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フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
期
十
－
１
は
じ
め
に
代
え
て

フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
態
度

『
デ
カ
ル
ト
的
省
曇
誉
と
い
う
「
問
題
」

超
越
論
的
自
我
の
「
存
在
」
と
い
う
問
題
（
以
上
、
「
最
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
⑪
」

反
省
の
諸
相
Ｔ
－
－
自
然
的
反
省
と
超
越
論
的
反
省

現
象
学
的
自
我
の
構
造

現
象
学
の
自
己
関
係
性

現
象
学
的
観
視
者
は
「
存
在
」
す
る
か
？

現
象
学
的
観
視
者
は
「
非
存
存
亡
な
の
か
？

超
越
論
的
存
在
者
の
「
世
界
化
」
（
以
上
、
本
稿
）

最
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
②

ｌ
現
象
学
的
観
視
者
と
は
何
か
？
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我
々
は
、
す
で
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
プ
リ
タ
ニ
ヵ
」
論
文
の
共
同
執
筆
に
際
し
て
根
本
的
に
突
き
つ
け
た
問
い
ｌ
〈
超
越
論

的
自
我
は
存
在
す
る
か
？
〉
Ｉ
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
解
簔
「
自
我
は
事
実
的
（
心
理
学
的
）
で
あ
る
と
同
時
に
（
｜
ヨ
ョ
・
『

（
１
）
 

〈
ワ
ニ

Ｎ
こ
＠
｜
の
一
。
。
）
超
越
論
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
我
存
在
の
一
一
重
性
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
で
な

く
と
も
、
容
易
に
娃
旦
目
し
え
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
解
答
は
、
彼
の
意
図
を
伝
え
る
と
同
時
に
、
自
我
存
在
の
問
題
を
よ
り
複
雑
に

し
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
状
況
に
彼
自
身
を
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。
〈
人
間
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
と
が
同

一
の
「
私
」
に
帰
属
す
る
〉
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
逆
説
的
な
一
義
燦
」
と
い
う
問
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。

結
果
的
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
自
我
の
存
在
の
問
題
を
、
一
九
三
○
年
代
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
語
版
ユ
ァ
ヵ
ル
ト
的
省
察
』

（
以
下
、
『
省
察
』
と
略
記
）
か
ら
、
そ
れ
を
改
訂
増
補
し
よ
う
と
試
み
た
ド
イ
ツ
語
版
『
省
察
』
の
草
稿
群
、
フ
ィ
ン
ク
と
の
共
同
執

筆
で
あ
る
一
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
（
以
下
、
「
第
六
省
察
』
と
略
記
）
の
欄
外
注
や
補
論
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
鮫
晩

年
に
い
た
っ
て
、
自
我
の
二
重
存
在
の
問
題
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
（
以
下
、
『
危
機
』
書
と
略
記
）

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
的
主
観
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
－
－
世
界
に
対
す
る
主
観
で
あ
る
と
同
時
に
世
界
の
う
ち
に
あ
る
客
観
で

（
４
）
 

あ
る
こ
と
」
と
い
う
難
問
に
発
展
し
て
い
く
。

こ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
我
々
は
本
稿
に
お
い
て
、
自
我
の
二
重
性
の
問
題
を
、
主
に
『
省
察
』
と
『
第
六
省
察
』
を
中
心
に
検

討
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
以
後
、
ど
の
よ
う
な
経
路
を
辿
っ
て
、
彼
な
り
の
解
決
を
見
い
だ
し

た
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
際
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
圧
倒
的
影
響
下
に
あ
っ
た
フ
ィ
ン
ク
が
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
問
い
を
変
奏

し
た
上
で
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
も
う
一
度
、
〈
超
越
論
的
自
我
の
存
在
に
つ
い
て
の
問
い
〉
を
向
け
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ッ
サ
ー

ル
と
の
対
話
・
対
決
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
て
い
く
、
彼
自
身
の
〈
存
在
論
化
さ
れ
た
超
越
論
的
現
象
学
〉
に
お
け
る
解
決
策
を
指
摘
し

序
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
そ
れ
と
は
気
づ
か
な
い
内
に
、
世
界
を
構
成
（
意
味
付

与
）
し
、
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
自
明
視
し
て
い
る
こ
と
を
暴
露
す
る
。
超
越
論
的
現
象
学
と
は
、
ま
さ
に
我
々
が
暗
黙
の
内
に
前

提
し
て
い
る
世
界
が
、
我
々
の
超
越
論
的
主
観
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
意
味
形
成
体
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
匿
名
的

（
、
。
◎
ミ
ヨ
）
に
働
く
超
越
論
的
主
観
性
の
能
作
（
Ｆ
の
厨
一
目
、
）
を
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
超
越
論
的
主
観
性
は
、
個
々
の
主
観
性
を
越
え
て
、
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
世
界

を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
超
越
論
的
主
観
性
は
、
あ
く
ま
で
個
々
の
人
間
的
主
観
性
（
事
実
的
・
心
理
学
的
主
観
性
）
、
あ
る
い

は
、
心
理
学
が
対
象
に
す
る
く
こ
こ
ろ
［
の
。
⑦
｜
の
］
〉
と
「
同
一
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
超
越
論
的
主
観
性
と
人
間
的
主
観
性
が
「
同
一
の
私
」
に
帰
属
の
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
そ
れ
ら
が
異
な
っ
た
在
り
方
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
に
お
い
て
、
超
越
論
的
主
観
性
と
人
間
的
主
観

性
の
同
一
性
・
差
異
性
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
「
私
」
と
い
う
同
一
の
人
間
存
在
に
宿
り
な
が
ら
、
本
質
的
な
差
異
を
も
つ
両
者

そ
の
た
め
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
「
反
省
」
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
超
越

論
的
・
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
「
［
世
界
に
］
関
心
を
も
た
な
い
観
視
者
（
目
ヨ
ー
の
『
の
い
い
一
の
こ
の
『
Ｎ
ｇ
ｏ
冨
巨
の
『
）
」
に

注
目
す
る
。
第
二
に
、
超
越
論
的
主
観
性
の
内
部
に
、
世
界
構
成
的
主
観
性
と
「
関
心
を
も
た
な
い
観
視
者
」
と
の
共
存
を
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
あ
い
だ
に
あ
る
同
一
性
・
差
異
性
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
「
存
在
」
概

念
を
め
ぐ
る
鮒
麟
を
確
認
す
る
。
第
三
に
、
超
越
論
的
主
観
性
が
人
間
的
主
観
性
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
「
人

間
的
主
観
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
関
わ
る
問
題
を
、
超
越
論
的
自
我
の
「
世
界
化
（
く
の
『
三
の
｝
二
一
ｓ
目
、
）
」
と
い
う
問
題
と
し
て
検

討
す
る
。

レー｛、ハノ○

ｖ
反
省
の
諸
相
ｌ
團
請
反
省
と
超
越
論
的
反
省

Hosei University Repository



114 
の
関
係
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
は
ま
た
、
別
の
角
度
か
ら
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
も
で
き
る
。

超
越
論
的
現
象
学
は
、
あ
る
種
の
反
省
糧
學
で
あ
り
、
意
識
の
自
己
反
省
も
し
く
は
自
己
省
曇
（
（
の
①
）
す
⑳
Ｓ
の
⑫
白
二
目
、
）
を
根
本
的

一
．
）

な
方
法
と
し
て
採
用
す
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
自
然
的
罷
竺
度
に
お
け
る
自
己
反
省
を
遂
行
し
た
と
し
て
も
、

超
越
論
的
主
観
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
超
越
論
的
主
観
性
を
見
い
だ
す
た
め
に
は
、
根
本
的
な
反
省
（
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
反

省
）
も
し
く
は
、
白
狭
四
的
な
態
度
か
ら
の
徹
底
的
な
態
度
変
更
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
超
越
論
的
主
観
性
を
見
い
だ
す
「
超
越
論
的
反
省
」
と
は
ど
の
よ
う
な
反
省
で
あ
り
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る
反
省
、

す
な
わ
ち
「
白
狭
“
的
反
省
」
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
ま
た
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
現
象
学
の

本
質
的
な
方
法
と
し
て
の
「
超
越
論
的
現
象
学
的
還
元
」
が
、
反
省
的
方
伍
と
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な

ら
ば
、
還
元
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
現
象
学
的
還
元
」
以
前
と
そ
れ
以
後
と
に
お
い
て
、
何
が
ど
の
よ
う
に
一
窯
禄
さ
れ
る
の

か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、
現
象
学
ｐ
碑
幹
に
関
わ
る
問
い
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
も
、
反
省
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
反
省
す
る
主
観
性
〉
と
〈
反
省
さ
れ
る
主
観
性
〉
と
の
同
一
性
と
差
異
性
の
問

題
が
生
ず
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
種
の
問
題
は
、
「
超
越
論
的
反
省
」
が
自
然
的
反
省
と
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
反

省
で
あ
る
か
ぎ
り
不
可
避
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
問
い
は
、
〈
反
省
さ
れ
る
主
観
性
〉
の
解
明
が
そ
の
ま
ま
〈
反
省
す
る
主
観
性
〉

の
解
明
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
〈
反
省
さ
れ
る
主
観
性
〉
か
ら
見
た
と
き
、
常
に
既
に
〈
反
省
す
る
自

己
〉
は
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
対
象
化
さ
れ
ず
、
ま
る
で
逃
げ
水
の
よ
う
に
、
北
風
仮
に
退
い
て
し
ま
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
反
省
を
め
ぐ
る
問
題
群
は
、
ど
れ
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
ほ
ど
解
洪
が
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
、
我
々
は
、
と
り
あ
え
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
提
起
し
た
「
超
越
論
的
反
省
」
と
「
自
然
的
反

省
」
と
の
区
別
に
言
及
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
反
省
の
無
限
遡
行
に
対
す
る
解
決
か
ら
始
め
よ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
反
省
」
の
仕
方
を
二
つ
に
分
け
、
我
々
が
通
常
の
日
常
生
活
で
遂
行
し
て
い
る
反
省
を
、
「
自
然
的
反
省

（
目
三
「
｜
」
ｇ
の
幻
の
｛
一
の
〆
）
。
ｐ
）
」
と
呼
び
、
超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
反
省
を
、
「
超
越
論
的
反
省
（
圓
口
“
侭
の
己
の
っ
亘
一
の
幻
の
．
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1５ 
｛
一
の
畳
・
口
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
反
省
の
無
限
遡
行
に
対
す
る
彼
な
り
の
方
策
を
提
示
し
た
（
Ｑ
・
已
習
、
）
・
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
自
然
的
反
省
が
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
「
世
界
」
を
基
盤
に
し
て
成
立
す
る
反
省
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
超
越
論
的
反

省
は
、
世
界
の
存
在
・
非
存
在
に
関
わ
ら
ず
、
反
省
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
主
観
性
の
働
き
を
主
題
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「
日
常
生
活
に
お
け
る
自
然
的
反
省
、
ま
た
は
心
理
学
的
学
（
し
た
が
っ
て
、
自
分
自
身
の
心
的
体
験
に
つ
い
て
の
心
理
学
的
経

験
）
に
お
け
る
自
然
的
反
省
に
お
い
て
は
我
々
は
存
在
す
る
も
の
と
し
て
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
世
界
と
い
う
基
盤
の
上
に

立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
私
は
そ
こ
に
一
軒
の
家
を
見
る
」
と
か
、
「
私
は
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
以
前
に
聴
い
た
こ
と
が
あ
る

こ
と
を
思
い
出
す
」
な
ど
と
い
う
場
合
が
、
そ
う
で
あ
る
。
超
越
論
的
・
現
象
学
的
反
省
に
お
い
て
は
、
我
々
は
、
世
界
の
存
在

あ
る
い
は
非
存
在
に
関
す
る
普
遍
的
な
エ
ポ
ヶ
ー
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
基
盤
か
ら
自
分
自
身
を
解
放
す
る
。
そ
の
よ
う
に
変

様
さ
れ
た
経
験
、
つ
ま
り
超
越
論
的
経
験
（
１
－
の
一
『
目
目
の
巳
の
自
国
一
の
同
『
｛
騨
冒
目
、
）
は
、
我
々
が
、
反
省
す
る
主
観
と
し
て
、

自
然
的
な
存
在
定
立
を
共
に
遂
行
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
つ
ど
超
越
論
的
に
還
元
さ
れ
た
「
コ
ギ
ト
（
貝
目
ご
）
」
を
注
視
し
、
そ

れ
を
記
述
す
る
こ
と
を
そ
の
本
質
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
ご
『
、
）
。

超
越
論
的
反
省
に
伴
っ
て
、
我
々
の
経
験
は
世
界
の
存
在
を
前
提
し
た
世
界
経
験
か
ら
、
世
界
の
存
在
定
立
を
エ
ポ
ケ
ー
さ
れ
た

「
超
越
論
的
経
験
」
に
変
様
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
暗
黙
の
内
に
前
提
さ
れ
た
世
界
の
存
在
・
非
存
在
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
、
世
界
の

存
在
の
自
明
性
か
ら
我
々
は
解
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、
世
界
の
存
在
の
自
明
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
我
々
の
経
験
の
内

容
が
変
更
を
被
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
我
々
の
家
の
知
覚
経
験
は
、
超
越
論
的
経
験
に
変
様
さ
れ
た
後
に
、
家
の
知
覚
経
験
と

は
全
く
異
な
っ
た
経
験
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
家
の
知
覚
は
、
家
の
知
覚
と
し
て
、
「
超
越
論
的
経
験
と
し
て
の
家
の
知
覚
経

験
」
に
変
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
経
験
内
容
は
変
化
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
何
が
変
様
さ
れ
る
の
か
。

