
は
、
私
が
見
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
客
観
的
に
実
存
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
い
く
つ
か
の
も
の
を
見
て
い
る
と

信
じ
て
い
る
。

．．．．．． 
客
観
〔
11
現
出
者
〕
の
同
一
性
の
表
象
は
、
媒
介
〔
さ
れ
て
い
る
〕
。
私
は
、
等
し
く
な
い
角
度
を
〔
現
出
と
し
て
〕

感
覚
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
等
し
い
と
判
断
し
て
い
る
。
正
方
形
は
、
た
と
え
そ
れ
が
等
し
い
角
度
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
し
て

も
、
（
か
く
か
く
の
関
係
の
と
も
で
は
）
等
し
く
な
い
角
度
を
も
っ
て
『
現
出
す
る
」
。
平
行
四
辺
形
は
、
正
方
形
の
現
出
で
あ
り
、
私

、
、
、
、
、

に
正
方
形
を
呈
示
し
て
い
る
。
…
…
〔
現
出
の
〕
直
観
は
、
記
号
と
し
て
、
〔
現
出
者
の
〕
直
観
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
関
係
は
、
単
純
に
同
等
性
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
…
…
。
志
向
さ
れ
た
表
象
は
、
現
実
に
は
〔
11
現
出
と
し
て
は
〕
表
象
さ
れ
て

い
な
い
。
物
体
的
な
客
観
、
た
と
え
ば
立
方
体
の
場
合
に
は
、
そ
う
で
あ
る
。
」

(
H
u
a
X
X
I
 S.
 2
8
2
£
.

強
調
筆
者
）
。

い
さ
さ
か
未
熟
な
言
い
方
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
現
出
は
現
出
者
を
表
わ
す
記
号
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
根
本
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
最
初
期
だ
け
で
消
え
て
し
ま
っ
た
考
え
方
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
イ
デ
ー
ン

I
j
で

も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
い
わ
ば
お
の
れ
自
身
を
表
わ
す
記
号
」

(
H
u
a
IIl/1 S
.
 
100)
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
こ

の
現
出
（
記
号
）
と
現
出
者
と
の
関
係
は
、
差
異
を
含
ん
だ
関
係
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
「
単
純
に
同
等
性
だ
と
い
う
の
は
な
い
」
。
と
こ

ろ
が
、
デ
リ
ダ
は
右
の
「
イ
デ
ー
ン
』
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
「
お
の
れ
自
身
を
表
わ
す
記
号
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
記
号
で
な
い

こ
と
、
こ
れ
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
」

(
V
P
S
.
6
8
R
b
.
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
完
全
な
誤
解
か
極
端
な
曲
解
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
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の
解
釈
と
は
逆
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
最
初
期
か
ら
最
晩
年
ま
で
、
根
源
的
直
観
に
は
記
号
性
が
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
デ
リ
ダ
が
示
し
た
よ
う
な
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
号
の
排
除
と
見
え
る
よ
う

な
手
続
き
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
義
を
も
つ
の
か
。
そ
も
そ
も
フ
ッ
サ
ー
ル
は
論
理
学
（
そ
れ
ゆ
え
言
語
記
号
）
の
基
礎
づ
け
を

試
み
て
い
た
。
通
常
の
言
語
記
号
は
記
号
性
・
媒
介
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
記
号
性
・
媒
介
性
の
基
礎
に
は
直
接
経
験

の
記
号
性
・
媒
介
性
が
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
見
て
い
た
。
そ
こ
で
、
後
者
か
ら
前
者
へ
の
基
礎
づ
け
関
係
が
解
明
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
基
礎
づ
け
関
係
の
解
明
の
際
に
、
基
礎
と
な
る
直
接
経
験
の
記
号
性
・
媒
介
性
の
な
か
に
、
基
礎
づ
け
ら
れ
た
言
語
記
号
の

記
号
性
・
媒
介
性
を
混
入
さ
せ
て
し
ま
っ
た
ら
、
お
よ
そ
解
明
に
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
誤
り
を
お
か
さ
な
い
た
め
に
言

語
記
号
の
記
号
性
・
媒
介
性
を
エ
ポ
ケ
ー
し
た
の
で
あ
っ
て
、
直
接
経
験
が
完
全
に
没
記
号
的
・
龍
接
的
な
（
そ
れ
ゆ
え
自
閉
的
な
）
構

造
を
備
え
て
い
る
と
見
て
い
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
直
接
経
験
そ
れ
自
体
が
も
つ
記
号
的
・
媒
介
的
な
構
造
の
う
ち
に
、
言
語
記

号
の
記
号
性
・
媒
介
性
の
（
先
行
的
な
）
可
能
性
の
条
件
を
見
た
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
議
論
は
こ
の
点
を
根
本
的
に
見
誤
っ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
は
、
デ
リ
ダ
が
言
う
よ
う
な
、
把
持
や
予
持
を
含
ま
な
い
純
粋
に
点
的
な
現
在

な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
デ
リ
ダ
の
曲
解
で
は
な
い
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
理
念
的
な
意
味
で
は
知
覚
（
印
象
）

は
、
純
粋
な
今
を
構
成
す
る
意
識
位
相
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
…
…
。
し
か
し
、
そ
れ
は
観
念
的
な
限
界
に
す
ぎ
ず
、

独
立
し
て
は
な
に
も
の
で
も
な
い
抽
象
物
で
あ
る
」

(
H
u
a
X
S
.
4
0
)
。
純
粋
に
点
的
な
現
在
は
抽
象
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル

は
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
箇
所
さ
え
引
用
し
な
が
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
曲
げ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
な
か
に
誤
解
を
招
く
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
箇
所
と
、
そ
う
で
な
い
箇

所
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
後
者
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

現
象
学
と
形
而
上
学
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デ
リ
ダ
の
つ
ぎ
の
標
的
は
「
私
」
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
私
」
を
「
偶
因
的

(
o
k
k
a
s
i
o
n
e
l
l
)
」
だ
と
し
た
。
ふ
つ
う
の
表
現
は

「
意
味
」
を
指
し
示
す
（
「
意
味
す
る
」
）
。
た
と
え
ば
「
犬
」
と
い
う
表
現
は
、
（
諸
個
体
を
つ
う
じ
て
普
遍
的
な
）
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」

を
指
し
示
す
（
「
意
味
す
る
」
）
。
そ
し
て
、
こ
の
「
意
味
」
を
媒
介
に
し
て
、
「
犬
」
と
い
う
表
現
は
個
体
的
な
犬
（
ポ
チ
や
シ
ロ
）
を

