
（

形
式
的
挙
示
再
考

）

『

存

在

と

時

間

』

と

哲

学

の

方

法

田
中

敦

一

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
」
の
理
解

に
関
す
る
困
難
さ

現
代
を
代
表
す
る
哲
学
著
作
の
一
つ
で
あ
る
『
存
在
と
時
間
』
の

内
容
は
、
哲
学
的
方
法
を
哲
学
に
固
有
の
仕
方
で
探
究
す
る
も
の
で

あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に

し
た
い
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
い
う
場
合
、

「
方
法
」
と
い
う
語
が
何
を
意
味
す
る
か
に
よ
っ
て
、
大
き
な
誤
解

を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
筆

者
の
解
釈
の
試
み
を
、
一
九
二
〇
年
代
の
哲
学
の
方
法
を
め
ぐ
る
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
察
に
依
拠
し
な
が
ら
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え

る
理
由
と
そ
の
解
釈
の
基
本
線
を
示
し
、
大
方
の
批
判
を
仰
ぐ
こ
と

に
し
た
い
。

あ
る
哲
学
的
立
場
が
、
知
識
の
原
理
を
根
本
的
に
問
い
直
し
、
す

べ
て
を
、
つ
ま
り
存
在
す
る
も
の
一
切
を
、
思
惟
し
う
る
も
の
の
一

切
を
、
そ
の
第
一
の
根
底
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
自
覚
的
に
自
ら
の

課
題
と
し
て
い
る
場
合
、
哲
学
的
認
識
の
そ
う
し
た
解
明
を
、
そ
の

内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
、
十
全
な
仕
方
で
理
解
に
齎
す
に
は
特
別
の
難

し
さ
が
付
き
ま
と
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
哲
学
と
い
う
知
の
営
み
に
関
し
て
一
般
的
に

も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
を
問

、

（形式的挙示再考）1／『存在と時間』と哲学の方法



題
に
す
る
場
合
、
こ
の
点
で
特
に
困
難
な
事
態
が
待
ち
受
け
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
全
体
を
体
系
的
に
総
括

し
て
論
じ
て
い
る
主
著
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
面

か
ら
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
端
的
に
は
存
在
の
忘

却
と
い
う
問
題
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
何
を
い
ま
さ
ら
と
い
う
感

が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
原
則
的
な
問
題
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、

そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
ま
ず
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

周
知
の
如
く

『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

、

存
在
の
意
味
へ
の
問
い
を
改
め
て
問
う
こ
と
の
必
要
性
を
主
張
し
て

い
る
。
哲
学
の
主
題
で
あ
る
存
在

「
有
る
と
い
う
こ
と
」
が
哲
学

、

の
探
求
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

際
、
こ
の
忘
却
と
い
う
事
態
は
哲
学
の
長
い
伝
統
の
な
か
で
生
じ
、

さ
ら
に
そ
の
な
か
で
正
当
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
、
存
在
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
た
の
は
、
単
な

る
偶
然
や
怠
慢
に
そ
の
理
由
が
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
哲

学
の
伝
統
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
突
然
思
い
出
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で

、

、

は
な
く

一
九
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
研
究
を
通
じ
て

哲
学
の
原
理
の
探
求
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
問
題
に
連
続
し
て
い

る
。古

来
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
発
し
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
存
在
を
問
う
こ
と
が
哲
学
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
な
の
に
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
そ
の
当
の
問
題
が
忘
れ
去

ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
た
だ
事
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
意
味
し

て
い
る
の
は
、
哲
学
が
哲
学
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
意

味
で
と
ん
で
も
な
い
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て

起
き
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
主

張
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
難
し
さ
の
根
拠
が
あ
る
。
事

態
を
さ
ら
に
難
し
く
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
つ
ま
り
哲
学

の
場
合
、
問
う
こ
と
、
探
求
す
る
こ
と
の
主
題
、
対
象
が
、
そ
れ
だ

け
で
独
立
し
て
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
知
識
と
し
て
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
知
っ
て

い
る
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
存
在
を
忘
却
し
て
い

る
と
い
う
問
題
の
指
摘
は
明
ら
か
に
対
象
の
問
題
で
は
な
く
、
知
の

問
題
、
知
の
原
理
の
問
題
に
な
る
。
存
在
が
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
と