日
常
生
活
の
知
覚
に
お
い
て
は
、
家
の
存
在
は
す
で
に
前
提
さ
れ
て
お
り
、
「
知
覚
さ
れ
て
い
る
家
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と

は
相
埠
正
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
家
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
家
が
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
意
識
に
よ
る
存
在

妥
当
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
家
の
存
在
は
、
究
極
的
に
は
「
世
界
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
（
Ⅱ
世
界
信

懸
）
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
の
知
覚
は
、
「
家
は
存
在
す
る
」
と
い
う
存
在
定
立
（
存
在
信
懲
）
を
前
提
し
て
お
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り
、
世
界
の
存
在
信
愚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
あ
ら
た
め
て
「
家
の
知
覚
」
に
つ
い
て
反
省
的
な
ま
な
ざ
し

を
向
け
る
と
き
で
も
（
た
と
え
ば
、
「
家
の
外
壁
の
色
は
何
色
か
」
と
聞
か
れ
て
、
思
い
出
す
場
合
と
か
、
現
実
に
見
て
い
る
家
が
、

以
前
見
た
こ
と
の
あ
る
家
だ
と
確
認
す
る
場
合
な
ど
）
、
我
々
は
、
「
家
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
や
、
「
家
を
取
り
巻

く
世
界
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
ど
考
え
も
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
自
然
的
反
省
も
ま
た
、
知
覚
対
象
の
存

在
だ
け
で
な
く
、
世
界
そ
の
も
の
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
超
越
論
的
反
省
に
お
い
て
は
、
経
験
す
る
人
間
的
主
観
性
の
背
後
で
機
能
す
る
「
存
在
定
立
」
も
し
く
は
「
世
界

信
懸
（
三
の
」
垣
凹
巨
ケ
の
。
）
」
（
Ｈ
ヘ
三
）
が
、
知
覚
に
お
け
る
前
提
と
い
う
身
分
を
剥
奪
さ
れ
、
世
界
信
職
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
。

そ
し
て
、
意
識
に
お
け
る
世
界
信
週
そ
の
も
の
を
機
能
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
想
を
背
後
で
支
え
て
い
る
超
越
論
的
主
観
性

を
明
る
み
に
出
し
、
主
観
性
の
作
用
と
対
象
と
の
間
に
成
立
す
る
志
向
的
相
関
関
係
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
超
越
論

的
反
省
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
る
の
は
、
知
覚
作
用
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
匿
名
的
に
働
く
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
「
超
越
論
的
反
省
」
は
、
超
越
論
的
主
観
性
が
対
象
橘
成
丁
意
味
付
与
）
だ
け
で
な
く
、
対
象
の
存
在
基
盤
で
あ
る
「
世
界
」

を
も
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
超
越
論
的
反
省
は
、
そ
れ
自
身
は
世
界
の
存
在
定
立
を
「
共
に
行
わ

－
⑰
）
 

ず
」
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
存
在
定
立
が
遂
行
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
高
次
に
反
省
す
る
働
き
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
世
界
の
知
覚
を
自
然
的
態
度
に
お
い
て
反
省
す
る
自
然
的
反
省
と
、
そ
れ
を
超
越
論
的
に
変
様
す
る
こ
と
で
、
存
在
定

立
を
も
括
弧
に
入
れ
て
し
ま
う
超
越
論
的
反
省
と
い
う
、
反
省
の
二
重
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
人
間
的
主
観
性

の
中
に
、
反
省
す
る
ま
な
ざ
し
の
二
重
化
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
二
重
の
自
我
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
我
々
が
、
自
然
に
そ
の
世
界
の
中
に
入
っ
て
経
験
し
、
そ
の
他
の
何
ら
か
の
仕
方
で
入
り
込
ん
で
生
き
る
自
我
を
、
世
界
に
関

Ⅵ
現
象
学
的
自
我
の
構
造
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心
を
も
つ
と
呼
ぶ
と
き
、
現
象
学
的
に
変
更
さ
れ
た
、
そ
し
て
絶
え
ず
固
持
さ
れ
て
い
る
態
度
の
本
質
は
、
自
我
分
裂

（
序
言
冨
一
已
二
、
）
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
自
我
分
裂
に
お
い
て
、
素
朴
に
関
心
を
も
つ
自
我
を
越
え
て
、
関

心
を
持
た
な
い
観
視
者
（
Ｅ
コ
ー
ョ
の
『
の
②
②
一
①
。
①
『
Ｎ
こ
⑪
。
冒
巨
の
『
）
と
し
て
の
現
象
学
的
自
我
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
我
分

裂
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
場
合
に
、
そ
れ
自
体
あ
る
新
し
い
反
省
を
通
じ
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

新
し
い
反
省
は
、
さ
ら
に
ま
た
、
超
越
論
的
反
省
と
し
て
、
ま
さ
に
あ
の
関
心
を
持
た
な
い
観
視
者
の
態
度
を
と
る
こ
と
を
要
求

す
る
の
で
あ
る
１
１
６
つ
と
も
関
心
を
持
た
な
い
観
視
者
と
し
て
の
自
我
に
も
、
見
か
つ
十
全
的
に
記
述
す
る
と
い
う
唯
一
の
関

心
だ
け
は
と
ど
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
」
（
己
己
強
調
フ
ッ
サ
ー
ル
）
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
的
主
観
性
の
内
部
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
世
界
の
中
に
入
り
込
ん
で
生
き
る
「
世
界
に
関
心
を
持
つ

自
我
」
が
存
在
し
て
お
り
、
第
二
に
、
そ
れ
が
現
象
学
的
な
態
度
変
更
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
「
関
心
を
持
た
な
い
観
視

者
」
と
し
て
の
自
我
が
獲
得
さ
れ
る
。
さ
ら
に
第
一
の
自
我
と
第
二
の
観
視
者
が
「
自
我
分
裂
」
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、

「
超
越
論
的
に
反
省
す
る
」
、
第
三
の
「
関
心
を
持
た
な
い
観
視
者
」
が
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
我
を

三
つ
に
分
類
す
る
。
こ
れ
ら
の
一
一
一
種
類
の
自
我
を
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
第
一
に
、
「
世
界
に
捕
捉
さ
れ
て
い
る
自
我
（
畳
切
乏
の
’
一
ケ
の
‐

｛
目
”
の
ロ
の
円
ら
）
（
妥
当
統
一
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
私
と
私
の
世
界
内
部
的
な
経
験
的
生
）
」
、
第
二
に
、
「
世
界
を
、
前
も
っ
て
与
え

ら
れ
た
流
れ
つ
つ
あ
る
普
遍
的
統
覚
と
い
う
形
で
、
妥
当
し
て
い
る
が
ま
ま
に
所
有
し
て
い
る
超
越
論
的
自
我
」
、
第
三
に
、
「
エ
ポ
ケ

（旬Ｉ）

－
を
遂
行
す
る
「
観
視
者
」
（
」
の
『
向
ｂ
ｏ
Ｃ
意
‐
く
○
一
一
鳥
訂
昌
の
急
田
口
⑪
Ｃ
冒
皀
の
Ｈ
ご
）
の
一
一
一
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。

世
界
に
捕
捉
さ
れ
て
い
る
第
一
の
自
我
と
は
、
自
然
的
態
度
の
ま
ま
に
生
き
る
通
常
の
人
間
的
自
我
で
あ
り
、
第
二
の
自
我
は
、
世

界
を
構
成
す
る
い
わ
ゆ
る
「
構
成
的
主
観
性
」
で
あ
り
、
第
三
の
自
我
は
、
世
界
構
成
に
は
全
く
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
学
的
還
元
を
遂

行
す
る
当
の
主
体
と
し
て
の
「
現
象
学
的
観
視
者
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
三
つ
の

自
我
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
も
い
う
よ
う
に
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
現
象
学
的
還

（
３
）
 

元
の
一
二
つ
の
自
我
の
独
特
な
同
一
性
」
な
の
で
あ
る
。

第
一
の
自
我
が
世
界
に
捕
捉
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
た
め
に
は
、
超
越
論
的
反
省
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
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し
、
白
狭
岼
的
態
度
に
お
け
る
自
我
は
、
自
分
自
ら
が
世
界
に
植
従
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
ま
し
て
、
事
実
的
・
心
理
学
的

自
我
は
、
自
ら
と
同
一
の
構
成
的
主
観
性
が
世
界
の
構
成
に
参
画
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
想
像
し
さ
え
し
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
、
こ
と
さ
ら
反
省
し
な
い
限
り
、
世
界
の
中
に
没
入
し
、
世
界
に
関
心
を
持
っ
た
ま
ま
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
ら

が
世
界
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
す
ら
無
声
目
筧
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
通
常
の
心
理
学
的
反
省
も
し
く
は
自
然
的
反
省
を
遂
行
す
れ
ば
、
〈
反
省
す
る
自
我
〉
と
〈
反
省
さ
れ
る
自
我
〉
へ
と

自
我
が
分
か
れ
、
自
我
の
反
省
促
用
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
自
我
と
の
間
に
差
異
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
白
狭
岼
的
反
省
に
お
け

る
自
我
の
分
裂
に
よ
る
〈
反
省
す
る
自
我
〉
も
〈
反
省
さ
れ
る
自
我
〉
も
共
に
世
界
に
捕
捉
さ
れ
、
世
堤
信
畷
を
前
提
す
る
自
我
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
省
の
無
限
遡
行
は
免
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
白
狭
泗
的
反
省
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
自
我
の
世
界
構
成
的
機
能
に
つ

い
て
反
省
の
ま
な
ざ
し
が
届
か
ず
、
向
展
岬
的
反
省
を
遂
行
す
る
自
我
が
、
構
成
さ
れ
た
世
界
と
同
様
に
、
〈
構
成
さ
れ
た
自
我
〉
で
し

か
な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
現
象
学
的
な
判
断
停
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
を
遂
行
し
、
現
象
学
的
還
元
を
施
す
な
ら
ば
、
い
か
に
人
間
的
自
我
が

世
界
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
人
間
的
自
我
が
超
越
論
的
反
省
を
遂
行
す
る
以
前
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
世
界
に
関
与
し

て
い
た
か
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
世
界
に
関
心
を
持
つ
自
我
に
対
し
て
、
「
世
界
に
関
心
を
持
た
な
い
自
我
」
が
「
現
象
学
的

自
我
」
と
し
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
現
象
学
的
自
我
は
、
世
界
に
全
く
関
与
し
な
い
自
我
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば

世
界
を
〈
構
成
さ
れ
た
も
の
〉
と
し
て
所
有
す
る
自
我
で
あ
る
。

確
か
に
、
超
越
論
的
反
省
に
お
い
て
も
、
同
一
の
自
我
が
、
人
間
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
と
い
う
二
つ
の
自
我
に
分
裂
す
る
と
い

う
自
我
分
裂
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
白
狭
小
的
反
省
と
異
な
る
の
は
、
二
つ
に
分
裂
す
る
自
我
が
〈
構
成
さ
れ
た
も
の
〉
と

い
う
同
一
平
面
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
人
間
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
と
は
、
存
在
位
相
が

異
な
る
が
故
に
、
両
者
の
間
に
〈
反
省
す
る
自
我
〉
と
〈
反
省
さ
れ
る
自
我
〉
と
の
無
限
遡
行
の
問
題
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
と
い
う
二
つ
の
自
我
に
「
自
我
分
裂
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
自
我
分
裂
」
そ
の
も
の
を
見
か
つ
記
述
す
る
、
も
う
一
つ
別
の
自
我
が
生
じ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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こ
れ
が
第
一
一
一
の
自
我
、
つ
ま
り
現
象
学
的
自
我
が
さ
ら
に
超
越
論
的
に
自
己
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
「
関
与
し
な
い
観
視

者
」
と
し
て
の
自
我
で
あ
り
、
現
象
学
的
還
元
を
直
接
的
に
遂
行
す
る
「
現
象
学
的
観
視
者
（
己
冨
口
○
日
目
・
一
。
、
厨
０
ヶ
の
『

目
⑳
。
宮
屋
の
『
）
」
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
「
現
象
学
的
観
視
者
」
は
、
「
世
界
信
愚
を
共
に
行
う
こ
と
、
共
に
遂
行
す
る
こ
と
、

（
９
）
 

世
界
信
懸
に
同
意
す
る
こ
と
を
い
っ
さ
い
拒
絶
す
る
」
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
を
、
「
世
界
構
成
的
主
観
性
」
と
「
現
象
学
的
観
視
者
」
と
に
敢
え
て
切
り
離
し
た
。
そ
れ
は
、

世
界
構
成
に
関
わ
ら
ず
、
自
我
分
裂
や
世
界
構
成
そ
の
も
の
を
「
傍
観
Ⅱ
観
視
（
目
切
・
訂
巨
の
ロ
）
し
」
、
単
に
記
述
す
る
だ
け
の
「
傍

観
者
Ⅱ
観
視
者
（
ｎ
房
。
冨
巨
の
『
）
」
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
省
の
無
限
遡
行
を
回
避
す
る
と
同
時
に
、
「
超
越
論
的
現
象
学
」
と

い
う
学
の
成
立
す
る
場
所
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
我
を
一
一
一
層
構
造
と
し
て
把
握
す
る
根
拠
と
は
、
現
象
学

的
記
述
の
立
場
を
確
保
し
な
い
限
り
、
現
象
学
的
な
自
己
省
察
を
遂
行
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

『
省
察
』
の
結
語
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
今
や
我
々
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
学
一
般
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
超
越
論
的
現
象
学
に
お

い
て
、
現
象
学
の
相
関
的
な
探
究
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
根
源
に
お
い
て
解
す