指
し
示
す
（
「
名
指
す
」
）
。
と
こ
ろ
が
、
「
こ
れ
」
と
い
う
偶
因
的
な
表
現
は
、
な
に
か
お
の
れ
以
外
の
も
の
を
指
し
示
し
は
す
る
が
、
し

か
し
、
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」
を
指
し
示
さ
ず
、
そ
の
場
そ
の
場
で
ポ
チ
を
指
し
示
し
た
り
、
シ
ロ
を
指
し
示
し
た
り
す
る
。
「
こ
れ
」

は
個
体
的
対
象
を
た
だ
「
名
指
す
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
私
」
も
「
こ
れ
」
と
同
様
で
あ
る
。

た
と
え
ば
A
氏
が
「
私
」
と
言
え
ば
、
「
私
」
は
A
氏
を
指
し
示
し
、

B
氏
が
「
私
」
と
言
え
ば
、
「
私
」
は

B
氏
を
指
し
示
す
。
で

は
、
「
私
」
は
「
意
味
」
を
も
た
な
い
の
か
。
「
私
」
を
「
自
己
自
身
を
指
し
示
す
そ
の
つ
ど
話
し
手
」
と
い
っ
た
「
客
観
的
な
表
現
」
（
「
意

味
」
を
も
っ
た
表
現
）
に
懺
き
換
え
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
置
き
換
え
を
同
値
と
は
み
な
さ
な
い
。
フ
ッ

4
 

じ
っ
さ
い
、
先
の
一
八
九
二
／
九
三
年
の
草
稿
で
も
す
で
に
「
直
観
経
過
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
「
直
観
的
に
与
え
ら
れ

た
も
の
〔
11
原
印
象
〕
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
直
観
経
過
〔
II
も
ろ
も
ろ
の
現
出
の
把
持
系
列
〕
が
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
の
後
者
が
客

観
〔
11
現
出
者
〕
の
非
本
来
的
な
表
象
の
個
々
の
諸
契
機
を
与
え
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
諸
契
機
の
綜
合
は
必
然
的
に
思
考
的
〔
II

志
向
的
〕
で
あ
り
つ
づ
け
、
し
か
も
、
そ
う
で
あ
り
つ
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
」

(
H
u
a
X
X
I
 S.
 2
8
2
)

。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
直
観
経
過
」

は
、
現
出
の
連
鎖
で
あ
り
、
後
年
、
把
持
と
い
う
概
念
で
説
明
さ
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
す
で
に
最
初
期
か
ら
、

後
の
把
持
に
当
た
る
も
の
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
点
的
な
現
在
な
ど
と
い
う
も
の
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。

自
我
の
生
と
死
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サ
ー
ル
が
「
私
は
う
れ
し
い
」
と
言
う
場
合
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
抜
き
に
「
そ
の
つ
ど
自
分
自
身
を
指
し
示
す
話
者
は
う
れ
し
い
」
と
言

わ
れ
る
場
合
で
は
、
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
私
」
の
よ
う
な
偶
因
的
な
表
現
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の
つ
ど
の
対
象
を
（
お
の
れ
の
外
(aus)
に
）
指
し
示
す
と
い
う
点
で
は

A
u
s
d
r
u
c
k

的
で
あ
る
が
、
「
意
味
」
を
指
し
示
さ
な
い
。
そ
れ
は
じ
つ
は
一
種
の
「
指
標
」
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
私
」
は
「
普
遍
的
に
働

く
指
標
」
だ
と
言
う
。

こ
こ
で
、
デ
リ
ダ
は
疑
念
を
示
す
。
「
私
」
が
偶
因
的
な
指
標
だ
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
「
私
が
存
在
す
る
」
と
い
っ
た
（
「
私
」
を

成
分
と
し
て
含
む
複
合
的
な
）
表
現
の
場
合
に
は
、
そ
れ
の
「
意
味
」
は
、
そ
の
成
分
で
あ
る
「
私
」
（
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
）
が
存
在

し
て
い
る
場
合
に
し
か
「
真
理
」
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
私
が
存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
の
「
意
味
」
は
、

そ
の
「
私
」
（
デ
カ
ル
ト
）
が
死
ん
で
い
る
と
き
で
も
理
解
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
表
現
は
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」
を
指
し
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
「
…
…
私
と
い
う
語
の
出
現
…
•
•
•
は
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
イ
デ
ア
性
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」

(
V
P

s. 
106)
。

こ
の
こ
と
を
デ
リ
ダ
は
「
『
私
』
の
宣
言
に
は
私
の
死
が
構
造
的
に
必
然
的
で
あ
る
」

(
V
P
S
.
1
0
8
)

と
い
う
言
い
回
し
で
劇
的
に
言

い
表
わ
す
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は
、
当
人
が
（
生
き
て
）
存
在
し
て
い
る
と
き
の
そ
の
個
体
的
な
当
人
だ
け
を
指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
イ
デ
ア
的
な
（
生
き
て
い
な
い
）
「
意
味
」
を
も
指
し
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
私
」
は
そ
も
そ
も
個
体
的
な
当
人
か
ら
ズ

レ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
他
者
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
う
し
た
結
論
を
認
め
な
か
っ
た
の

は、

7
ッ
サ
ー
ル
が
、
（
「
私
」
の
）
媒
介
性
・
記
号
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
「
形
而
上
学
的
な
予
断
」
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と

デ
リ
ダ
は
考
え
る
。

デ
リ
ダ
自
身
は
こ
こ
か
ら
独
自
の
論
を
進
め
、
直
接
的
・
閉
鎖
的
な
現
前
へ
向
か
う
傾
向
性
を
強
く
も
っ
た
も
の
と
し
て
「
声
」
（
と

現
象
学
と
形
而
上
学
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り
わ
け
独
語
に
お
け
る
声
）
を
取
り
上
げ
る
。
声
は
、
点
的
な
現
在
に
お
い
て
お
の
れ
自
身
を
聞
く
（
お
の
れ
自
身
に
現
前
す
る
）
と

み
な
さ
れ
る
の
で
、
そ
う
し
た
特
性
が
自
己
完
結
性
・
自
己
現
前
性
に
よ
く
適
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
媒
介
性
・
記
号
性
を
端

的
に
示
し
て
い
る
の
が
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
点
的
な
現
在
を
越
え
て
存
在
す
る
の
で
、
自
己
完
結
性
が
崩

れ
る
。
デ
リ
ダ
自
身
は
、
現
前
の
形
而
上
学
の
歴
史
に
対
抗
し
て
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
「
差
異
」
と
、
把
持
に
侵
入
さ
れ
た
現
在
の