主
張
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
問
題
を
取
り
上

、

。

げ

そ
れ
を
哲
学
の
方
法
の
探
求
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る

存
在
の
忘
却
と
い
う
問
題
は
、
従
っ
て
、
存
在
と
い
う
哲
学
に
固

『存在と時間』と哲学の方法 ／2（形式的挙示再考）



（形式的挙示再考）3／『存在と時間』と哲学の方法

有
の
対
象
を
忘
れ
て
い
た
り
、
見
誤
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

（

）

で
は
な
く

ま
た
存
在
者
を
考
察
す
る
存
在
的

、

オ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

（
オ
ン
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ

諸
学
と
、
存
在
を
問
い
、
考
察
す
る
存
在
論
的

学
、
哲
学
と
の
違
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
存
在

ュ
な
）

を
問
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
哲
学
に
固
有
の
問
題
の
立
て
か
た
、
方

法
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
る

『
存
在
と
時
間
』
第
七
節
で
は
そ
の

。

こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
現
象
学
は
存
在
論
の
主
題
と

。

な
る
べ
き
も
の
へ
と
接
近
す
る
仕
方
で
あ
り
、
証
明
し
つ
つ
そ
れ
を

規
定
す
る
仕
方
で
あ
る
。
存
在
論
は
た
だ
現
象
学
と
し
て
の
み
可
能

で
あ
る

す
な
わ
ち

如
何
に

と
し
て
の
現
象
学
が

何

」

。

「

」

「

（

）

2
48
-

（
一
）

か
」
を
問
う
存
在
論
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題

を
方
法
的
に
追
究
し
て
展
開
し
た
も
の
が

キ
シ
ー
ル
に
拠
れ
ば

初

、

「

期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
そ
の
方
法
の
考
え
の
心
に
し
て
魂
で

form
ale

あ
る

と
い
わ
れ
る

哲
学
の
方
法
と
し
て
の
形
式
的
挙
示

」

、

（

（
二
）

で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
義
が

A
nzeige

）

も
っ
ぱ
ら
問
題
に
し
て
い
る
の
は
現
象
学
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
実

際
の
試
行
錯
誤
の
試
み
と
い
っ
て
よ
い
。

哲
学
の
方
法
の
問
題
は
、
同
時
に
諸
学
問
、
学
問
的
知
に
つ
い
て

の
理
解
を
根
本
的
に
問
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
学
問
的
で
あ
る
こ
と
の

条
件
を
問
い
直
す
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
そ
れ

ほ
ど
自
覚
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
自

己
が
属
す
る
時
代
の
支
配
的
な
学
問
の
動
向
に
向
け
た
批
判
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
歴
史
の

始
ま
り
か
ら
、
哲
学
は
自
ら
を
常
に
厳
密
な
学
と
し
て
理
解
し
て
き

た
し
、
そ
の
歴
史
を
通
じ
て
哲
学
が
こ
の
課
題
を
放
棄
し
た
こ
と
は

な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
意
識
の
な
か
で
、
当
時
の

心
理
主
義
、
そ
し
て
特
に
自
然
主
義
の
先
入
見
を
徹
底
し
て
批
判
し

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
先
例
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
三
）

こ
の
問
題
を
受
け
る
よ
う
に

『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
学
問
的

、

実

認
識
を
直
前
的
事
物
の
認
識
と
し
て
捉
え

範
疇
と
実
存
の
規
定

、

（

の
混
同
を
注
意
深
く
避
け
な
が
ら
、
存
在
の
問
い
が
展
開

存
範
疇
）

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
存
在
の
問
い
は
現
存
在
の
実
存

論
的
分
析
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先
立
つ

二
〇
年
代
の
講
義
の
な
か
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
哲
学
を
根
源
の

学

と
し
て
捉
え
、
そ
の
可
能
性
を
追
究
し

（

）

U
rsprungsw

issenschaft
て
い
る
。
そ
の
際
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
も
っ
と
も
注
意
を
払
っ
て
い
る

こ
と
は
、
諸
学
問
に
対
す
る
明
確
な
批
判
、
い
な
諸
学
問
に
倣
お
う

と
す
る
こ
と
の
自
覚
的
な
拒
否
で
あ
る

「
我
々
は
生
が
自
ら
を
生

。
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と
し
て
生
き
生
き
と
捉
え
る
、
そ
う
し
た
方
法
の
根
本
意
味
を
求
め