れ
ば
、
そ
れ
ら
ア
プ
リ
オ
リ
な
学
は
、
ひ
と
つ
の
普
遍
的
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
現
象
学
そ
の
も
の
に
、
そ
の
現
象
学
の
体
系
的
な
分

岐
と
し
て
共
属
し
て
い
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
ア
プ
リ
オ
リ
の
体
系
は
超
越
論
的
主
観
性
の
本

質
、
し
た
が
っ
て
ま
た
超
越
論
的
間
主
観
性
の
本
質
に
も
本
来
備
わ
っ
て
い
る
普
遍
的
ア
プ
リ
オ
リ
の
体
系
的
展
開
、
あ
る
い
は

あ
ら
ゆ
る
考
え
ら
れ
う
る
存
在
の
普
遍
的
ロ
ゴ
ス
の
体
系
的
展
開
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
こ
の
こ
と

は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
体
系
的
に
完
全
に
展
開
さ
れ
た
超
越
論
的
現
象
学
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
真
実
か
つ
真
正
の
普
遍
的
存
在
論
で
あ
る
、
と
」
（
己
屋
」
強
調
フ
ッ
サ
ー
ル
）
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
超
越
論
的
主
観
性
の
自
己
解
明
と
は
、
超
越
論
的
現
象
学
を
根
底
か
ら
基
礎
づ
け
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ

る
ア
プ
リ
オ
リ
な
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
と
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
自
己
展
開
に
つ
い

て
の
純
粋
記
述
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
超
越
論
的
主
観
性
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
、
当
の
超
越
論
的
現
象
学
そ
の
も
の
に
ま
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な
ざ
し
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
超
越
論
的
現
象
学
が
自
己
解
明
を
遂
行
し
つ
つ
、
そ
れ
を
記
述
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
記
述
の
た
め
の
場
所
を
ど
こ
か
に
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
の
開
始
点
で
あ
り
、
基
礎
づ
け
の

根
拠
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
來
雑
物
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
超
越
論
的
主
観
性
の
内
部
に
自
我
分

裂
ま
で
引
き
起
こ
し
て
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
現
象
学
的
観
視
者
Ⅱ
傍
観
者
」
に
他
な
ら
な
い
。

「
超
越
論
的
現
象
学
者
と
し
て
の
私
」
（
ご
『
、
）
［
Ⅱ
フ
ッ
サ
ー
ル
］
が
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
こ
と
で
、
世
界
を
含
む
あ

ら
ゆ
る
存
在
者
を
意
識
対
象
（
Ⅱ
ノ
エ
マ
）
へ
と
還
元
す
る
と
き
、
「
私
Ⅱ
フ
ッ
サ
ー
ル
」
は
、
「
無
関
与
な
観
視
者
（
百
ケ
の
百
一
，

」
垣
の
『
副
巨
の
。
冨
巨
の
『
）
」
（
旨
』
，
）
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
人
間
的
主
観
性
で
あ
る
「
超
越
論
的
現
象
学
者
と
し
て
の
私
」

も
ま
た
、
「
現
象
学
的
に
省
察
す
る
自
我
（
：
切
目
百
・
己
の
。
ｏ
ｌ
Ｃ
頭
】
の
。
ゴ
ョ
の
曰
二
の
『
の
己
の
自
ら
）
」
と
し
て
、
還
元
を
通
過
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
無
関
与
な
観
視
者
Ⅱ
傍
観
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
巳
引
）
。
そ
れ
は
、
「
絶
対
的
に
先
入

見のない世界（ロ日ぐの『呂曰Ｐずい。｝巳の『ぐ・『巨二の房－．，－ｍ【の一一）」としての「絶対的な自我論的存在領域」（Ｅ『』）で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
超
越
論
的
主
観
性
の
解
明
に
向
か
う
際
に
、
必
然
的
に
、
現
象
学
的
記
述
の
視
点
を
現
象
学
的

主
観
性
の
内
部
に
確
保
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
現
象
学
的
観
視
者
」
は
、
単
純
な
意
味
で
超
越
論
的
自
我
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
超
ｌ
超
越
論
的
自
我
と
で
も

い
う
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
メ
タ
超
越
論
的
自
我
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
命
名
は
明
ら
か
に
無
意

味
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
実
際
に
、
「
現
象
学
的
観
視
者
」
と
は
誰
言
の
「
）
な
の
か
。
そ
れ
は
存
在
者
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ら
ば
、

さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
問
い
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
そ
の
よ
う
に
考
え
た
は
ず
だ
。
た
と
え
、
現
象
学
そ

の
も
の
を
学
と
し
て
成
立
さ
せ
る
視
座
と
し
て
、
「
現
象
学
的
観
視
者
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
超
越
論
的
主
観
性
の
内

部
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
存
在
の
仕
方
も
ま
た
解
明
を
必
要
と
す
る
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ひ
と
り
で
『
省
察
』
に
お
い
て
実
行
し
え
た
の
は
、
「
現
象
学
的
観
視
者
」
を
超
越
論
的
主
観
性
の
自
我

分
裂
の
結
果
と
し
て
別
扶
す
る
と
こ
ろ
ま
で
だ
っ
た
。
本
来
な
ら
ば
、
超
越
論
的
現
象
学
の
自
己
解
明
を
よ
り
徹
底
的
に
遂
行
す
る
た

め
に
は
、
現
象
学
的
記
述
を
行
う
場
と
し
て
の
「
現
象
学
的
観
視
者
」
を
問
題
化
す
る
こ
と
は
、
避
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
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1２１ 
フ
イ
ン
ク
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
志
Ⅱ
遺
志
を
つ
い
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
協
同
作
業
の
中
て
『
第
六
省
察
』
の
課
題
を
、
超
越
論

的
現
象
学
の
ラ
ー
ア
ィ
カ
ル
な
自
己
解
明
、
す
な
わ
ち
「
現
象
学
の
現
象
学
」
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
結
果
に
い
た
る
こ
と
は
、
必

然
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
フ
イ
ン
ク
が
「
現
象
学
の
現
象
学
」
の
立
場
か
ら
「
現
象
学
的
観
視
者
」
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ブ
ル
ジ
ー
ナ
が
い

うように、「誰が現象学を行っているのか（三ケ○一⑫二○ヨ、｛芹吾２．日の皀・’○巴璽」という根本的な問題を明らか
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
私
は
哲
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
私
は
こ
の
世
界
で
い
き
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
晩
年
に
語
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
「
哲
学
す
る
こ
と
（
壱
三
一
・
ぃ
・
目
冒
の
。
）
」
が
そ
の
ま
ま
「
現
象

｛
Ⅲ
）
 

学
す
る
こ
と
（
己
冨
口
○
ョ
目
・
Ｐ
。
、
】
⑪
】
の
「
の
ご
）
」
で
あ
り
、
現
象
学
を
営
む
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
、
超
越
論
的

主
観
性
の
自
己
解
明
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
「
現
象
学
を
営
む
こ
と
」
が
、
個
別
的
な
主
観

性
Ｔ
フ
ッ
サ
ー
ル
］
を
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
解
明
す
る
作
業
で
あ
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
主
観
性
と
は
、

「
フ
ッ
サ
ー
ル
」
と
い
う
人
間
的
主
観
性
と
切
り
離
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
自
然
的
態
度
を
と
る
自
我
と
し
て
の

私
は
、
つ
ね
に
同
時
に
超
越
論
的
自
我
で
あ
り
、
私
は
そ
の
こ
と
を
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
知
る
の
で
あ

る
」
（
已
乱
）
と
語
る
と
き
、
超
越
論
的
現
象
学
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
は
、
「
フ
ッ
サ
ー
ル
」
と
い
う
個
別
的
な
人
間
的
主
観
性

に
宿
る
超
越
論
的
主
観
性
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
ま
た
生
じ
て
く
る
。

こ
う
し
た
疑
問
が
あ
な
が
ち
不
当
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
「
現
象
学
的
観
視
者
」
の
存
在
の
仕
方
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
と
の
間
の
確
執
が
顕
在
化
し
て
く
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ

で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
と
の
あ
い
だ
の
齪
酪
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
に
対
す
る
態
度
の
取
り
方
に
起
因
す
る

と
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
の
曇
慕
舂
を
受
け
て
、
フ
ィ
ン
ク
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
想
を
拡
大
し
、
よ
り
精
繊
な
も
の
と
し
て
展
開
し
た
の
が
、

『
超
越
論
的
方
法
論
の
理
〈
苧
１
１
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
曇
曾
に
他
な
ら
な
い
。
表
題
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
フ
イ
ン
ク
の
曇
宛

六
省
察
曙
は
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
気
純
粋
理
性
批
判
』
の
結
構
を
意
識
し
て
い
る
。

フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
超
越
論
的
現
一
幕
学
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
意
識
に
直
接
的
に
与

え
ら
れ
た
も
の
の
志
向
的
分
析
を
そ
の
主
な
作
業
と
す
る
「
還
帰
的
現
象
学
（
＆
の
后
函
『
の
②
巴
く
の
里
冒
○
日
の
ロ
・
｝
○
四
の
）
」
と
、
超
越

論
的
な
自
我
論
と
間
主
観
性
論
に
よ
っ
て
世
界
を
構
成
す
る
「
構
築
的
現
象
学
（
＆
の
宍
・
目
目
冨
く
の
里
目
・
ョ
の
唇
・
」
・
巴
の
〉
」
と
に

一
一
分
さ
れ
る
（
Ｑ
・
戸
Ｃ
筥
へ
》
』
）
。
し
か
も
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
前
者
を
「
超
越
論
的
分
析
論
」
と
も
よ
び
、
後
者
を
「
超
越
論
的
弁

証
論
」
と
す
ら
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
を
一
括
し
て
「
超
越
論
的
原
理
論
」
と
名
づ
け
て
い
る
。

「
超
越
論
的
原
理
論
の
対
象
が
す
な
わ
ち
（
所
与
の
お
よ
び
構
築
可
能
な
）
世
界
構
成
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
そ
の
「
主
体
」
と

は超越論的観視者（：『：ご患の己の貝四一の田口“Ｏ目この『）、現象学を営む自我（：⑫已颪。。ョの。。｜◎。｜⑩一の『の。。①
－
．
コ
）
で
あ
る
」
三
・
○
旨
へ
］
、
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

世
界
解
糟
成
に
直
接
関
与
し
な
い
「
現
象
学
的
観
視
者
」
は
、
曇
王
ハ
省
察
弩
に
お
い
て
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
「
現
象
学
を

営
む
自
我
」
と
し
て
据
え
直
さ
れ
て
い
る
。

前
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
世
界
に
関
与
す
る
自
我
が
人
間
的
自
我
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
越
論
的
に
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自

我
分
裂
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
さ
ら
に
「
自
我
分
裂
」
を
竺
観
硯
Ⅱ
傍
観
す
る
「
観
視
鍾
Ｐ
が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
自
我
分
裂
を

記
述
す
る
だ
け
の
「
観
視
者
」
は
、
世
界
構
成
に
与
っ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
が
確
認
さ
れ
た
が
、
習
篝
で
は
、
そ
れ
以
上
の
詳
論

は
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ン
ク
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
さ
に
「
超
越
論
的
観
視
者
」
と
し

て
の
、
実
際
に
現
象
学
を
営
み
、
還
元
を
遂
行
す
る
自
我
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
現
象
学
を
営
む
こ
と
」
を
解
明
す

Ⅶ
現
象
学
の
自
己
関
係
性
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る
こ
と
は
、
「
現
象
学
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
」
と
い
う
問
い
の
検
討
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

「
原
理
論
を
論
考
し
た
の
ち
世
界
形
成
的
な
超
越
論
的
主
観
性
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
理
解
を
獲
得
し
た
と
は
い
え
、
我
々
は
こ

の
理
解
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
「
現
象
学
を
営
む
観
視
者
（
」
の
『
冨
口
○
日
目
・
』
。
」
”
国
の
局
員
の
臼
巨
②
：
目
臼
）
」
を
、
彼
が
超
越
論

的
生
の
外
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
把
握
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
超
越
論
性
」
の
領

野
に
は
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
、
ま
さ
し
く
超
越
論
的
理
論
化
的
な
「
観
視
者
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の

観
視
者
以
外
の
何
も
の
も
超
越
論
的
方
法
論
の
主
題
な
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
超
越
論
的
方
法
論
が
現
象
学
を
営
む
こ
と

（
勺
冨
ロ
。
白
の
ゴ
。
－
．
，
回
の
【
の
ご
）
の
現
象
学
的
学
問
、
現
象
学
の
現
象
学
（
」
一
の
む
ず
百
・
日
の
ロ
Ｃ
｝
。
”
】
の
」
の
『
勺
冨
ロ
・
日
の
ロ
。
一
・
四
の
）

な
の
で
あ
る
」
（
言
○
旨
へ
屈
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
「
超
越
論
的
観
視
聿
迫
は
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
っ
て
、
現
象
学
そ
の
も
の
に
自
己
回
帰
的
に
関
係

す
る
「
現
象
学
の
現
象
学
」
の
主
題
と
な
る
。
「
現
象
学
の
現
象
学
」
と
は
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
主
体
と
し
て
の
「
現
象
学

を
営
む
自
我
」
を
対
象
に
し
、
現
象
学
を
学
問
と
し
て
確
保
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
現
象

学
的
方
法
論
は
、
現
象
学
的
観
視
者
を
主
題
化
し
理
論
化
し
て
い
く
学
で
も
あ
る
。
「
超
越
論
的
方
法
論
の
主
題
は
現
象
学
的
観
視
者