「
遅
れ
」
と
か
ら
成
る
「
差
延
」
を
も
と
に
し
て
考
え
る
こ
と
を
提
起
す
る
。
差
延
を
最
終
的
に
消
し
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
と
し

て
は
、
歴
史
の
な
か
で
は
、
た
と
え
ば
（
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
）
「
絶
対
知
」
が
考
え
ら
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
そ
う
し

た
絶
対
知
の
成
就
を
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
「
現
象
学
的
言
説
の
全
体
は
、
・
・
・
・
・
・
差
異
〔
II

差
延
〕
を
派
生
的
な
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
現
前
の
形
而
上
学
の
図
式
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
」

(
V
P
S
.
1
1
4
)
。
そ
し
て
、

ヽ
．
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

右
の
声
の
優
先
と
と
も
に
、
「
形
而
上
学
の
歴
史
」
が
規
定
さ
れ
る
。
「
形
而
上
学
の
歴
史
は
絶
対
的
な
〈
自
分
が
話
す
の
を
聞
き
た
い
〉

で
あ
る
」

(
V
P
S
.
1
1
5
)
。
こ
の
形
而
上
学
の
歴
史
を
脱
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
リ
ダ
は
他
者
と
の
関
係
を
発
掘
・
回
復
し
よ
う

と
す
る
。

し
か
し
、

自
我
／
世
界
の
謎
と
他
者
／
外
部

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

ほ
ん
と
う
に
現
前
の
形
而
上
学
の
図
式
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ダ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
「
孤
独
な
心
的
生
」
に
お
け
る
「
独
語
」
の
確
保
に
、
「
他
者
と
の
関
係
」
を
排
除
し
て
自
己
完
結
性
・
自
己
現
前
性
を
求
め
る
試
み

を
見
て
い
た
。
お
そ
ら
く
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
危
険
を
測
的
に
示
す
た
め
に
、
「
根
源
的
直
観
」
の
「
記
号
の
欠
落
」
や
、
「
生
き
生
き
し

た
現
在
」
の
点
性
と
い
っ
た
築
人
形
を
（
お
そ
ら
く
自
覚
的
に
）
作
成
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
私
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

5
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こ
こ
で
は
、
デ
リ
ダ
の
解
釈
に
批
判
的
距
離
を
取
り
つ
つ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
偶
因
的
な
表
現
と
い
う
こ
と
で
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
は

ほ
ん
と
う
は
何
だ
っ
た
の
か
、
を
検
討
し
て
み
た
い
。
デ
リ
ダ
が
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
救
い
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
こ
れ
」
は
、
イ
デ
ア
的
な
不
変
／
普
逼
な
「
意
味
」
を
指
し
示
さ
な
い
が
、
別
の
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る
。
「
こ
れ
」
は
、
犬
と

い
う
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」
を
で
は
な
く
ボ
チ
や
シ
ロ
と
い
う
個
体
的
対
象
を
指
し
示
す
が
、
ポ
チ
と
シ
ロ
が
個
体
と
し
て
区
別
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
ら
の
「
意
味
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
「
時
間
位
置
」
と
「
空
間
位
置
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
こ
れ
」
は
、

ま
ず
時
間
位
置
と
空
間
位
置
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
時
間
位
置
と
空
間
位
置
そ
の
も
の
は
、
「
意
味
」
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

個
体
的
で
も
な
い
。
時
間
位
置
と
空
間
位
置
は
、
対
象
を
個
体
化
す
る
成
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
自
体
と
し
て
は
個
体
的
で
は
な
い
。
「
こ

れ
」
は
、
時
間
位
置
と
空
間
位
臨
を
媒
介
に
し
て
個
体
を
指
し
示
す
（
特
殊
な
）
「
指
標
」
な
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
ど
う
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
私
は
う
れ
し
い
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
「
私
」
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
個
体
を
指
し
示
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
個
体
は
特
定
の
時
間
位
置
と
空
間
位
置
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
そ
の
つ
ど
自
分
自
身

を
指
し
示
す
話
者
は
う
れ
し
い
」
の
ほ
う
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
両
者
は
同
値
に
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
デ
カ

ル
ト
も
フ
ッ
サ
ー
ル
も
、
い
や
筆
者
で
さ
え
も
、
「
私
」
と
言
え
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
「
私
」
は
「
普
遍
的
に
働
く
指
標
」
で

あ
る
。
た
だ
し
、
「
普
遍
的
に
働
く
」
と
は
い
っ
て
も
、
「
私
」
は
、
デ
カ
ル
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」
を
指
し
示
す

の
で
は
な
い
。
「
私
」
は
、
時
間
位
懺
と
空
間
位
置
を
媒
介
に
し
て
（
「
私
」
と
言
う
）
個
体
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

重
要
な
論
点
だ
が
、
時
間
位
置
と
空
間
位
置
は
、
時
間
と
空
間
か
ら
成
る
「
世
界
」
の
な
か
で
の
み
設
定
さ
れ
る
。
デ
リ
ダ
の
解
釈
は

こ
の
世
界
連
関
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
。

と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
デ
リ
ダ
だ
け
の
責
任
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
思
考
の
揺
ら
ぎ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
論

理
学
研
究
』
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
私
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
確
認
し
よ
う
。
「
私
」
は
、
根
源
的
直
観
に
お
け
る
自
我
を
指
標

現
象
学
と
形
而
上
学
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的
に
指
し
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
経
験
的
自
我
」

(
H
u
a
X
I
X
/
I
S
.
 3
7
4
.
 
[
A
S
.
 3
4
2
]
)

の
み
を
認
め
て

い
た
。
経
験
的
自
我
（
デ
カ
ル
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
「
私
」
と
言
う
も
の
）
は
、
ボ
チ
や
シ
ロ
と
同
様
の
個
体
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
『
論
理
学
研
究
j

で
は
、
「
こ
れ
」
が
（
「
意
味
」
を
媒
介
に
せ
ず
に
）
特
定
の
時
間
位
置
と
空
間
位
置
を
も
っ
た
経
験
的
／
個

体
的
な
犬
を
指
標
的
に
指
し
示
す
の
と
基
本
的
に
同
様
に
、
「
私
」
は
（
「
意
味
」
を
媒
介
に
せ
ず
に
）
特
定
の
時
間
位
置
と
空
間
位
置

を
も
っ
た
経
験
的
／
個
体
的
な
自
我
を
指
標
的
に
指
し
示
す
と
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
デ
リ
ダ
の
批
判
は
、
「
私
と
い
う
語
の
出
現
は
・
；
•
•
•
そ
の
意
味
を
保
持
す
る
・
・
・
・
・
・
」

(
V
PS
.
 1
0
6
)