る
。
そ
う
す
る
と
自
己
自
身
か
ら
事
実
的
な
生
の
根
本
経
験
へ
と
導

き
返
す
必
要
性
が
生
じ
る
。
自
己
の
世
界
を
超
え
て
い
く
こ
の
道
程

は
心
理
学
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
心
理
学
の
問
題
は
我
々
の
考
察

か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
。
我
々
は
我
々
の
概
念
形
成
の
点
で
、
ま
た

我
々
の
対
象
概
念
の
点
で
心
理
学
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な

い

だ
が
我
々
は
ど
の
よ
う
な
学
問
に
も
与
す
る
者
で
は
な

。（
中
略
）

い

。

」（58
248
-

）

さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
初
期
の
探
求
の
な
か
で
、
方
法

の
考
察
が
集
中
的
に
述
べ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、
一
九
二
〇
／
二
一
年

冬
学
期
の
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
で
も
、
こ
の
点
は
は
っ
き
り
と
示

さ
れ
て
い
る

「
い
つ
で
も
前
段
階
の
問
い
の
う
ち
で
じ
た
ば
た
し

。

て
い
る
と
い
う
非
難
を
哲
学
に
対
し
て
投
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
哲
学
を
評
価
す
る
尺
度
を
諸
学
の
理
念
か
ら
取
っ
て
き
て
、
具

体
的
な
問
題
の
解
決
と
あ
る
世
界
観
の
構
築
を
哲
学
に
求
め
る
と
き

だ
け
な
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
私
は
常
に
前
段
階
の
問
い
の
う
ち
で

動
き
回
る
哲
学
の
こ
の
困
窮
を
い
よ
い
よ
高
め
、
い
よ
い
よ
目
覚
め

さ
せ
て
お
い
て
、
こ
の
困
窮
が
実
際
に
一
つ
の
徳
に
な
る
こ
と
を
欲

し
て
い
る

。
た
え
ず
新
し
い
結
果
を
生
み
出
し
、
新
し
い

」（60
4f.
-

）

認
識
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
て
い
く
実
証
的
学
問
の
学
問
性
を
無
視
す

（
四
）

る
こ
と
は
と
て
つ
も
な
く
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
一
年
後
に
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る

「
そ
れ

。

と
と
も
に
現
象
学
的
・
哲
学
的
な
探
求
の
恒
常
性

は
あ

（

）

S
tetigkeit

る
固
有
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
個
別
諸
科
学
の
進
歩
の
形
式
、
例

え
ば
、
数
学
的
自
然
科
学
の
そ
れ
を
模
倣
す
る
こ
と
と
は
何
の
関
係

も
な
い

。

」（58
6
-

）

こ
れ
は
確
か
に
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
承
認
す
る
に
は
抵
抗
の
大
き

い
考
え
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
の
点
に
た

じ
ろ
い
で
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
し
て
か

ら
が

次
の
よ
う
な
明
確
な
主
張
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

こ

、

。「

れ
に
よ
っ
て
我
々
は
意
識
の
学
で
は
あ
る
が
、
心
理
学
で
は
な
い
、

あ
る
学
問
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
の
広
大
さ
に
つ
い
て
は
同
時
代
の
人
々

が
ど
ん
な
考
え
も
も
っ
て
い
な
い
学
問
、
意
識
の
自
然
科
学
に
対
す

る
意
識
の
現
象
学
に
出
会
う
の
で
あ
る

。」

（
五
）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
考

え
を
徹
底
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
つ
ま
り
、
学
問
の
規
定
を
既

に
成
立
し
て
い
る
諸
学
の
規
定
か
ら
自
由
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
学
問
は
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「
根
拠
付
け
連
関
の
統
一
体
」
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
根
拠
付

け
連
関
の
う
ち
で

「
個
々
の
認
識
と
と
も
に
根
拠
付
け
そ
の
も
の

、

が
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
根
拠
付
け
と
共
に
、
我
々
が
理
論
と
呼
ん
で
い