で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
観
視
者
は
主
体
、
す
な
わ
ち
こ
の
方
法
論
に
お
い
て
認
識
し
理
論
を
た
て
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
方
法
論
は
、
こ
の
者
の
自
己
対
象
化
の
過
程
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
超
越
論
的
観
視
者
は
認
識
し
つ
つ
自
己
自
身

に
向
か
い
、
反
省
の
態
度
に
は
い
る
」
（
戸
○
富
へ
Ｅ
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

し
か
し
、
「
観
視
者
」
を
対
象
に
す
る
超
越
論
的
方
法
論
は
、
さ
ら
に
そ
の
超
越
論
的
方
法
論
を
遂
行
す
る
、
よ
り
高
次
の
「
観
視

者
」
に
よ
っ
て
観
視
さ
れ
記
述
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
自
我
を
対
象
に
す
る
自
我
、
つ

ま
り
、
「
現
象
学
を
営
む
観
視
者
に
つ
い
て
〈
現
象
学
を
営
む
観
視
者
」
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
も
ま

た
、
反
省
の
無
限
遡
行
と
類
似
の
無
限
遡
行
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
排
除
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
押
さ
え
き

れ
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
も
、
当
然
、
こ
う
し
た
疑
念
に
対
し
て
、
『
第
六
省
察
』
に
お
い
て
、
「
現
象
学
の
「
自
己
関
係
性
（
の
①
一
冒
す
の
，

凶
。
、
の
目
島
）
」
」
（
○
戸
言
・
Ｃ
ｇ
へ
窟
）
と
い
う
一
節
を
も
う
け
て
反
駁
し
て
い
る
。
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フ
ィ
ン
ク
は
、
無
限
遡
行
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
現
象
学
の
「
自
己
関
係
性
」
を
指
摘
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
回
避
す
る
。
学

問
の
自
己
関
係
性
は
、
別
段
、
現
象
学
そ
の
も
の
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
歴
史
学
で
あ
れ
論
理
学
で
あ

れ
心
理
学
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
形
で
「
自
己
関
係
的
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
心
理
学
の
も
つ
自
己
関
係
性
は
、
超
越
論
的
方
法
論

の
自
己
関
係
性
と
「
類
比
的
」
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
理
学
の
自
己
関
係
性
は
、
心
理
学
そ
の
も
の
が
す
で
に
自
己
関

係
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
心
理
学
の
主
題
で
あ
る
「
こ
こ
ろ
（
の
⑦
の
｜
の
）
」
や
「
こ
こ
ろ
の
働
き
」
は
、
そ
の
つ

ど
心
理
学
的
反
省
を
遂
行
し
な
い
限
り
、
顕
在
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
心
理
学
的
認
識
そ
の
も
の
が
ま
た
も
や
心
理

学
的
所
与
性
、
心
理
学
的
事
実
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
心
理
学
の
主
題
的
領
域
内
に
入
っ
て
く
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
心
理
学
は
自
己
関
係
的
な
学
問
な
の
で
あ
る
」
〈
。
ｂ
三
へ
届
）
。

そ
れ
ゆ
え
、
心
理
学
は
自
ら
の
自
己
関
係
性
を
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
心
理
学
を
学
問
的
に
追
究
し
、
学
問
と
し
て
普
遍
的
な
認
識

を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
心
理
学
的
反
省
の
主
題
を
さ
ら
に
高
次
の
反
省
に
よ
っ
て
理
論
化
し
、
普
遍
化
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
心
理
学
は
あ
く
ま
で
、
世
間
的
（
ョ
皀
且
目
）
な
学
問
で
あ
っ
て
、
そ
の
種
の
学
問

が
も
っ
て
い
る
「
自
己
関
係
性
」
は
、
超
越
論
的
方
法
論
の
自
己
関
係
性
と
類
比
的
で
あ
っ
て
も
、
同
一
で
は
な
い
・
両
者
が
決
定
的

に
異
な
る
の
は
、
「
心
理
学
的
な
主
題
化
の
営
為
は
、
心
理
学
に
よ
っ
て
主
題
化
さ
れ
た
も
の
と
同
様
に
心
理
的
存
在

（
□
の
『
・
冨
呂
の
い
の
の
曰
）
で
あ
り
、
同
一
の
存
在
本
性
」
を
も
ち
、
「
心
理
学
の
自
己
関
係
性
は
、
心
理
学
を
行
う
こ
と
が
心
的
生
起

（
の
白
鳳
】
◎
冨
・
言
い
の
⑩
“
・
ず
の
ゲ
の
。
）
だ
と
い
う
そ
の
点
に
成
立
す
る
」
の
に
対
し
て
、
現
象
学
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
還
元
に

よ
っ
て
超
越
論
的
存
在
が
「
発
見
」
さ
れ
、
そ
れ
は
通
常
の
心
的
存
在
と
は
異
質
で
あ
り
、
「
還
元
的
に
解
明
さ
れ
た
存
在
と
の
存
在

本
性
の
い
か
な
る
等
質
性
（
一
二
六
の
一
コ
①
『
ェ
◎
ョ
Ｃ
Ｄ
の
ゴ
ー
騨
旦
の
『
の
①
一
コ
⑩
。
、
Ｅ
『
）
を
も
た
な
い
」
（
ヨ
・
○
三
へ
閏
強
調
フ
イ
ン
ク
）
・

心
理
学
が
対
象
と
す
る
の
は
心
理
学
的
存
在
で
あ
り
、
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
に
包
括
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
現
象
学
に
お
い
て

は
、
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
が
「
超
越
論
的
主
観
性
の
領
野
に
亀
裂
を
い
れ
、
超
越
論
的
存
在
（
（
『
目
闇
の
己
の
已
騨
」
の
い
い
の
旨
）
を
異

質
な
二
領
域
」
（
旨
」
・
）
へ
の
区
別
を
強
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
理
学
が
存
在
一
元
論
に
基
づ
く
自
己
関
係
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

現
象
学
は
「
超
越
論
的
生
の
一
一
元
論
Ｓ
Ｅ
｝
厨
白
巨
、
」
の
切
目
ロ
、
国
の
巳
の
目
白
一
目
Ｆ
の
す
の
口
吻
）
」
（
旨
」
・
）
を
成
立
さ
せ
る
自
己
関
係
性
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1２５ 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
心
理
学
に
お
け
る
自
己
関
係
性
が
〈
反
省
す
る
自
我
〉
も
、
〈
反
省
さ
れ
る
自
我
〉
も
共
に
心
理
餉
害
什
在
で
あ
り
、

そ
の
際
に
は
存
在
本
性
上
の
区
別
は
な
い
の
に
対
し
て
、
現
璽
金
子
に
お
け
る
自
己
関
櫻
朧
吐
は
超
越
論
的
存
在
と
し
て
の
超
越
論
的
主

観
性
そ
の
も
の
を
、
「
世
界
に
関
与
す
る
主
観
性
」
と
「
世
界
構
成
に
無
関
与
な
観
視
者
」
に
分
裂
さ
せ
、
心
理
的
存
在
と
存
在
本
性

上
別
次
元
に
主
観
性
を
繕
澳
疋
す
る
。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
心
理
学
の
自
己
闇
係
性
と
現
麺
塗
子
の
自
己
函
揮
癖
性
と
の
区
別
を
、
壷
仕

本
性
に
関
す
る
区
別
を
相
輪
鯉
に
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
フ
ィ
ン
ヶ
自
身
も
い
う
よ
う
に
、
「
存
在
」
概
念
を
「
超
越
論

的
存
在
の
ぶ
ん
だ
け
拡
大
（
巨
己
の
曰
弓
自
闇
の
己
の
貝
四
一
の
い
の
①
一
口
の
『
そ
の
耳
の
『
。
）
」
（
芦
Ｃ
ｇ
へ
旨
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
す
る
こ
と
に

し
か
し
、
フ
イ
ン
ク
が
「
存
在
」
概
念
を
超
越
論
的
存
在
を
も
包
括
す
る
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
現
象
学
を
営
む
自
我
」

Ｔ
現
象
学
的
観
視
者
）
を
も
存
在
論
の
枠
内
に
取
り
込
も
う
と
す
る
こ
と
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
全
面
的
に
賛
意
を
示
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
超
越
論
的
自
我
の
「
存
在
」
へ
の
問
い
を
考
え
あ
わ
せ
た
と
き
、
現
象
学
を
成

立
さ
せ
る
た
め
の
究
極
的
な
視
座
と
し
て
の
「
現
象
学
的
観
視
者
」
の
「
存
在
」
を
問
う
こ
と
は
、
「
現
象
学
の
自
己
関
係
性
」
を
指

摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
次
な
る
問
題
は
、
や
は
り
「
現
象
学
的
観
視
者
」
の
「
存
在
」
を
ど
の
よ
う
に

確
定
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
、
必
然
的
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
の
「
現
象
学
的
観
視
者
」
の
位
置
づ
け
の

差
異
を
顕
在
化
さ
せ
る
結
果
に
い
た
る
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
「
現
象
学
を
営
む
主
観
的
能
作
が
超
越
論
的
に
構
成
す
る
能
作
と
は
異
な
る
か
ら
こ
そ
、
構
成
的
生
成
の
開
示
そ
の
も
の

が
「
構
成
的
」
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
ｌ
そ
も
そ
も
農
が
生
じ
、
現
象
学
を
営
む
と
い
う
こ
と
の
超
越
論
的
「
存
在
」
の
問
い

〈
胆
〉

（」一の「『の、の。胃壺」の白貢自切面のａのロ白一の口どののご》・」Ｃ物宅冨。・ョのロ○一・函回国のロ⑪）が生じる」（二・つｇへ暖’四ｍ強調

Ⅷ
現
象
学
的
観
視
者
は
「
存
在
」
す
る
か
？
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少
な
く
と
も
、
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
超
越
論
的
方
法
論
」
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
還
元
を
経
た
後
で
は
、
世
間
的
な
存
在
論
に
お

い
て
問
題
に
な
る
「
存
在
」
概
念
は
も
は
や
使
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
超
越
論
的
主
観
性
は
も
と
よ
り
、
現
象
学
的

観
視
者
は
「
存
在
す
る
」
と
も
「
存
在
し
な
い
」
と
も
い
え
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
「
現
象
学
を
営
む
現
象
学
的
観
視
者
は
存
在
す

る
か
」
と
問
う
な
ら
ば
現
象
学
的
観
視
者
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
的

に
、
「
超
越
論
的
生
」
と
し
て
「
存
在
す
る
」
と
答
え
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
世
界
構
成
的
主
観
性
も
現
象
学
的
観
視
者
も
、
共
に

「
超
越
論
的
生
」
で
あ
り
、
両
者
は
全
く
別
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
同
一
の
存
在
で
あ
り
、
両
者
は
「
超
越
論
的
に
存
在
す
る
」
。

し
か
し
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
世
界
構
成
的
主
観
性
と
は
、
そ
れ
が
世
界
構
成
に
携
わ
っ
て
い
る
限
り
自
己
自
身
に
対
し

て
盲
目
的
で
あ
り
、
無
自
覚
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
本
質
的
性
格
と
し
て
の
「
匿
名
性
」
が
機
能
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
現
象
学
的
観
視
者
と
は
、
匿
名
性
を
「
超
越
論
的
に
反
省
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
主
観
性
に
曰
恩
淫

を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
超
越
論
的
生
が
自
己
分
裂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
自
覚
の
過
程
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
、
両
者
は
共
に
超
越
論
的
生
を
形
成
し
て
い
る
が
、
｜
方
が
世
界
構
成
に
つ
い
て
無
反
省
的
な
自
我
で
あ
り
、
他
方
が
そ
の
構
成

に
対
し
て
反
省
的
で
あ
る
自
我
と
い
う
よ
う
に
全
く
同
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
超
越
論
的
に
構
成
す
る
存
在
と
現
象
学
的
観
視
者
の
超
越
論
的
行
為
と
の
他
種
性
は
、
全
く
単
純
な
差
異
性
（
植
物
学
を
行
う

こ
と
と
植
物
学
の
対
象
と
は
異
な
る
よ
う
に
）
で
は
な
く
、
超
越
論
的
生
自
体
に
お
け
る
対
立
と
分
裂
で
あ
り
、
自
己
対
立
化

存
在
論
的
に

か
。
瓢
緬
的
に

な
い
の
か
。

フ
ィ
ン
ク
）
。
現
象
学
を
営
む
主
体
と
し
て
の
「
現
象
学
的
観
視
者
」
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
提
起
し
た
超
越
論
的
主
観
性
の

「
存
在
」
の
問
い
を
あ
ら
た
め
て
差
し
向
け
る
こ
と
は
、
〈
構
成
す
る
主
観
性
〉
と
〈
構
成
さ
れ
る
世
界
〉
と
い
う
一
一
項
対
立
が
現
象
学

に
お
い
て
温
存
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
当
然
の
疑
問
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
能
作
と
い
う
働
き
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
必
ず
能
作
の
「
主
体
」
の
「
存
在
」
が
存
在
論
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
能
作
の
主
体
」
が

存
在
論
的
に
「
存
在
す
る
」
と
い
え
な
い
な
ら
ば
、
行
為
や
作
用
と
し
て
の
主
観
的
能
作
も
ま
た
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
端
的
に
い
っ
て
、
「
現
象
学
を
営
む
」
と
い
う
行
為
は
、
現
象
学
す
る
「
主
体
」
の
「
存
在
」
を
必
ず
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
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（
の
①
一
宮
一
の
三
ｍ
の
、
目
明
の
一
国
目
、
）
、
つ
ま
り
差
異
性
に
お
け
る
同
一
性
、
自
己
同
一
（
の
－
．
コ
の
①
一
Ｃ
⑭
一
℃
｜
の
一
．
弓
一
の
言
の
。
）
に
お
け
る