、
つ
ま
り
、
「
私
」

は
イ
デ
ア
的
な
「
意
味
」
を
も
っ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
経
験
的
／
個
体
的
な
自
我
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
、
「
私
」
が
「
指
標
」
だ
と
す
る
見
解
は
、
い
く
ら
か
訂
正
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
大
筋
で
は
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
筋
で
と
い
う

の
は
、
た
と
え
ば
、
デ
リ
ダ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
〈
私
〉
と
い
う
語
は
、
そ
の
時
々
で
別
の
人
物
を
指
し
示
し
、
し
か
も
、
つ
ね
に
新

た
な
意
味
を
媒
介
に
し
て
指
し
示
す
」

(
H
u
a
X
I
X
/
I
,
 S
.
 8
7
)

と
い
う
言
葉
の
矛
盾
を
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
の
批
判
は
適
切
だ
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
イ
エ
ナ
の
勝
者
」
で
あ
る
人
物
が
「
私
」
と
言
う
場
合
に
は
、
「
イ
エ
ナ
の
勝
者
」
と
い
う
「
意
味
」
が
（
補

助
的
な
）
媒
介
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
な
し
で
も
「
私
」
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
指
し
示
す
。
こ
う
し
た
訂

正
が
必
要
だ
が
、
し
か
し
、
適
宜
訂
正
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
な
が
ら
、
「
私
」
が
、
超
越
論
的
自
我
を
指
し
示
す
と
な
る
と
、
話
が
違
っ
て
く
る
。
本
来
か
ら
す
れ
ば
、
超
越
論
的
自
我
は
、

世
界
を
描
成
す
る
主
観
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
世
界
の
な
か
に
時
間
位
置
と
空
間
位
置
を
も
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
（
時
間
位
置
と
空
間
位
置

を
指
し
示
す
）
「
指
標
」
と
し
て
の
「
私
」
に
よ
っ
て
は
指
し
示
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九

0
五
年
頃
か
ら
次
第
に

超
越
論
的
自
我
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
考
え
方
の
変
更
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
一
九

i

三
年
の
『
イ
デ
ー
ン

ー
』
の
少
し
前
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
最
終
的
に
「
純
粋
自
我
」
を
認
め
た

(
H
u
a
X
I
X
/
I
 S
.
 3
6
8
 Rb. 
[Bl S.
 3
5
8
 Rb.])
。
こ
の
こ
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と
の
も
つ
意
味
合
い
は
、
重
要
で
し
か
も
複
雑
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
う
え
で
、
ま
ず
も
っ
て
、
「
純
粋
自
我
」
と
い
う
概
念
自
体
が

1

一
義
的
な
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

超
越
論
的
自
我
と
、
「
本
質
」
と
し
て
の
自
我
、
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
本
質
」
と
し
て
の
自
我
だ
が
、
総
じ
て
「
本
質
」
に
は
、
事
象
内
容
を
も
た
な
い
形
式
的
本
質
と
、
事
象
内
容
を
も
っ
た
本

質
の
、
二
種
類
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
純
粋
自
我
に
関
し
て
、
ま
ず
前
者
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
よ
う
な
「
自
我
極
」
を
認
め
、
つ
い

で
後
者
に
ほ
ぽ
対
応
す
る
よ
う
な
「
習
慣
性
を
も
っ
た
自
我
」
（
あ
る
い
は
内
的
歴
史
性
を
も
っ
た
自
我
）
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
本
質
が
直
接
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
（
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
て
）
、
言
語
（
表
現
）
が
こ

れ
を
「
意
味
」
と
し
て
指
し
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は
「
意
味
」
を
も
ち
う
る
。
「
私
」
が
「
意
味
」
を
も
つ
と

い
う
デ
リ
ダ
の
指
摘
は
、
こ
の
と
き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
認
め
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
本
質
／
意
味
が

可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
世
界
を
構
成
す
る
超
越
論
的
自
我
が
、
ま
ず
も
っ
て
「
原
事
実
」
と
し
て
「
存

在
」
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
超
越
論
的
自
我
に
つ
い
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

経
験
的
自
我
が
世
界
内
の
個
体
的
対
象
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
超
越
論
的
自
我
は
、
諸
対
象
を
（
い
や
世
界
さ
え
も
）
構
成
す
る
最

も
強
い
意
味
で
の
主
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
超
越
論
的
自
我
と
い
う
発
想
に
対
し
て
は
根
強
い
誤
解
が
あ
り
、
そ
れ
を
荒
唐
無

稽
だ
と
思
う
人
も
い
る
。
い
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
で
さ
え
、
最
初
は
、
超
越
論
的
自
我
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー

ル
が
認
め
た
超
越
論
的
自
我
は
、
は
た
し
て
荒
唐
無
稽
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
超
越
論
的
自
我
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
認
め
た
背
景

に
は
、
時
間
的
に
同
一
な
対
象
の
構
成
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
が
、
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
昨
日
見
ら
れ
た
机
と
、
今
日
見
ら
れ
て
い
る
机
と
が
同
一
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
い
か
に
し
て
可
能

か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
仮
に
、
意
識
が
「
二
重
人
格
」
的
な
も
の
だ
と
し
て
み
よ
う
。
昨
日
机
を
見
た
意
識
と
は
別
の
意
識
が
、
今

現
象
学
と
形
而
上
学
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日
の
机
を
見
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
う
し
た
二
重
人
格
的
意
識
の
場
合
に
は
、
両
方
の
机
は
同
一
視
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
対
象
の

同
一
性
の
成
立
の
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
意
識
の
同
一
性
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
、
必
須
条
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
の
同
一
性

の
成
立
の
た
め
に
も
、
意
識
の
同
一
性
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
同
一
の
世
界
さ
え
も
不
可
能
に
な
る
。
こ

う
し
た
同
一
性
を
も
っ
て
ま
と
ま
っ
た
意
識
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
超
越
論
的
自
我
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
界
を
構
成
す
る
超
越
論
的
自
我
を
認
め
る
と
、
そ
こ
か
ら
重
大
な
テ
ー
ゼ
が
帰
結
す
る
。
自
我
は
世
界
を
構
成
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
同
一
の
自
我
に
と
っ
て
は
唯
一
の
世
界
し
か
存
在
し
な
い
。
自
我
は
こ
の
世
界
の
外
に
は
出
ら
れ
な
い
。
た
と
え
、
自

我
が
「
世
界
の
外
」
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
う
し
た
「
世
界
の
外
」
も
じ
つ
は
自
我
が
構
成
し
た
世
界
な
の
だ
か
ら
、
結
局
、
自
我
は