る
根
拠
付
け
の
い
っ
そ
う
高
次
の
複
合
体
ま
で
も
が
体
系
的
統
一
を

得
て
い
る

、
そ
う
し
た
統
一
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
明

」

（
六
）

ら
か
に
理
論
的
な
形
態
と
な
っ
て
お
り
、
学
問
と
理
論
の
間
に
違
い

が
認
め
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
現
象
学

の
無
視
し
え
な
い
寄
与
の
一
つ
は
、
理
論
以
前
の
問
題
を
問
う
可
能

性
を
開
い
た
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
九
二
三
年
夏
学

（
七
）

期
の
講
義
で
「
学
問
を
諸
言
明
と
根
拠
付
け
連
関
の
体
系
と
見
な
し

て
は
な
ら
な
い

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
フ
ッ

」（

）

63
72
-

サ
ー
ル
の
規
定
に
対
す
る
批
判
に
な
っ
て
い
る
。

（
八
）

探
求
の
方
法
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
の
引
用
で
も
す

で
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
主
題
の
究
明
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概

念
に
関
し
て
も
、
根
本
的
な
考
察
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も

。

、

、

あ
る

こ
の
点
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

常
識
に
従
お
う
と
す
る
場
合

真
正
面
か
ら
衝
突
す
る
よ
う
な
、
極
め
て
極
端
と
も
思
え
る
主
張
を

展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
個
別
科
学
の
場
合
、
そ
の
諸
概
念
は
事

象
連
関
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、
そ
の
連

関
が
熟
知
さ
れ
た
連
関
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
い
よ
い
よ
厳
密
に
確
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
哲
学
の
概
念
は
、
哲
学
的

、「

、

な
立
場
が
替
わ
る
場
合
に
も
そ
れ
が
示
さ
れ
る
よ
う
に

動
揺
し

schw
ankend,

vag,
m
annigfaltig,

漠
然
と
し
て
お
り
、
多
様
で
流
動
的
（

」
に
な
る
の
で
あ
る

。

fließend
60

3

）

）

（

-

（
九
）

こ
の
よ
う
に
哲
学
的
概
念
は
不
確
か
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
が
、

こ
の
不
確
か
さ
は
、
し
か
し
立
場
の
違
い
か
ら
来
る
だ
け
の
も
の
と

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
が
常
に
不
確
か
で
あ
り
続
け

る
こ
と

は
、
哲
学
的
概
念
の
意
味
に
属
す

（

）

im
m
er

unsicher
bleiben

も
の
だ
と
ま
で
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
さ
れ
た
一
年
前
の

講
義
「
現
象
学
の
根
本
問
題

で
は
、
い
か
な
る
学
問
に

」（

）

58
248
-

も
与
す
る
者
で
な
い
と
述
べ
た
後
、
そ
れ
に
続
く
次
の
よ
う
な
言
葉

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

「
こ
こ
か
ら
我
々
に
と
っ
て
は
次
の
よ

。

。

《

、

、

、

、

》

う
な
危
険
が
生
じ
る

そ
れ
は

人
生

体
験

自
我

私

自
己

と
い
う
よ
う
な
日
々
の
生
活
か
ら
得
ら
れ
る
諸
概
念
を
使
っ
て
研
究

（
も
ろ
も
ろ
の
客

を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

批
判
的
に
破
壊
す
る
と
い
う
我
々
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら

観
化
を
）

の
概
念
は
一
義
的
に
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
た
だ
あ
る
諸

現
象
へ
と
向
け
て
指
し
示
す

だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

（

）

hindeuten
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あ
る
具
体
的
な
領
域
の
中
へ
と
差
し
向
け
る
、
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
あ

る
単
な
る
形
式
的
な
性
格

を
も
っ
て
い
る

（

形
式
的
挙
示
》
の
意
味
）

《

だ
け
で
あ
る

。

」（58
248
-

）

こ
の

後
の
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
哲
学
で
用
い
ら
れ
る

概
念
が
一
義
的
で
な
い
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
形
式

的
挙
示
の
方
法
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

、

、

そ
し
て

こ
の
認
識
は
単
な
る
主
張
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く

実
際
に
、
若
い
時
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
方
法
の
考
え
と
と

、

。

、

も
に
用
い
ら
れ

試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

我
々
の
理
解
で
は

こ
の
考
え
方
の
線
上
で
『
存
在
と
時
間
』
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
て

来
る
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
若
い
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
探
求
を
理
解
す
る
際
に

は
、
方
法
の
意
味
、
学
問
の
規
定
、
概
念
、
そ
し
て
対
象
あ
る
い
は

事
象

そ
の
も
の
に
わ
た
っ
て
、
原
理
か
ら
解
明
す
る
こ

（
ザ
ッ
へ
）

と
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
、
畢
竟
、
哲
学
の
理
解
そ
の
も
の
の
根