対
立
で
あ
る
。
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
な
が
ら
超
越
論
的
生
は
「
観
視
者
」
を
産
出
し
つ
つ
自
己
の
外
に
出
て
、
自
己
自
身
を

分
裂
さ
せ
、
一
一
分
す
る
。
し
か
し
こ
の
一
一
分
〈
団
口
厨
ミ
巴
目
頭
）
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
自
覚
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
。

超
越
論
的
生
は
、
鉦
差
別
的
な
統
一
の
中
で
過
ぎ
去
り
、
つ
ま
り
世
界
を
構
成
す
る
行
為
で
し
か
な
い
限
り
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
原
理
的
に
も
自
己
自
身
を
意
識
し
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
自
然
的
態
度
の
様
態
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
。
（
中
略
）
世
界
信

惣
（
世
界
構
成
）
に
無
関
与
な
観
視
者
は
、
世
界
信
懸
の
超
越
論
的
源
泉
根
拠
と
根
源
次
元
を
還
元
的
に
切
り
開
き
、
超
越
論
的

主
観
性
を
、
構
成
す
る
主
観
性
と
し
て
「
発
見
す
る
（
⑩
口
己
、
ｎ
戸
目
）
」
」
（
言
・
ｏ
ｇ
へ
駅
，
国
⑦
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

超
越
論
的
構
成
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
対
し
て
鉦
首
覚
的
で
あ
り
、
自
己
の
能
作
の
「
匿
名
性
（
皆
・
昌
旦
区
）

と
「
隠
蔽
性
（
ぐ
の
『
す
。
田
の
旨
の
耳
）
」
に
捕
ら
わ
れ
て
い
た
超
越
論
的
主
観
性
は
、
還
元
を
遂
行
す
る
現
象
学
的
観
視
者
に
よ
っ
て
、

「
匿
名
性
」
と
「
隠
蔽
性
」
の
中
か
ら
、
世
界
を
構
成
す
る
主
観
性
と
し
て
「
発
見
」
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

『
省
察
』
の
中
で
「
自
我
分
裂
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
く
超
越
論
的
主
観
性
の
「
自
覚
」
の
運
動
〉
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ

そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
主
観
性
の
「
存
在
」
の
問
い
を
、
超
越
論
的
自
我
と
「
現
象
学
的
観
視
者
」
の
両
者
に
対
し
て
差
し
向
け
、

両
者
が
「
存
在
す
る
か
否
か
」
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
・
非
存
在
を
問
題
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
一
方
で
、
世
界
構
成
的
主
観
性
と
し
て
の
超
越
論
的
自
我
は
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
そ
の
姿
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
他
方
で
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
る
主
体
で
あ
る
現
象
学
的
観
視
者
は
超
越
論
的
生
と
し
て
は
存
在
し

て
い
る
と
い
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
ま
た
「
超
越
論
的
に
構
成
す
る
生
の
機
能
的
代
表
」
三
・
○
三
へ
仁
）
に
す
ぎ
な
い
。

現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
、
現
象
学
的
観
視
者
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
世
間
的
な
捕
捉
性
に
と
ら
わ
れ
て
い

た
人
間
存
在
が
開
放
さ
れ
、
超
越
論
的
生
の
次
元
が
開
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
、
「
現
象
学
的
観
視
者
は
存
在
す
る
か
」
と
い

う
問
い
は
、
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
に
捕
捉
さ
れ
た
問
い
と
し
て
、
そ
の
実
効
性
を
失
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
学
的
観
視
者
は
、
現

象
学
的
還
元
の
遂
行
中
に
お
い
て
「
後
か
ら
」
見
い
だ
さ
れ
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。

る
○ 

Hosei University Repository



128 

フ
ィ
ン
ク
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
超
越
論
的
省
察
の
方
向
性
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
最
初
か
ら
超
越
論
的

主
観
性
が
存
在
す
る
か
ら
、
超
越
論
的
主
観
性
に
よ
っ
て
世
界
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
超
越
論
的
主
観
性
が

世
界
構
成
の
「
原
因
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
超
越
論
的
反
省
」
の
「
結
果
」
と
し
て
、
世
界
構
成
か
ら
遡

行
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
に
お
い
て
は
、
「
超
越
論
的
主
観
性
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に

存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
的
な
問
い
は
、
「
超
越
論
的
反
省
」
以
後
に
お
い
て
し
か
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
問
い
で
あ

る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
い
え
ば
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
問
い
の
中
に
は
、
「
原
因
」
を
「
結
果
」
と
取
り
違
え
る
「
遠
近
法
的

倒
錯
」
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
現
象
学
的
還
元
を
せ
ず
、
超
越
論
的
反
省
も
行
わ
な
け
れ
ば
、
超
越
論
的

主
観
性
は
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
の
意
味
で
は
「
存
在
し
な
い
」
。

超
越
論
的
な
反
省
哲
学
で
あ
る
超
越
論
的
現
象
学
に
お
い
て
は
、
問
い
は
す
べ
て
「
遡
行
的
問
い
（
田
巨
日
の
穴
｛
『
侭
の
）
」
と
い
う
問

い
の
形
式
を
と
る
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ィ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
し
か
し
現
象
学
的
観
視
者
は
、
超
越
論
的
世
界
経
験
（
存
在
者
の
経
験
、
そ
の
う
ち
に
は
内
在
的
存
在
者
へ
の
反
省
も
ふ
く
め

て
）
へ
主
題
的
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
つ
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
世
界
経
験
か
ら
世
界
構
成
へ
と
遡
行
的
に
問
い
、
完
成
済
み
の
存

在
妥
当
か
ら
こ
の
存
在
妥
当
の
形
成
過
程
へ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
反
省
の
構
成
的
深
層
へ
と
遡
行
的
に
問
う
。
現
象
学
的
観
視

者
は
い
っ
さ
い
の
構
成
す
る
生
の
目
的
論
的
傾
向
、
つ
ま
り
存
在
へ
の
傾
向
（
。
－
の
「
の
己
の
。
Ｎ
、
こ
『
：
②
の
①
一
コ
）
を
開
示
す

る
。
原
理
的
に
彼
は
、
存
在
者
は
構
成
の
成
果
に
す
ぎ
な
い
、
構
成
は
い
つ
も
存
在
者
の
構
成
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
遡
行
的

い
う
最
終
所
産
－

，
房
）
以
外
の
何
．

強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

「
次
に
理
解
さ
れ
る
点
は
、
現
象
学
的
営
為
の
主
題
は
、
還
元
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
１
１
世
界
と
は
対
比
的
な
１
１

超
越
論
的
主
観
性
と
い
う
一
領
域
も
し
く
は
新
た
な
一
存
在
領
野
で
は
な
く
、
構
成
的
過
程
が
現
象
学
営
為
の
対
象
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
成
的
過
程
は
構
成
す
る
超
越
論
的
主
観
性
か
ら
出
発
し
、
世
界
と

い
う
最
終
所
産
（
、
。
：
『
。
：
再
三
の
｜
芹
）
で
終
わ
る
。
（
中
略
）
む
し
ろ
主
観
性
と
は
こ
の
生
成
の
出
発
の
場
〈
目
の
二
．
く
。
。
－

ｍ
扇
）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
過
程
以
前
に
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
過
程
の
う
ち
に
し
か
現
に
存
在
し
な
い
」
（
戸
Ｏ
富
へ
ら
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｜｜卯Ｊｌｌ

に
把
握
す
る
」
（
冨
・
Ｑ
一
｛
ヘ
巴
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
・

現
象
学
に
お
い
て
は
、
「
世
界
」
も
「
存
在
」
も
「
生
」
も
「
遡
行
的
に
問
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
根

源
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
結
果
的
に
」
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
超
越
論
的
主
観
性
の
能
作
で
あ
り
、
「
競
終
所
産
」
と

し
て
の
世
界
で
あ
り
、
構
成
さ
れ
た
存
在
者
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
通
常
の
意
味
で
「
存
在
す
る
」
と
積
極
的
に
語
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
反
省
の
結
果
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
超
越
論

的
主
観
性
（
現
象
学
的
観
視
者
）
が
「
超
越
論
的
に
存
在
す
る
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
反
省
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
超
越
論

的
存
在
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
は
、
決
定
的
に
背
馳
す
る
こ
と

に
な
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
と
の
あ
い
だ
の
齪
繍
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
『
第
六
省
瘤
鈩
に
付
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
序

文
案
の
、
フ
ィ
ン
ク
の
次
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

「
以
下
の
点
が
、
こ
の
研
究
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
同
意
的
判
断
を
え
る
と
い
う
制
約
の
も
と
で
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
構
成
す
る
自
我
と
現
象
学
す
る
自
我
と
の
対
比
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
、
超
越
論
的
述
定
化
の
困
難
が

誇
張
さ
れ
て
い
る
、
と
み
て
お
り
、
個
的
な
精
神
と
し
て
始
め
ら
れ
る
哲
学
す
る
主
体
の
、
ど
の
よ
う
な
個
別
化
に
も
先
立
っ
て

み
ら
れ
る
絶
対
精
神
の
生
の
深
層
（
Ｓ
の
く
・
「
四
一
一
の
「
自
己
目
昏
昌
Ｃ
ロ
ー
］
の
宛
の
己
の
Ｐ
の
す
の
。
②
（
一
の
｛
の
」
の
廼
号
⑫
○
頁
の
ロ
の
田
切
〔
の
⑫
）

へ
の
還
元
に
対
し
て
、
哲
字
す
る
主
体
の
個
的
概
念
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
本
書
に
お
い
て
は
、
む
ろ
ん
の
こ
と
、
こ

の
還
元
に
つ
い
て
は
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
自
我
は
実
は
そ
れ
自
身
が
「
人
間
」
な
の
で
あ
る

（
む
ろ
ん
自
己
銃
覚
的
構
成
に
よ
っ
て
）
か
ら
、
人
間
が
哲
学
す
る
と
い
う
の
は
単
に
「
見
か
け
の
上
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
反
論

し
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
と
人
間
と
の
相
違
を
ま
だ
個
別
化
の
次
元
に
ま
で
置
き
移
す
に
は
い
た
つ

Ⅸ
現
象
学
的
観
視
者
は
「
非
存
在
」
な
の
か
？
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確
か
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
も
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
も
、
通
常
の
意
味
で
の
「
存
存
と
概
念
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
存

在
」
概
念
も
含
む
）
は
、
超
越
論
的
主
騨
性
の
「
存
在
」
に
関
し
て
適
用
で
き
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
超
絨
誇
的
存

在
の
理
解
に
つ
い
て
点
扣
当
の
懸
隔
が
あ
る
こ
と
Ａ
重
襲
夫
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
と
し
て
は
、
フ
ィ
ン
ク
の
理
解
を
確
認
し
て
か
ら
、

そ
し
て
、
両
者
の
対
立
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
、
同
じ
序
文
案
の
中
で
、
「
本
書
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
に
密
接
に
即
す
る

か
た
ち
で
、
絶
対
精
神
の
非
在
仲
的
（
曰
の
。
。
身
。
ゴ
）
哲
学
を
子
祝
し
つ
つ
行
わ
れ
る
」
（
旨
」
・
）
と
す
ら
宣
言
し
、
積
極
的
に
「
非

存
在
」
へ
と
現
象
学
を
転
換
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
を
見
せ
た
と
き
、
よ
り
先
鋭
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ヘ
ー

（
Ⅱ
）
 

ゲ
ル
か
ら
借
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
絶
対
精
岬
抑
」
や
「
絶
対
者
（
目
の
シ
す
い
○
一
巨
一
の
）
」
と
い
う
概
念
を
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
導
入

し
、
「
存
在
」
概
念
の
〈
外
部
〉
と
し
て
の
「
非
存
在
」
へ
と
進
ん
で
い
く
、
フ
ィ
ン
ク
の
方
向
を
手
放
し
で
は
認
め
な
い
。
フ
ッ
サ

ー
ル
に
と
っ
て
、
哲
学
す
る
の
は
「
見
か
け
上
」
人
間
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
超
越
論
的
主
観
性
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
人
間
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
哲
字
を
営
む
主
体
は
、
超
越
論
的
主
観
性
に
他
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
象
学
を
営
む
こ
と
（
恩
讐
・
日
の
ロ
。
．

｝
。
ｍ
屋
の
『
目
）
こ
そ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
哲
学
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
の
「
使
〈
酊
で
あ

か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
奉

か
た
ち
で
、
錘

る
｡ 

て
い
な
い
の
で
あ
る
」
三
・
ｏ
旨
へ
］
田
）
。

フ
ィ
ン
ク
は
、
現
象
学
的
還
元
を
高
次
の
レ
ベ
ル
で
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
主
観
と
い
う
個
別
的
主
観
へ
の
個
別
化
に

「
先
立
つ
」
「
絶
対
精
神
の
生
の
深
層
」
へ
と
い
た
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
個
的
主
観

と
し
て
の
「
人
間
」
と
超
越
論
的
主
観
（
自
我
）
と
の
同
一
性
を
固
持
し
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に

と
っ
て
、
現
象
学
を
営
む
主
体
と
は
、
あ
く
ま
で
人
間
的
主
観
で
あ
り
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
個
的
主
観

で
あ
る
と
す
ら
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
超
越
論
的
主
観
性
が
あ
ら
ゆ
る
学
を
普
遍
的
に
究
極
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
最
終
的
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
個
的
主
観
を
普
遍
化
す
る
方
向
で
し
か
超
越
論
的
主
観
性
を
容
認
し
な
い
の
も
、
フ
ィ
ン
ク