お
の
れ
の
世
界
の
外
に
は
出
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
〈
世
界
の
唯
一
性
〉
と
〈
超
越
諭
的
自
我
が
お
の
れ
の
世
界
の
外
へ
超
越
す
る
こ

と
の
不
可
能
性
〉
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
重
要
な
テ
ー
ゼ
と
な
る
。

さ
て
、
初
期
の
よ
う
に
自
我
が
経
験
的
自
我
と
し
て
世
界
内
の
個
体
的
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
世
界
は
唯
一
で
よ
い
。
他
我
も
ま

た
個
体
的
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
世
界
の
な
か
に
他
我
が
多
数
存
在
し
て
も
、
な
に
も
問
題
は
生
じ
な
い
。
唯
一
の
世
界
の
な
か
に
、

こ
の
机
や
あ
の
机
が
存
在
す
る
の
と
基
本
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
世
界
も
唯
一
、
そ
れ
を
構
成
す
る
超
越
論
的
自
我
も
唯
一
。
そ
の

内
部
に
は
多
数
の
物
や
多
数
の
経
験
的
な
自
我
が
存
在
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
外
部
は
な
い
。
す
べ
て
は
こ
の
内
部
に
囲
い
込
ま
れ

る
。
こ
の
時
に
こ
そ
、
現
前
の
形
而
上
学
が
完
成
す
る
だ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
が
、
一
九

0
五
年
頃
か
ら
超
越
論
的
自
我
を
認
め
は
じ
め
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
同
時
に
超
越
論
的
他
我
も
認
め
は
じ
め
た
。
し

か
し
、
そ
う
な
る
と
、
超
越
論
的
自
我
が
構
成
す
る
世
界
と
、
超
越
論
的
他
我
が
構
成
す
る
世
界
と
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
世
界

そ
の
も
の
が
二
つ
（
以
上
）
に
な
っ
て
し
ま
い
、
唯
一
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
す
ぺ
て
を
そ
の
内
部
に
囲
い
込
む
べ
き
、

超
越
論
的
自
我
の
世
界
が
、
な
ん
と
、
そ
の
「
外
部
を
も
つ
」

(
H
u
a
X
V
 
S
.
 4
3
1
)

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
素
朴
実
在
論
者
に
と
っ
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て
は
、
世
界
が
外
部
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
問
題
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
誰
が
外
部
を
見
る

／
知
る
の
だ
ろ
う
。
「
私
」
が
そ
れ
を
見
る
／
知
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
私
」
の
構
成
し
た
世
界
の
内
部
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
素

朴
実
在
論
者
は
こ
の
こ
と
す
ら
気
づ
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
る
現
象
学
者
に
と
っ
て
は
、
世
界
の
外
部
と
い
っ
た
も

の
が
帰
結
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、
超
越
論
的
他
我
は
途
轍
も
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
他
我
は
、
超
越
論
的
自
我
に
と
っ

て
は
「
深
淵
」
と
い
う
言
葉
で
も
「
な
お
不
十
分
」

(
H
u
a
X
V
 S. 3
3
9
)

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
囲
い
込
み
不
可
能
な
外
部
を
指
し
示
し

て
い
る
。

右
の
こ
と
の
重
大
さ
は
、
素
朴
実
在
論
を
脱
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
今
度
は
む
し
ろ
そ
れ
を
理
解
し
た
う
え
で
、

世
界
の
外
部
な
ど
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
矛
盾
し
た
疑
似
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
人
が
現
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は

あ
る
意
味
で
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
、
矛
盾
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
言
い
方
で
し
か
（
い
や
、
こ
の
言
い
方
で
さ
え
十
分
に
は
）
言
い

表
わ
せ
な
い
よ
う
な
事
象
を
無
視
せ
ず
、
ま
さ
に
「
謎
」
と
し
て
捉
え
た
こ
と
こ
そ
が
、
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
を
標
榜
し
た
フ
ッ
サ
ー

ル
の
重
要
性
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
謎
の
解
明
の
た
め
に
は
、
構
成
過
程
を
動
的
・
発
生
的
に
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

構
成
過
程
の
出
発
点
（
原
受
動
性
）
は
ま
だ
「
没
自
我
的
」
で
あ
る
。
没
自
我
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
は
、
超
越
論
的
自
我
が

お
の
れ
を
世
界
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
（
個
体
化
す
る
）
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ

で
は
（
本
来
は
ま
だ
他
我
と
も
呼
べ
な
い
も
の
た
ち
と
の
）
原
初
の
癒
合
的
な
共
存
状
態
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
態
か
ら
、

超
越
論
的
自
我
が
受
胎
し
、
つ
ま
り
、
徐
々
に
志
向
性
を
働
か
せ
て
構
成
を
し
は
じ
め
る
。
超
越
論
的
自
我
は
、
世
界
の
構
成
を
開
始

す
る
と
と
も
に
、
お
の
れ
を
そ
の
世
界
の
な
か
に
位
置
づ
け
は
じ
め
る
。
こ
の
自
己
構
成
に
よ
っ
て
超
越
論
的
自
我
は
、
お
の
れ
の
構

成
し
た
世
界
の
な
か
に
現
出
し
て
、
本
来
の
語
義
で
「
存
在
」
し
は
じ
め
る
。
世
界
の
な
か
へ
の
「
誕
生
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
意
識

の
自
己
現
出
」
と
か
「
自
我
の
自
己
構
成
」
の
出
発
点
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
私
が
存
在
す
る
」
が
成
立
し
た
と
き
、
こ
の
最
も
原
初

現
象
学
と
形
而
上
学
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的
な
事
態
は
「
原
事
実
」
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
「
私
が
存
在
す
る
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
契
機
と

し
て
、
外
部
と
の
関
係
が
必
要
で
あ
る
。

構
成
の
原
初
段
階
で
は
、
世
界
は
外
部
を
も
つ
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
ま
だ
ま
っ
た
く
「
関
心
」
を
引
か
な
い
「
イ
レ
レ
ヴ
ァ

ン
ト
な
外
部
」

(
H
u
a
X
V
 S.
 4
3
1
)

で
あ
る
。
こ
の
外
部
は
、
世
界
の
な
か
の
外
部
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
世
界
の
彼
方
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
の
時
問
位
岡
・
空
問
位
置
な
ど
お
よ
そ
問
題
に
な
ら
な
い
。
世
界
の
な
か
に
な
い
の
だ
か

ら
、
そ
れ
は
「
存
在
」
す
る
と
も
言
え
な
い
し
、
原
事
実
で
も
な
い
（
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
外
的
原
事
実
で
あ
る
）
。