の
よ
う
に
形
而
上
学
的
な
含
意
を
多
分
に
含
ん
だ
「
絶
対
精
神
」
が
、
主
観
の
個
別
性
を
解
消
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
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1３１ 
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
ィ
ン
ク
批
判
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

ま
ず
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
世
間
的
（
ヨ
ロ
己
目
）
な
存
在
論
に
お
け
る
「
存
在
」
概
念
は
、
そ
れ
が
世
界
の
存
在
信
懸
に
束
縛

さ
れ
て
い
る
限
り
、
「
世
界
捕
捉
性
（
こ
の
一
ｓ
の
｛
自
由
の
弓
の
一
［
）
」
か
ら
自
由
で
は
な
い
。

「
根
源
的
意
味
に
お
い
て
、
「
存
在
的
」
で
あ
る
の
は
、
自
然
的
態
度
の
地
平
と
範
囲
に
お
い
て
遭
遇
可
能
な
存
在
者
、
つ
ま
り

世
界
内
の
存
在
者
で
あ
る
。
自
然
的
態
度
の
世
界
捕
捉
性
に
お
い
て
我
々
に
ま
ず
第
一
に
生
ず
る
の
は
、
存
在
の
理
念
と
概
念
で

あ
る
」
（
言
。
Ｏ
三
へ
望
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

し
か
し
、
単
純
に
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
す
れ
ば
、
世
界
捕
捉
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
現
象
学

一
服
）

的
還
元
を
遂
行
し
た
と
し
て
も
、
「
現
象
学
的
素
朴
性
（
己
富
国
・
白
の
ロ
。
一
・
四
唾
Ｃ
す
の
室
田
く
一
己
→
）
」
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ

し
て
、
こ
の
意
味
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
が
問
題
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
フ
ィ
ン
ク
か
ら
み
た
と
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
問
い

は
、
「
現
象
学
的
素
朴
性
」
を
抜
け
出
て
い
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
我
々
に
と
っ
て
「
所
与
性
」
と
な
っ
た
も
の
を
、
我
々
は
い
ず
れ
に
せ
よ
形
式
化
さ
れ
た
存
在
概
念

の
光
の
も
と
で
、
つ
ま
り
「
超
越
論
的
」
存
在
と
い
う
領
域
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
必
然
的
で
あ
る
に
し

て
も
し
か
し
ま
だ
現
象
学
的
素
朴
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
だ
特
に
克
服
さ
れ
て
い
な
い
自
然
的
存
在
概
念
に
秘
か
に
導
か

れ
、
さ
し
あ
た
り
超
越
論
的
存
在
を
、
理
論
的
に
現
象
学
を
営
む
我
々
の
経
験
の
基
体
と
な
る
存
在
者
の
独
立
し
た
次
元
と
し
て

捉
え
よ
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は
現
象
学
的
に
素
朴
で
あ
る
。
超
越
論
的
存
在
は
ま
さ
し
く
還
元
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
新
た
な
存
在
の
仕
方
、
い
ま
や
世
間
的
な
存
在
の
存
在
の
仕
方
と
並
行
し
て
立
て
ら
れ
る
べ
き
存
在
の
仕
方
だ
、
と
我
々
は
完

全
に
自
明
的
に
信
じ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
」
三
・
○
富
へ
曽
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
。

フ
ィ
ン
ク
が
い
い
た
い
の
は
、
我
々
が
世
間
的
な
存
在
論
の
概
念
を
超
越
論
的
存
在
に
適
用
し
、
超
越
論
的
主
観
性
の
「
存
在
」
と

は
何
か
、
と
問
う
こ
と
そ
の
も
の
の
中
に
、
す
で
に
「
現
象
学
的
素
朴
性
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

フ
ィ
ン
ク
は
、
次
に
超
越
論
的
に
存
在
す
る
者
と
世
間
的
に
存
在
す
る
者
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
し

か
も
、
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
断
念
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
事
態
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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１３２ 

フ
ィ
ン
ク
が
超
越
論
的
一
仔
在
を
主
題
的
に
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
超
越
評
赫
的
存
在
の
「
存
在
性
格
」
は
「
十
王
仔
在
」
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
く
る
。
ブ
ル
ジ
ー
ナ
も
い
う
よ
う
に
、
「
先
存
在
」
と
い
工
術
語
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
「
先
行
す
る
仕
方

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

超
越
論
的
主
観
性
は
、
自
ら
が
超
越
論
的
存
在
で
あ
り
、
世
間
的
な
存
在
と
は
異
質
な
存
在
の
仕
方
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
「
世
界
」
を
構
成
す
る
限
り
に
お
い
て
、
「
世
界
」
と
い
う
存
在
者
と
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
〈
構
成
す
る
も
の
－
構
成

さ
れ
る
も
の
〉
と
い
う
相
関
関
係
が
不
可
避
で
あ
る
以
上
、
超
越
論
的
存
在
と
し
て
の
構
成
的
主
観
性
と
世
間
的
な
存
在
者
と
し
て
の

世
界
と
の
間
に
は
、
あ
る
種
の
「
存
在
の
類
比
」
が
相
澤
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
注
意
深
く
、
「
我

々
は
超
越
論
的
主
観
性
を
い
わ
ば
存
在
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
た
て
ざ
る
を
え
な
い
。
類
比
的
に
存
在
理
念
を
導
き
の
糸
と
し
て
主
題

化
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
超
越
論
的
主
観
性
を
解
明
し
解
釈
す
る
た
め
の
可
能
性
を
一
つ
と
し
て
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
結
局
そ
の
理
由
は
、
我
々
が
超
越
論
的
主
観
性
に
到
達
で
き
る
の
は
自
然
的
態
度
か
ら
出
発
し
脱
出
し
た
上
で
し
か
な
い
、
と

い
「
占
佃
に
あ
る
」
（
三
・
○
旨
へ
田
強
調
フ
ィ
ン
ク
）
と
い
う
。

現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
も
、
「
世
界
捕
捉
性
」
と
い
う
自
然
的
態
度
の
性
質
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
も
、
超
越
論

的
主
観
性
の
領
野
を
還
元
に
よ
っ
て
別
挟
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
に
よ
っ
て

は
、
「
存
在
し
な
い
」
と
し
か
い
え
な
い
「
超
越
論
的
存
在
」
と
は
、
｜
種
の
「
無
（
冨
・
蔦
）
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
フ
ィ
ン
ク
は
、

「
現
象
学
的
経
験
は
す
で
に
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
何
で
あ
る
か
及
び
如
何
に
あ
る
か
と
し
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
「
そ
れ

自
体
に
お
い
て
」
は
存
在
的
で
な
い
も
の
を
認
識
し
、
そ
れ
を
認
識
に
お
い
て
（
超
越
論
的
）
「
存
在
者
」
へ
と
対
象
化
す
る
。

現
象
学
的
経
験
は
構
成
す
る
構
造
化
過
程
を
こ
の
過
程
に
固
有
な
「
先
存
在
（
く
。
『
８
三
）
」
の
状
態
か
ら
引
き
出
し
て
、
そ
の

過
程
を
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
て
客
観
化
す
る
。
換
言
す
る
と
、
現
象
学
的
観
視
者
の
理
論
的
経
験
は
超
越
論
的
主
観
性
の

「
先
存
在
的
」
な
生
の
経
過
を
存
在
化
し
（
◎
ョ
三
Ｎ
一
の
『
の
。
）
、
し
た
が
っ
て
或
る
１
１
世
界
的
に
予
め
与
え
ら
れ
た
か
た
ち
で
の

生
産
性
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
－
１
意
味
に
お
い
て
「
生
産
的
」
な
の
で
あ
る
」
（
再
Ｏ
ｇ
へ
忠
‐
忠
強
調

フ
ィ
ン
ク
）
。
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3３ 

一
》
Ⅲ
」

に
お
け
る
存
在
」
で
も
な
く
、
「
（
他
の
存
在
に
対
し
て
）
先
行
す
る
存
在
」
で
も
な
く
、
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
そ
の
も
の
に
先
行
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ー
ナ
は
、
「
く
。
『
‐
（
□
『
の
‐
）
」
と
い
う
語
を
、
形
容
詞
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
前
置
詞

的
に
理
解
す
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
「
先
存
在
」
と
い
う
概
念
は
、
「
韮
仔
在
」
へ
と
転
換
す
る
可
能
性
を
内
蔵

し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
フ
ィ
ン
ク
の
よ
う
に
「
先
存
在
」
を
「
非
存
在
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
全
面
的
に

同
意
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
は
、
フ
ィ
ン
ク
の
形
而
上
学
的
方
向
性
を
批
判
し
て
さ
え
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
フ
ィ
ン
ク
が
語
る
「
現
象
学
的
素
朴
性
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
長
い
欄
外
注
を
つ
け
て
い
る
。

「
次
の
二
つ
の
素
朴
性
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
自
然
的
存
存
著
と
超
越
論
的
存
在
者
を
比
較
す
る
よ
う
な
反
省
に
お
け
る
解
釈

の
素
朴
性
と
、
我
々
が
現
象
学
的
に
言
明
し
た
り
理
論
化
し
た
り
し
な
が
ら
、
「
存
在
す
る
（
の
①
曰
）
」
と
か
「
そ
の
よ
う
に
存

在
す
る
（
の
。
⑫
の
ヨ
）
」
と
か
諭
埋
学
的
な
も
の
一
般
と
い
っ
た
自
然
的
言
語
お
よ
び
そ
の
意
味
を
、
し
か
も
秘
密
裏
に
変
化
さ
せ

ら
れ
た
意
味
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
変
化
に
さ
し
あ
た
っ
て
気
づ
か
な
い
で
い
る
場
合
の
素
朴
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
問
題
が

あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
世
間
的
な
も
の
の
（
全
く
別
の
種
類
の
）
先
所
与
性
の
還
元
に
基
づ
く
超
越
論
的
な
も
の
の
先
所
与
性
と

い
う
普
遍
的
問
題
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
験
や
思
惟
す
べ
て
の
能
動
性
が
還
元
に
よ
っ
て
「
お
の
ず
か
ら

（
く
○
二
⑫
の
一
ヶ
唖
【
）
」
引
き
受
け
る
内
的
な
変
化
（
旨
口
の
『
の
三
騨
目
一
百
ｍ
）
な
の
で
あ
る
」
〈
言
・
○
旨
へ
巴
（
田
の
）
皆
ョ
）
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
現
襲
撃
的
還
元
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
存
在
」
概
念
も
ま
た
、
「
内
的
変
化
」
を
被
る
。
し
た

が
っ
て
、
還
元
後
に
見
い
だ
さ
れ
る
超
越
論
的
存
存
著
の
「
存
在
」
と
は
、
も
は
や
そ
れ
ま
で
の
自
然
的
態
度
に
お
け
る
「
存
碆
仕
」
概

念
に
よ
っ
て
は
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
「
存
エ
仕
」
概
念
の
「
内
的
変
化
」
に
気
づ
か
な
い
「
素
朴

性
」
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
現
象
学
的
還
元
は
、
世
間
的
な
概
念
す
べ
て
が
も
っ
て
い
る
「
自
然
的

一
一
一
一
口
語
の
意
味
」
を
変
化
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
存
在
」
概
念
も
●
ま
た
超
越
論
的
な
「
蚕
仕
」
概
念
へ
と
変
質
さ
せ
ら
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
な
の
は
変
化
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
還
元
以
前
と
は
か
わ
ら
な
い
よ
う
な
意
味
あ
い
で
一
‐
存
在
」

概
念
を
用
い
る
こ
と
の
「
素
朴
さ
」
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
概
念
の
意
味
が
「
内
的
変
化
」
を
被
っ
た
こ
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ち
な
み
に
ブ
ル
ジ
ー
ナ
に
よ
れ
戯
、
フ
イ
ン
ク
に
と
っ
て
「
存
在
」
概
念
と
は
、
あ
く
ま
で
世
間
的
な
、
構
成
さ
れ
た
現
象
に
の
み

適
用
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
構
成
的
主
観
性
で
あ
れ
現
象
学
的
観
視
者
で
あ
れ
、
超
越
論
的
存
在
に
つ
い
て
は
「
非
存
在
」
あ
る
い
は

「
先
存
在
」
と
し
て
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
存
在
を
あ
く
ま
で
人
間
的
存
在
と
一
致
す

る
も
の
と
し
て
考
え
る
た
め
に
、
「
存
在
」
概
念
を
二
義
的
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
現
象
学
的
還
元
に

（
肥
）

よ
っ
て
開
示
式
」
れ
た
超
越
論
的
存
在
と
い
う
「
新
し
い
種
類
の
存
在
」
こ
そ
が
、
新
た
な
現
象
学
研
究
の
課
題
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
ま
た
、
世
間
的
に
存
在
す
る
人
間
的
主
観
性
と
、
超
越
論
的
存
在
Ｔ
非
存
在
・
先
存
在
）
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性

と
の
二
重
性
が
、
同
一
の
人
間
的
主
観
性
に
宿
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
構
成
す
る
主
観
性
（
Ⅱ
超
越
論
的
主
観
性
）
と
構
成
さ
れ
た

主
観
性
（
Ⅱ
人
間
的
主
観
性
）
と
い
う
主
観
性
の
二
重
性
を
、
同
一
の
人
間
的
主
観
性
に
お
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し

童
が
あ
る

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ィ
ン
ク
が
、
超
越
論
的
存
在
を
、
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
を
「
拡
大
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
論
に
組
み
込

も
う
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
存
在
」
概
念
を
新
し
く
拡
大
す
る
必
要
を
認
め
ず
、
世
間
的
な
「
存
在
」
概
念
を
変

化
さ
せ
る
こ
と
で
超
越
論
的
存
在
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
は
、
「
存
在
」
概
念
の
理
解
を
め
ぐ
る
両
者
の
態
度
の
決
定
的
な

フ
ィ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
避
け
る
た
め
に
、
存
在
領
域
を
世
間
的
な
も
の
と
超
越
論
的
な
も
の
と
に
分
け
、

「
存
在
」
概
念
を
世
間
的
な
意
味
で
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
超
越
論
的
存
在
を
「
非
存
在
」
と
い
う
領
域
に
押
し
込
め
た
。
そ

の
結
果
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
新
た
に
、
「
先
存
在
」
と
い
う
形
而
上
学
的
領
域
の
考
察
を
、
現
象
学
内
部
で
問
う
と
い
う
課
題
を
担
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
世
間
的
に
存
在
し
な
い
「
非
存
在
」
と
し
て
の
超
越
論
的
存
在
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
世
間
的
に
存
在

す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
つ
ま
り
、
「
非
存
在
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
を
獲
得
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

一一生むつ〃。

と
を
把
握
し
、
超
越
論
的
次
元
に
お
い
て
「
存
在
」
を
語
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
な
ら
ば
、
超
越
論
的
主
観
性
の
「
存
在
」
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
、
超
越
論
的
主
観
性
が
人
間
的
主
観
性
へ
と
「
存
在
化
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
世
界
内

に
「
現
出
Ⅱ
現
象
（
：
○
ケ
の
曰
の
ロ
）
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
を
獲
得
す
る
と
考
え
た
。
そ
れ
が
超
越
論
的
主
観
性
の
「
世
界

化
（
く
の
『
三
⑦
’
一
一
一
○
ケ
目
、
）
」
と
呼
ば
れ
る
解
決
法
で
あ
っ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
れ
フ
ィ
ン
ク
で
あ
れ
、
現
象
学
的
還
元
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
が
、
還
元

以
前
の
人
間
的
主
観
性
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
ブ
ル
ジ
ー
ナ
が
い
う
よ
う

に
、
第
一
に
、
先
存
在
的
も
し
く
は
非
存
在
的
な
超
越
論
的
主
観
性
が
、
存
在
者
と
し
て
の
世
間
的
・
人
間
的
主
観
性
と
ど
の
よ
う
に

関
係
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
第
二
に
、
超
越
論
的
な
構
成
的
主
体
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
が
、
構
成
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
世
界
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
種
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
先
立
ち
、
「
先
存
在
」
・
「
非
存
在
」
と
し
て
超
越
論
的
主
観
性
は
、
世

間
的
な
存
在
者
と
し
て
の
「
世
界
」
に
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
が
単
純
に
「
先
存
在
」
も
し
く
は
「
非
存
在
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
、
超
越
論
的
主
観
性
が
、
世
間
的
・
人
間
的
主
観
性
と
「
同
一
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
た
世
界
の

中
に
「
局
在
化
（
Ｐ
○
百
房
目
・
目
）
」
さ
れ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
る
草
稿
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い

ろ
。

「
人
間
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
の
「
合
致
（
□
の
口
冒
温
〉
」
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
特
殊
性
、
そ
の
行
為
、
そ
の
習
慣
性
に
お
け

る
心
的
な
も
の
と
超
越
論
的
な
も
の
と
の
「
合
致
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
あ
ら

ゆ
る
超
越
論
的
な
も
の
は
、
細
部
に
わ
た
っ
て
、
人
間
と
人
間
の
心
的
な
も
の
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

（
釦
）

は
、
捕
捉
と
い
う
仕
方
で
蹄
踏
う
｝
」
と
な
く
入
り
込
み
、
人
間
に
お
け
る
場
所
を
還
元
に
与
え
る
一
種
の
「
局
在
化
」
で
あ
る
。
」

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
超
越
論
的
主
観
性
は
、
時
間
・
空
間
の
中
に
存
在
す
る
人
間
的
主
観
性
と
い
う
場
所
を
与
え
ら
れ
る
。

ｘ
超
越
論
的
存
在
者
の
「
世
界
化
」
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
が
「
存
在
化
し
」
、
存
在
者
の
世
界
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
、
「
局
在
化
」
と
呼
ぶ
。
さ
ら

に
、
フ
ィ
ン
ク
が
、
超
越
論
的
主
観
性
の
「
世
界
化
」
を
世
界
へ
の
「
現
出
Ⅱ
現
象
（
向
風
ら
の
ご
目
ね
）
」
と
し
て
語
り
、
超
越
論
的

主
観
性
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
現
出
の
真
理
を
「
見
か
け
の
真
理
（
の
９
の
冒
冒
》
『
ず
の
一
［
）
」
と
し
て
断
じ
、
超
越
論
的
真
理

に
よ
っ
て
「
止
揚
」
さ
れ
る
と
考
え
る
と
き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
こ
れ
に
は
私
は
反
対
だ
！
空
間
時
間
的
な
局
在
化
は
仮
象
で
は

な
く
、
ひ
と
つ
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
世
界
的
局
在
化
、
世
界
的
に
存
在
す
る
も
の
の
局
在
化
を
超
越
す
る
と
い

う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
」
三
・
Ｃ
ｇ
へ
］
合
（
」
、
の
）
雪
ョ
）
と
語
っ
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
空
間
時
間
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
的
主
観
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
的
に
存
在
す
る
も
の
を
、
そ
れ
自
体
に

お
い
て
超
越
す
る
特
権
的
な
存
在
者
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
間
的
主
観
性
が
自
ら
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
、
超
越
論
的
主

観
性
へ
と
至
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
人
間
的
主
観
性
と
超
越
論
的
主
観
性
と
の
「
合
致
」
を
語
り
、
超
越
論

的
主
観
性
に
世
間
的
な
人
間
的
「
存
在
」
を
与
え
る
こ
と
で
両
者
を
結
び
つ
け
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
解
決
策
は
あ
ま
り
に
も
簡
素
に
す
ぎ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
「
構
成
す
る
主
観
性
」
と
「
構
成
さ
れ
る
主

観
性
」
が
「
現
出
」
に
お
い
て
「
同
時
に
存
在
す
る
」
と
い
う
不
都
合
を
排
除
で
き
な
い
。
主
観
性
の
二
重
性
を
回
避
す
る
た
め
に

は
、
「
非
存
在
」
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
に
「
存
在
」
を
取
り
戻
す
複
雑
な
階
梯
を
経
る
必
要
が
あ
る
・

フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
を
営
む
自
我
が
「
世
界
化
」
さ
れ
る
た
め
に
は
、
二
段
階
の
世
界
化
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
現

象
学
的
還
元
の
逆
の
行
程
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
還
元
が
、
人
間
的
主
観
性
を
還
元
し
、
超
越
論
的
構
成
的
主
観
性
を
見
い
だ

し
、
さ
ら
に
、
現
象
学
的
観
視
者
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
、
観
視
者
が
構
成
的
主
観
性
へ

と
世
界
化
さ
れ
、
構
成
的
主
観
性
が
人
間
的
主
観
性
へ
と
世
界
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

「
世
界
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
ず
、
「
本
来
的
あ
る
い
は
第
一
次
的
世
界
化
（
の
釘
の
貝
一
一
◎
ず
の
Ｃ
Ｑ
①
『
冒
冒
『
の
く
の
『
弓
の
一
二
一
・
百
局
）

と
し
て
、
現
象
学
を
営
む
自
我
が
、
構
成
的
主
観
性
へ
と
世
界
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
「
構
成
す
る
自

我
は
自
己
の
能
動
的
な
構
成
の
能
作
に
よ
っ
て
世
間
化
さ
れ
る
。
こ
の
構
成
の
能
作
は
現
象
学
的
に
理
論
を
た
て
る
「
無
関
与
な
」
自

我
を
世
間
化
へ
と
引
き
ず
り
込
む
」
三
・
○
三
へ
巨
①
）
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
非
本
来
的
あ
る
い
は
第
二
次
的
世
界
化
（
目
の
一
顕
の
貝
‐
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｜
一
ら
の
○
二
の
『
叩
の
【
目
：
『
の
ぐ
臼
暑
の
一
一
一
］
○
百
口
、
）
」
に
お
い
て
は
、
文
字
ど
お
り
「
人
間
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
て
お
り
、
構
成

的
自
我
が
人
間
的
自
我
へ
と
人
間
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
現
象
学
的
営
為
は
世
界
を
超
越
す
る
営
為
と
し
て
世
界
に
再

転
落
し
、
世
界
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
超
越
す
る
営
為
と
な
る
。
い
ま
や
還
元
と
い
う
「
脱
人
間
化
（
団
口
自
の
。
⑫
。
盲
信
）
」
と
し
て

の
現
象
学
的
営
為
は
人
間
化
（
ぐ
の
目
自
塑
呂
の
ご
）
さ
れ
る
」
（
言
Ｃ
三
へ
巴
①
）
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
自
我
の
二
重
存
在
は
、
世
界
化
に
よ
る
「
人
間
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
解

明
し
な
い
限
り
、
首
肯
し
え
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
自
然
的
態
度
を
と
る
自
我
と
し
て
の
私
は
、
つ
ね
に
同
時
に
超
越
論
的
自
我
で

あ
る
」
（
己
乱
）
と
語
る
こ
と
の
意
味
と
は
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
「
現
象
学
的
営
為
の
全
面
的
主
体
は
超
越
論
的
（
そ
の
超
越
論

性
に
と
ど
ま
る
）
自
我
で
も
な
け
れ
ば
、
自
然
的
態
度
の
素
朴
さ
を
特
徴
づ
け
る
閉
塞
性
に
と
ど
ま
る
、
超
越
論
的
な
も
の
に
た
い
し

て
閉
ざ
誉
れ
た
「
人
間
」
で
も
な
く
む
し
ろ
世
界
の
な
か
に
－
１
非
本
來
的
な
世
界
化
に
よ
っ
て
ｌ
「
現
出
す
る
」
超
越
論
的
主

観性（》》の【ｍ９の曰の己。》・【『自切Ｎの己のご［口｝の、巨亘の百く愚一）である」（言・Ｃｇへ］日）ということに他ならない。この
よ
う
な
理
解
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
誰
が
現
象
学
を
行
う
の
か
」
あ
る
い
は
「
現
象
学
観
視
者
と
は
誰
か
」
と
誰
何
さ
れ
た
と
き
、
現

象
学
を
営
む
主
体
が
「
超
越
論
的
な
ら
び
に
ま
た
世
間
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
、
現
象

学
を
営
む
主
体
に
お
い
て
、
「
超
越
論
的
主
観
性
」
と
「
人
間
的
主
観
性
」
と
の
「
弁
証
法
的
統
一
（
」
旨
一
の
六
〔
一
ｍ
つ
ぎ
の
囚
二
○
一
一
）
」

（
言
Ｏ
三
へ
」
日
）
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
省
察
圏
に
お
て
い
提
起
し
た
「
現
（
泰
字
的
観
視
者
」
と
い
う
超
越
論
的
主
観
性
の
新
し
い
在
り
方
は
、
『
第
六
省

察
一
に
お
い
て
、
フ
ィ
ン
ク
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
フ
ッ
サ
ー
ル
的
方
向
性
の
深

化
で
は
な
く
、
フ
ィ
ン
ク
と
い
う
類
稀
な
秀
才
に
よ
る
新
た
な
現
象
学
の
方
向
性
の
模
索
を
意
味
し
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
強
刀
な

磁
場
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
フ
ィ
ン
ク
の
『
第
六
省
窪
凸
は
、
ブ
ル
ジ
ー
ナ
も
い
う
よ
う
に
、
超
越
論
的
現
象
学
に
お
い
て

結
語
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「
存
在
論
的
次
一
皿
を
切
り
開
き
、
現
象
学
を
「
存
在
論
」
と
い
う
意
味
で
理
解
す
る
方
途
を
指
向
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
・
そ
れ

は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
ハ
ィ
ー
ア
ガ
ー
の
問
い
を
、
フ
ィ
ン
ク
が
フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
の
枠
内
で
解
決

し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
陥
っ
た
超
越
論
的
主
観
性
の
「
存
在
」
の
二
重
性
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
し
て
、
フ
ィ
ン
ク
は
一
応
の
解
決
案
を
提
示
し
た
。

し
か
し
、
以
上
で
も
っ
て
我
々
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
フ
ィ
ン
ク
と
の
対
決
を
十
分
に
検
討
し
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
超
越
論
的

主
観
性
の
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
解
決
に
つ
い
て
も
、
フ
ィ
ン
ク
の
「
非
存
在
論
」
に
つ
い
て
の
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
超
越
論
的
主
観
性
の
考
察
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
時
間
性
」
の
問
題
が
手
付
か
ず
の
ま
ま
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
難
問
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
２
）
下
記
の
拙
論
を
参
照
せ
よ
。
森
村
修
「
最
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
川
－
超
越
論
的
自
我
は
存
在
す
る
か
？
」
（
法
政
大
学
教
養
部
「
紀
要
」
第
一

○
七
号
特
別
号
、
一
九
九
八
年
）
。

（
３
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
差
異
に
触
れ
、
人
間
的
主
観
性
や
意
識
を
探
究
す
る
心
理
学
に
お
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ

が
「
現
象
学
的
心
理
学
」
で
あ
っ
て
も
、
超
越
論
的
問
題
に
対
す
る
解
明
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
彼
は
「
逆
説
的
な
一
一

義
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
超
越
論
的
問
い
へ
の
回
答
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
、
経
験
的
心
理
学
で
あ
れ
形
相
的
－
現
象
学
的

心
理
学
で
あ
れ
と
に
か
く
心
理
学
に
も
と
め
る
の
は
、
超
越
論
的
な
循
環
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
問
い
か
け
が
拠
り