と
こ
ろ
が
、
外
部
が
世
界
の
な
か
に
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
注
視
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
い

か
に
し
て
こ
の
出
現
が
起
こ
る
の
か
と
問
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
ま
っ
た
く
不
意
打
ち
的
に
「
事
実
」
と
し
て
出
現
す
る
と
し
か

言
え
な
い
。
そ
し
て
、
と
も
か
く
も
そ
れ
が
出
現
す
る
と
、
こ
の
出
現
の
と
き
に
は
じ
め
て
、
そ
れ
ま
で
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
で
あ
っ
た

も
の
が
主
題
化
さ
れ
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
に
は
ま
だ
構
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
そ
の
出
現
に
よ
っ
て
、
構
成
さ

れ
は
じ
め
る
。

で
は
、
出
現
の
瞬
間
、
主
題
化
・
構
成
の
開
始
の
瞬
間
、
外
部
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
も
っ

て
「
異
他
的
な
も
の
」
と
し
て
、
い
や
「
理
解
不
可
能
に
異
他
的
な
も
の
」

(
H
u
a
X
V
 
S
.
 4
3
2
)

と
し
て
出
現
す
る
。
こ
の
「
理
解
不

可
能
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
最
初
の
瞬
間
に
お
け
る
異
他
性
を
既
知
性
の
変
様
と
考
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
そ
れ
は
、
既
知
性

の
射
程
を
越
え
た
も
の
と
し
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
他
方
で
、
こ
う
し
た
も
の
も
、
と
も
か
く
も
自
我
に
と
っ
て
出
現
し
た
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
、
す
で
に
、
世
界

の
な
か
に
そ
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
我
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
・
理
解
さ
れ
た
も
の
・
構
成
さ
れ
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
ま
ま
で
あ
り
、
い
ま
だ
出
現
し
て
い
な
い
）
。
外
部
は
、
出
現
以
後
に
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は
じ
め
て
「
外
部
」
と
し
て
主
題
化
・
命
名
さ
れ
る
の
だ
が
、
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
主
題
化
・
命
名
さ
れ
た
と
き
に
は
「
外
部
」
は

じ
つ
は
す
で
に
私
の
世
界
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
。
「
外
部
」
は
事
後
的
命
名
で
あ
り
、
内
部
へ
の
参
入
を
認
め
ら
れ
た
も
の
に
与
え
ら

れ
る
い
わ
ば
洗
礼
名
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
ん
な
る
矛
盾
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
動
的
な
構
造
に
含
ま
れ
る
帰

結
で
あ
る
。

さ
て
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
点
を
デ
リ
ダ
は
よ
く
見
抜
い
て
い
た
。
し
か
も
、
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
点
を
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が

捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、
見
抜
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
批
判
す
る
と
き
に
フ
ッ
サ
ー
ル
を
引
き
あ
い
に

出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
デ
リ
ダ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
外
部
と
し
て
の
他
な
る
も
の
1

こ
れ
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
全
体
性
」

と
対
比
し
て
「
無
限
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
す
ー
を
は
じ
め
て
取
り
上
げ
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う

し
た
他
な
る
も
の
も
超
越
論
的
自
我
の
領
分
の
な
か
に
出
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
十
分
に
考
え
な
か
っ
た

と
い
う
点
を
デ
リ
ダ
は
批
判
す
る
。
「
も
し
、
彼
〔
II
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
〕
が
同
じ
も
の
と
呼
ぶ
こ
の
領
分
に
、
無
限
に
他
な
る
も
の
が
そ
の

も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
な
ら
、
何
に
よ
っ
て
彼
は
〈
無
限
に
他
な
る
も
の
〉
と
語
る
権
利
を
得
る
の
か
。
」
(
E
D
S
.
1
8
3
)

、
、
、
、
、
、
、
、

逆
に
デ
リ
ダ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
方
を
強
調
す
る
。
「
フ
ッ
サ
ー
ル
は
…
…
そ
の
も
の
と
し
て
の
こ
の
無
限
に
他
な
る
も
の
に
自
我

1

般
の
志
向
的
変
様
と
い
う
身
分
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
無
限
に
他
な
る
も
の
を
語
る
権
利
を
も
つ
」

(
E
D
S
.

1
8
3
)
。
理
解
不
可
能
な
も
の
は
ま
さ
に
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
自
我
は
お
の
れ
の
ほ
う
か
ら
そ
れ
を
理
解
可
能
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
自
我
は
、
こ
の
理
解
不
可
能
な
「
他
な
る
も
の
」
に
、
そ
れ
以
前
の
癒
合
的
共
存
（
原
初
の
自
我
一
般
）
の
経
験
に
も
と

づ
い
て
、
こ
れ
の
志
向
的
変
様
と
い
う
身
分
を
割
り
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
他
な
る
も
の
」
を
語
り
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
構
成
が
な
ん
ら
か
の
程
度
で
成
功
し
た
か
ぎ
り
で
の
み
、
理
解
不
可
能
な
も
の
は
、
そ
れ
な
り
に
理
解
可
能
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ

の
理
解
可
能
化
が
、
他
な
る
も
の
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
共
同
性
の
基
礎
に
も
な
る
。

現
象
学
と
形
而
上
学
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こ
う
し
て
、
デ
リ
ダ
は
一
方
で
は
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
」

(
E
D
S
.
1
8
3
)
と
述
べ
て
、
両

者
が
他
な
る
も
の
／
外
部
と
い
う
問
題
を
設
定
し
て
い
た
と
認
め
る
。
し
か
し
他
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（
だ
け
）
は
、
そ
う
し
た
他
な

る
も
の
／
外
部
は
、
ま
さ
に
他
我
と
し
て
（
つ
ま
り
自
我
の
変
様
と
し
て
）
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
を
語
る
こ
と

、

が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
と
認
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
事
実
と
し
て
無
限
に
他
な
る
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な

が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
自
我
の
志
向
的
変
様
だ
と
認
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
」

(
E
D
S
.
1
8
3
)

と
デ
リ
ダ
は
言
う
。

だ
が
、
こ
の
デ
リ
ダ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
と
、
逆
に
、
デ
リ
ダ
自
身
の
立
場
が
矛
盾
し
て
く
る
。
先
に
デ
リ
ダ
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
が
他
者
と
の
関
係
を
閉
ざ
し
て
い
る
と
い
う
廉
で
、
そ
の
現
前
の
形
而
上
学
を
批
判
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
で
は
、
他
な
る
も

の
／
外
部
に
つ
い
て
の
考
察
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
る
の
だ
と
言
う
。
と
す
る
と
、
デ
リ
ダ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
（
他
者
と
の
関
係

を
閉
ざ
す
も
の
だ
と
し
て
）
現
前
の
形
而
上
学
の
枠
内
に
と
じ
込
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
は
、
奇
妙
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
デ
リ
ダ
の
よ
う
に
、
一
貫
し
た
作
戦
を
立
て
る
ペ
ン
タ
ゴ
ン
を
置
か
ず
に
ゲ
リ
ラ
戦
術
を
と
る
人
に
、
こ
う
し
た
一
貫

性
の
欠
蕗
と
い
う
反
論
を
加
え
る
の
は
、
作
戦
と
し
て
は
あ
ま
り
有
効
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
反
撃
す
る
こ
と
に
で

は
な
く
、
こ
の
作
業
を
つ
う
じ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
「
形
而
上
学
」
へ
歩
を
進
め
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
こ
の
方
向
に
進
も
う
。
他
我
の
出
現
は
、
超
越
論
的
自
我
に
、
そ
の
他
我
の
み
な
ら
ず
、
お
の
れ
自
身
（
と
そ
の

世
界
）
も
主
題
化
的
に
描
成
す
る
こ
と
を
動
機
づ
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
超
越
論
的
自
我
は
、
お
の
れ
自
身
（
と
そ
の
世

界
）
を
、
よ
り
大
き
な
世
界
の
な
か
に
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
超
越
論
的
自
我
は
、
よ
り
大
き
な
世
界
を
密
か
に
構

成
し
て
、
そ
れ
の
な
か
で
一
種
の
「
存
在
者
」
に
変
貌
し
て
現
わ
れ
る
。
他
我
が
個
体
的
な
存
在
者
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、

自
我
も
個
体
的
な
存
在
者
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
先
に
見
て
い
た
自
我
の
本
質
と
は
、
こ
こ
で
構
成
さ
れ

た
自
我
の
本
質
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
、
こ
の
自
我
の
「
本
質
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
、
「
私
」
と
い
う
表
現
も
「
意
味
」
を
も
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つ
こ
と
に
な
る
。

「
私
」
が
「
意
味
」
を
保
持
す
る
と
い
う
デ
リ
ダ
の
批
判
は
、
こ
の
と
き
正
し
く
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
彼
の
批
判
の
な
か
に
は
、

自
我
と
世
界
が
こ
の
よ
う
な
経
歴
（
「
内
的
歴
史
性
」
と
呼
ば
れ
る
）
を
経
て
本
来
の
語
義
で
「
存
在
」
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
点
が

抜
け
落
ち
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
内
的
歴
史
性
は
他
者
と
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
も
抜
け
落
ち
て
い
る
。
逆
に
、
こ
う
し

た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
を
追
う
と
き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
自
我
」
と
「
世
界
」
を
と
も
に
「
あ
ら
ゆ
る
謎
の
う
ち
の
最
大
の
謎
」

(
H
u
a

V
I
 S
.
 8
2
,
 
S
.
 1
8
4
)

と
い
う
同
じ
言
葉
で
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
、
新
た
な
光
を
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
が
（
現
前
の
）
閉
域
を
形
成

し
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
は
謎
な
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
あ
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
小
さ
な
謎
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
解
き
う
る
謎
だ
っ
た

だ
ろ
う
。
逆
に
、
こ
の
両
者
が
閉
域
を
形
成
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
両
者
は
「
最
大
の
謎
」
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

歴
史
の
形
而
上
学

構
成
の
出
発
点
（
最
終
的
な
「
前
提
」
）
の
原
事
実
は
、
癒
合
的
共
存
の
世
界
の
原
構
造
が
贈
与
さ
れ
、
こ
の
世
界
の
な
か
で
超
越
論

的
自
我
が
受
胎
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
超
越
論
的
自
我
は
、
他
者
と
遭
遇
し
つ
つ
世
界
地
平
を
拡
大
さ
せ
、
ま
た
こ
れ
と
パ
ラ

レ
ル
に
、
歴
史
地
平
を
拡
大
さ
せ
て
き
た
。
世
界
地
平
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
世
界
構
成
の
出
発
点
の
原
事
実
は
、
よ
り
大
き
な
世
界
の

な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
ま
た
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
歴
史
地
平
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
内
的
歴
史
性
の
出
発
点
の
原
事
実
が
、
よ

り
大
き
な
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
原
事
実
は
、
よ
り
大
き
な
歴
史
の
な
か
の
一
個
の
「
事
実
」
と
し
て

(
3
)
 

相
対
化
さ
れ
て
現
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
超
越
論
的
に
見
れ
ば
、
原
事
実
の
事
実
化
で
あ
る
か
ぎ
り
、
特
別
な
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
以
下
の
有
名
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
も
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
絶
対
的
〔
II
超
越
論
的
〕
に

現
象
学
と
形
而
上
学

6
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考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
は
、
そ
の
歴
史
を
も
つ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
は
、
腿
史
の
、
そ
れ
の
歴
史
の
主
観

と
し
て
の
み
、
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
絶
対
的
な
諸
自
我
の
、
絶
対
的
な
諸
主
観
性
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
共

同
性
は
1

世
界
の
構
成
を
含
ん
だ
そ
の
ま
っ
た
き
具
体
性
に
お
い
て
は
1

そ
れ
の
「
受
動
的
』
お
よ
び
『
能
動
的
な
』
歴
史
を

、
、
、
、
、

も
ち
、
こ
の
歴
史
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
。
歴
史
は
〔
超
越
論
的
自
我
の
〕
絶
対
的
な
存
在
の
大
い
な
る
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最

終
的
な
問
い
、
最
終
形
而
上
学
的
な
、
最
終
目
的
論
的
な
問
い
は
、
歴
史
の
絶
対
的
〔
II
超
越
論
的
〕
な
意
味
へ
の
〈
問
い
〉
と
一
体

に
な
っ
て
い
る
」

(
H
u
a
VIII S
.
 5
0
6
)

。

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
事
実
の
考
察
は
、
ま
さ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
晩
年
の
「
形
而
上
学
」
の
問
悪
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
「
形
而
上
学
」
は
、

経
験
的
な
歴
史
の
事
実
と
、
超
越
論
的
な
内
的
歴
史
性
と
あ
い
だ
で
「
『
ジ
グ
ザ
グ
』
」

(
H
u
a
V
I
S
.
 59
)

に
運
動
し
つ
つ
、
両
者
に
光

を
当
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
形
而
上
学
は
、
経
験
的
な
歴
史
の
「
事
実
」
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
、
一