〈
注
〉

（
１
）
囚
の
目
Ｃ
一
・
弓
；
函
巨
い
い
ｃ
１
ｍ
同
口
ａ
○
一
○
百
日
】
口
‐
ロ
『
冒
已
８
，
シ
Ｈ
鼻
の
一
目
」
昏
匡
の
沼
の
『
⑪
シ
ロ
Ｂ
Ｃ
Ｈ
穴
目
、
の
。
」
息
Ｆ
旨
汕
ヨ
の
、
の
」
の
『
両
。
『
い
り
盲
。
ｍ

｝
〕
『
漬
・
ぐ
。
■
閂
ｚ
ｃ
藍
。
【
》
葛
厨
⑳
目
吻
・
富
｛
一
一
一
０
房
因
巨
、
冨
の
咳
の
一
一
②
。
ご
｛
戸
Ｃ
、
『
ョ
⑫
『
且
一
己
『
②
ｂ
・
山
８
．
（
強
調
引
用
者
）
（
宮
武
昭
訳
「
「
プ
リ
タ
ニ

ヵ
」
論
文
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
、
『
現
代
思
想
・
臨
時
増
刊
ｌ
総
特
集
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
所
収
、
一
九
七
九
年
、
二
一
七

＊
『
フ
ッ
サ
ー
ル
馨
作
染
（
医
い
め
の
『
一
一
目
色
）
』
か
ら
の
引
用
箇
所
の
指
示
は
、
文
中
括
弧
内
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
表
記
し
、
斜
線
の
後
に
、
頁

数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
し
た
。
な
お
、
『
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
つ
い
て
は
、
（
二
・
、
ｇ
）
と
表
記
し
、
斜
線
の
後
に
頁
数
を
ア
ラ
ビ

ア
数
字
で
表
記
し
た
。

頁
一〆

。
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3９ 
ど
こ
ろ
に
す
る
・
王
観
性
や
懲
識
は
ｌ
Ｉ
こ
こ
で
我
々
は
逆
説
的
な
一
一
義
性
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
ｌ
ｌ
け
っ
し
て
心
理
学
に
よ
っ
て

扱
わ
れ
る
主
観
性
や
意
識
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
」
（
臭
白
岡
）
。

（
４
）
Ｑ
・
害
］
い
め
の
『
一
・
口
：
□
一
命
炭
『
国
い
」
の
『
２
【
・
凰
】
咳
、
一
一
の
二
三
房
い
の
目
の
富
｛
一
ｓ
目
」
ｓ
の
【
『
目
閏
目
」
①
三
四
一
ｍ
勺
冨
■
Ｃ
Ｂ
の
：
一
・
ね
｝
Ｑ
ロ
ロ
の
、
冒

一
の
一
白
浸
旨
二
一
⑰
己
冨
ご
◎
ョ
目
・
』
Ｃ
唱
切
９
の
で
三
一
○
砂
Ｃ
で
す
】
⑱
．
出
二
⑫
ｍ
の
『
｝
冒
冒
、
」
三
」
・
Ｚ
・
ロ
の
回
困
圏
陀
．
ご
“
『
｛
一
三
］
豹
三
一
旨
｛
｛
窓
淨

（
５
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
『
省
察
』
の
最
後
で
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
己
省
察
が
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
す
る
。
そ
れ
は
現
象

学
的
な
自
己
省
察
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
己
省
察
と
完
全
な
自
己
省
察
と
は
密
接
不
可
分
で
、
そ
れ
と
同
時
に
、
超
越
論
的
還

元
の
形
式
に
お
け
る
自
己
宥
察
と
い
う
其
疋
の
現
象
学
的
方
法
、
つ
ま
り
、
超
越
論
的
還
元
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
超
越
論
的
エ
ゴ
の
志

向
的
自
己
解
明
と
、
直
観
的
形
相
学
の
論
理
的
形
態
に
お
け
る
体
系
的
記
述
と
い
う
真
正
の
現
象
学
的
方
法
か
ら
不
可
分
な
の
で
あ
る
」
ロ

（
７
）
国
三
戸
、
：
旨
」
・
も
」
圏
．
（
同
五
三
頁
）
。

（
８
）
両
冒
戸
丙
：
一
三
二
：
己
」
巴
（
同
五
二
頁
）
ｃ

（
９
）
国
。
戸
向
；
旨
１
．
〈
何
）
。

（
Ⅲ
）
、
『
肩
冒
淨
・
力
．
．
『
ず
Ｃ
の
己
君
。
ニ
ュ
ヨ
、
（
く
の
ョ
｛
『
の
一
二
一
の
夛
巨
づ
ぬ
）
○
｛
【
国
冨
Ｃ
の
ご
」
の
三
ｍ
一
つ
ゴ
の
■
Ｃ
昌
企
ｐ
ｏ
－
ｏ
ｍ
一
つ
、
一
『
の
｛
」
Ｃ
ｎ
－
－
Ｃ
目
シ
切
言
ユ
瑁
○
｛
、
戸
砠
２

句
旨
屍
・
切
・
・
＠
二
】
、
貫
一
の
⑪
一
由
コ
マ
Ｐ
の
昌
冨
二
○
コ
。
．
｝
］
戸
】
ぬ
醜
の
『
一
切
一
色
」
』
の
⑭
い
》
」
①
⑫
ｍ
・
己
・
唾
①
．

（
、
）
四
房
ｍ
の
『
一
・
伝
・
・
国
『
一
ｍ
｛
自
用
Ｏ
Ｂ
営
旨
、
色
『
ユ
の
。
・
す
『
終
．
ご
Ｃ
ロ
幻
・
「
ゴ
ｍ
ｍ
ａ
ｇ
（
宅
シ
両
君
。
ご
同
国
Ｃ
Ｆ
Ｃ
。
円
◎
シ
⑭
、
｝
・
□
ｇ
犀
筐
い
』
①
①
Ｐ
つ
・
」
巴
・

（
強
調
フ
ッ
サ
ー
と

（
、
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
欄
外
注
で
次
の
よ
う
に
鱒
き
直
し
て
い
る
。
「
現
象
学
す
る
主
観
的
能
作
が
超
越
論
的
な
［
世
界

を
］
構
成
す
る
能
作
（
園
口
驚
の
己
の
ロ
ョ
ー
の
。
§
｛
（
戸
Ｃ
目
一
冒
一
の
『
の
己
の
ｐ
Ｆ
Ｃ
一
晩
－
２
）
と
は
異
な
る
か
ら
こ
そ
、
［
世
界
の
］
構
成
的
生
成
の
開
示

そ
？
・
の
だ
［
そ
れ
…
［
す
な
わ
ち
世
界
擶
戒
の
意
味
で
］
［
艤
成
的
］
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
’
す
…
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
」

（
弓
ｏ
二
ｓ
』
（
這
）
シ
ロ
ョ
）
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
暖
味
に
し
て
い
る
構
成
の
対
象
を
明
確
に
「
世
界
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
「
現
象
学
を
営
む
主
観
的
な
能
作
」
（
Ⅱ
現
象
学
的
観
視
者
）
と
「
超
越
論
的
な
世
界
構
成
的
能
作
」
（
Ⅱ
超
越
論
的

自
我
・
主
観
性
）
と
の
あ
い
だ
に
は
、
明
確
な
区
別
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
世
界
」
は
超
越
論
的
主
観
性
に
よ
っ
て
「
榊
成
さ
れ
る
」

対
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
は
、
フ
ィ
ン
ク
が
考
え
て
い
る
「
世
界
」
と
は
異
質
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（６）。｛・司冒【．、．．□一のごず眸口○日の己Ｃ－Ｃｍ－のめら三①勺三一Ｃ咳Ｃ己宣の両ユヨ巨口」犀巨いぃ⑦『一切一コ二の『函の晩の■芝賢一】ぬ①二宍『一二天・旨》⑪目ユーのロＮＥ『
ｏ
 

二
習
・
三
の
ロ
○
一
○
四
。
“
こ
さ
‐
］
９
℃
・
弓
］
い
｝
‐
］
圏
。
（
新
田
義
弘
・
小
池
稔
訳
『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
』
、
以
文
社
、
一
九
八
一
一
年
、
五
一
一
Ｉ

へ
］
『
①
Ｉ
』
⑭
Ｃ
）
（
）

五
三
頁
参
照
）
。
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1４０ 

（
翌
フ
ィ
ン
ク
の
本
文
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
欄
外
注
で
下
記
の
よ
う
に
書
き
あ
ら
た
め
た
（
変
更
箇
所
を
ゴ
シ
ッ
ク
で
強
調
し
た
）
・
「
も

ち
ろ
ん
現
象
学
的
観
視
者
は
、
超
越
論
的
世
界
経
験
（
存
在
者
の
経
験
、
そ
の
う
ち
に
は
内
在
的
存
在
者
の
反
省
を
ふ
く
め
て
）
へ
主
題
的
に

ま
な
ざ
し
を
向
け
つ
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
世
界
経
験
か
ら
世
界
構
成
へ
と
遡
行
的
に
問
い
、
「
完
成
済
み
の
」
存
在
妥
当
か
ら
こ
の
存
在
妥

当
の
内
的
か
つ
外
的
な
形
成
連
関
と
形
成
過
程
へ
と
、
し
た
が
っ
て
反
省
の
構
成
的
深
層
へ
と
遡
行
的
に
問
う
。
現
象
学
的
観
視
者
は
そ
の
場

合
、
い
っ
さ
い
の
構
成
す
る
生
を
貫
き
進
み
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
普
遍
的
な
目
的
論
的
傾
向
、
つ
ま
り
存
在
全
体
性
（
⑭
⑪
一
コ
⑩
｛
ｏ
釘
一
一
聾
）
に
お

け
る
存
在
へ
の
傾
向
を
開
示
す
る
。
原
理
的
に
彼
は
、
存
在
者
は
構
成
の
「
成
果
」
に
す
ぎ
な
い
、
構
成
は
い
つ
も
存
在
者
の
構
成
で
あ
り
、

し
か
も
全
存
在
（
の
①
一
コ
⑫
四
一
一
）
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
構
成
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
遡
行
的
に
把
握
す
る
」
（
国
６
旨
へ
巴

（
患
）
出
口
曰
）
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
世
界
構
成
だ
け
で
な
く
、
存
在
に
つ
い
て
も
構
成
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

（
ｕ
）
ブ
ル
ジ
ー
ナ
は
、
フ
ィ
ン
ク
の
哲
学
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
認
め
て
い
る
（
Ｑ
・
Ｑ
．
、
『
目
ヨ
、
．
Ｐ
『
冒
目
言
・
『
｝
ニ
ヨ
、
．
や
蹟
）
。
ま
た
、

彼
は
、
フ
ィ
ン
ク
に
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
一
ナ
ガ
ー
と
い
う
現
象
学
的
思
考
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
新
プ
ラ
ン
ト
主
義
や
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
プ
ル

ー
ノ
か
ら
の
影
響
を
認
め
て
い
る
（
（
》
｛
・
国
ご
昌
息
・
用
：
目
『
自
切
一
算
・
『
け
旨
－
８
目
。
二
○
口
・
－
．
国
ロ
戸
、
；
⑭
】
Ｈ
［
ラ
Ｃ
色
『
（
の
：
皀
巨
⑦
二
言
屋
・
宮

、
厚
の
国
①
四
・
｛
シ
『
国
冨
８
口
こ
の
貝
四
一
『
寺
の
Ｃ
こ
◎
｛
ｇ
の
ｓ
ｏ
』
》
三
一
二
円
の
杙
巨
巳
二
○
訂
ご
◎
づ
め
ご
団
鹿
巨
勝
の
『
一
・
弓
『
自
切
｝
呉
⑩
」
鼠
二
百
（
『
・
ニ
ロ
の
二
○
百

ケ
］
宛
．
□
旨
い
旨
四
」
■
こ
】
：
、
〔
『
・
勺
・
へ
国
］
Ｃ
Ｃ
目
曰
智
○
回
印
】
。
」
】
目
砦
。
」
房
・
」
①
＠
ｍ
》
ご
・
×
２
）
・

（
咽
）
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ン
ク
の
指
摘
は
、
『
街
察
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
心
理
学
主
義
を
批
判
し
、
そ
の
立
場
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
問
い
を
取
り
上
げ
批
判
し
た
こ
と
と
、
類
似
の
観
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
最
後
の

フ
ッ
サ
ー
ル
⑪
ｌ
超
越
論
的
自
我
は
存
在
す
る
か
？
」
参
照
。

（
随
）
、
日
日
ロ
Ｐ
困
・
・
弓
『
目
②
一
旦
。
『
．
“
旨
【
『
○
二
Ｅ
○
二
○
Ｐ
ｂ
」
』
ぐ
・

（
Ⅳ
）
Ｃ
｛
。
、
日
割
ヨ
四
・
幻
・
《
曰
豈
の
①
ロ
弓
。
『
一
ニ
ヨ
、
》
己
や
巴
‐
唖
、
．

（
焔
）
国
日
峡
冒
陣
・
内
・
」
コ
ユ
ｊ
や
い
⑭
．

（四）Ｃ｛・国『目白伊宛・“旨・国目一貫。『担切［貝ＳＰＰＣ二○Ｐご・｜ご｛・
（
別
）
ロ
』
図
思
い
切
目
自
国
日
い
冒
騨
届
・
一
・
二
の
①
ロ
尋
○
吋
］
」
旨
宛
・
畠
）
．
、
⑭
。

（
釦
）
国
『
冨
冒
伊
冗
・
』
亘
皀
・
・
己
．
、
、
．
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