方
的
に
自
我
へ
の
贈
与
（
ゲ
シ
ッ
ク
）
を
語
っ
た
り
、
逆
に
一
方
的
に
自
我
の
側
か
ら
歴
史
を
構
成
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
問
題
に
な

ら
な
い
。

こ
の
形
而
上
学
は
歴
史
の
「
目
的
論
」
を
語
る
。
こ
れ
に
は
違
和
感
を
も
つ
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
伝
統
的
な

語
義
で
の
目
的
論
で
は
な
い
。
超
越
論
的
な
構
成
過
程
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
最
大
限
の
世
界
地
平
を
構
成
す
る
よ
う
な
方
向
に

進
ん
で
き
た
。
世
界
地
平
（
厳
密
に
は
「
世
界
形
式
」
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
（
他
者
を
も
）
そ
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
「
存
在
」
さ

せ
る
た
め
の
形
式
的
な
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
み
が
「
存
在
」
す
る
。
こ
の

構
成
に
目
的
論
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
存
在
」
の
形
式
的
な
可
能
性
の
条
件
だ
け
に
関
わ
る
〈
形
式
目
的
論
＞
で
あ
る
。

そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
形
式
目
的
論
を
経
験
的
な
歴
史
の
な
か
で
も
確
認
し
よ
う
と
し
た
。
経
験
的
な
歴
史
は
世
界
地
平
／

歴
史
地
平
を
拡
大
さ
せ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
形
式
目
的
論
の
特
殊
な
語
義
が
新
た
に
そ
し
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て
具
体
的
に
規
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
先
所
与
さ
れ
た
歴
史
そ
の
も
の
を
基
礎
に
し
た
具
体
的
な
証
示
が
、
『
目
的
論
』
と
い
う
言
葉
＾
に

対
し
て
〉
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
み
問
題
に
な
る
そ
の
意
味
を
、
な
に
よ
り
も
は
じ
め
て
創
造
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
〔
目
的
論

と
い
う
〕
言
葉
の
伝
統
的
意
味
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
問
題
外
に
置
か
れ
て
い
る
」

(
H
u
a
X
X
I
X
 S.
 3
6
2
)

。
だ
が
、
『
危
機
』
書
の

歴
史
考
察
に
お
い
て
さ
え
も
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
確
認
を
ま
だ
わ
ず
か
し
か
行
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
確
認
は
現
象
学
の
次
世
代
の
課

題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
も
デ
リ
ダ
と
も
異
な
っ
た
歴
史
の
考
え
方
が
現
わ
れ
て
い
る
と
は
言

え
る
だ
ろ
う
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
強
調
し
て
お
き
た
い
が
、
私
は
、
現
前
の
形
而
上
学
が
他
者
と
の
関
係
を
排
除
す
る
と
い
う
デ
リ
ダ
の
発
想

は
、
西
洋
哲
学
史
全
体
に
は
よ
く
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
戦
術
は
正
当
で

は
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
貴
重
な
分
析
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、
デ
リ
ダ
が
覆
い
隠
し
た

も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
可
能
性
が
発
掘
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の

形
而
上
学
は
従
来
の
現
象
学
を
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
ん
な
も
の
は
可
能
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
多
く
を
語
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
形
而
上
学
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
と
も
に
形
而
上
学
の
企
画
を

立
て
た
フ
ィ
ン
ク
の
「
思
弁

(
S
p
e
k
u
l
a
t
i
o
n
)
」
で
あ
る
。
「
思
弁
」
は
、
独
特
の
思
考
で
あ
る
が
、
単
純
化
す
れ
ば
、
存
在
者
を
越
え

て
世
界
そ
の
も
の
を
「
眺
望

(
A
u
s
b
l
i
c
k
)
」
す
る
よ
う
な
思
考
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
世
界
へ
と
飛
び
越
え
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
眺
望
を
存
在
者
と
結
び
つ
け
た
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
両
者
を
「
内
部
抗
争
」
さ
せ
る
よ
う
な
思
考
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
現
前
と

現
象
学
と
形
而
上
学

終

わ

り

に
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本
就
は
、
一
九
九
九
年
六
月
五
日
フ
ッ
セ
ル
・
ア
ー
ベ
ン
ト
（
東
北
大
学
）
で
発
表
さ
れ
た
原
稿
に
も
と
づ
く
。
略
号
は
以
下
の
も
の
を
意
味
し
、
引
用
箇

所
は
略
号
に
つ
づ
い
て
頁
数
を
示
す
が
、

H
G
A
お
よ
び

H
u
a
に
つ
い
て
は
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。

H
G
A
:
 M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 G
e
s
a
r
n
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 K
l
o
s
t
e
r
m
a
n
n
.
 

H
u
a
"
E
d
m
u
n
d
 Husserl, H
u
s
s
e
r
l
i
a
n
a
`
N
i
j
h
o
f
f
/
K
l
u
w
e
r
 A
c
a
d
e
m
i
c
.
 

B
w
 :
 Ed
m
u
n
d
 H
u努
er!,
Briefさ
echsel,
K
l
u
w
e
r
 A
c
a
d
e
m
i
c
,
 1
9
9
4
.
 

V
P
:
 J
a
c
q
u
e
s
 Derrida, L
a
 voi.x 
et 
le 
phenomi!ne, P
U
F
,
 1
9
6
3
.
 

E
D
 :
 Ja
c
q
u
e
s
 Derrida, L'ecriture 
et 
la 
difference, 
Edition d
u
 Seuil, 1
9
6
7
,
 

(1)Vgl•Karl 

S
c
h
u
h
m
a
n
n
,
 Husserls Staatsphilosophie, Alber, 1
9
8
8
,
 
S. 
102. 

(
2
)

た
だ
し
、
こ
の
現
在
は
、
非
本
来
性
に
お
い
て
は
過
去
や
未
来
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
本
来
性
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
と
深
く
つ

な
が
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
が
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
生
活
世
界
の
二
義
性
」
に
も
関
わ
る
。
自
我
の
生
活
世
界
が
、
歴
史
の
構
成
の
出
発
点
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
麿
史
の

な
か
の
ひ
と
つ
の
世
界
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
現
わ
れ
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
仕
組
み
に
よ
る
、
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
。

(
3
 

註

だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
越
え
た
も
の
と
の
「
内
部
抗
争
」
に
栗
懸
き
換
え
よ
う
。
こ
う
し
た
「
内
部
抗
争
」
が
現
象
学
「
と
」
形
而
上
学
を
結
び
つ
け
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
思
考
の
新
た
な
可
能
性
が
拓
か
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
可
能
性
を
失
わ
せ
た
く
な
い
と
思
う
の
は
、
「
私
」
ひ
と
り
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