本
的
な
吟
味
、
問
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
を
問
う

べ
き
哲
学
が
肝
心
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
認
識
は

哲
学
が
哲
学
で
あ
り
な
が
ら
、
哲
学
で
は
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
理
解
の
難
し
さ
を
一
層
は
っ
き
り
言
え
ば
、
次
の

二
つ
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
伝
統
と
の
妥
協
の
余

（
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
存
在
が
忘
却
さ
れ
て
い

地
の
な
い
対
決
で
あ
り

、
も
う
一

る
、
つ
ま
り
伝
統
に
お
い
て
哲
学
は
哲
学
で
な
く
な
っ
て
い
る
）

、

、

つ
は

そ
れ
自
身
が
伝
統
と
真
っ
向
か
ら
衝
突
す
る
こ
と
で
あ
る
が

哲
学
で
用
い
ら
れ
る
概
念
は
諸
学
問
の
概
念
と
違
い
、
不
確
か
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
に
固
有
の
事
象
を
探
求
す

る
た
め
に
必
須
な
方
法
と
し
て
、
形
式
的
挙
示
の
方
法
を
用
い
る
こ

と
か
ら
来
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
方
法
と
い
う

こ
と
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
諸
学
問
の
方
法
の
よ
う
に

「
技
術
化
す
る
こ
と
が
で
き

、
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
で
、
事
象
を
取

」

り
扱
え
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る

「
哲
学
的
な
方
法
が
技
術
的
な
習
得
に
よ
っ
て
近
づ
き

。

え
る
の
は
た
だ
見
か
け
の
上
だ
け
で
あ
る
。
哲
学
的
な
方
法
を
技
術

化
し
、
何
ら
か
の
問
題
連
関
に
機
械
的
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
誤
り
で
あ
る

。

」（58
228
-

）

い
ま
述
べ
た
二
つ
の
難
し
さ
の
う
ち
、
第
一
の
も
の
は
確
か
に
抵

抗
は
大
き
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
反
対

す
る
に
せ
よ
賛
成
す
る
に
せ
よ
、
問
題
は
あ
る
意
味
で
は
っ
き
り
し
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
の
問
題
は
大
変
困
難
で
あ

る
。
概
念
に
せ
よ
、
方
法
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
そ
れ
な
し
に
は
学
問

が
成
立
し
得
な
い
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。
し
か
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
が
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
条
件
に
つ
い
て
、
既
に
成

立
し
て
い
る
学
問
に
お
い
て
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
倣
っ
て

は
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
と
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
よ
う

な
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
で
す
ら
そ
の
狙

い
を
実
際
に
は
貫
徹
し
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
を
見
る
と
き
、
こ
の

問
題
の
難
し
さ
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
方
法
に
関
し
て
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
方
法

と
い
う
も
の
を
纏
ま
っ
た
形
で
学
び
取
り
、
そ
れ
を
用
い
る
よ
う
な

そ
う
い
う
方
法
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

難
し
さ
は
、
ガ
ダ
マ
ー
が
「
た
だ
共
に
行
く
も
の
だ
け
が
、
そ
れ
が

ひ
と
つ
の
道
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
述
べ
方
を
し
て

い
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
文
字
通
り
要
求
す
る
事
柄
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
〇
）

二

解
釈
学
的
批
判
の
構
想

こ
こ
ま
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ

を
考
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
を
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か

も
し

ハ

。

「

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
の
理
解
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
い
う

個
人
の
思
想
、
そ
の
人
物
の
著
述
内
容
と
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る

哲
学
思
考
を
解
釈
し
、
正
確
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
解
し
て
い
る
哲
学
、

そ
の
事
柄
そ
の
も
の
の
理
解
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
理
解
す
る
べ
き

内
実
が
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
概
念

の
確
定
を
通
じ
て
理
論
的
な
認
識
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
実
証
的

な
学
と
違
い
の
な
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
七
年
の
講
演

「
現
象
学
と
神
学
」
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
実
証
的
学
に
関
し

て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る

「
眼
前
に
あ
る
存
在
者
、
定
立
さ

。

れ
た
も
の

に
関
す
る
学
問
を
我
々
は
実
証
的
学
問
と
名

（

）

Positum
づ
け
る

。
学
問
的
露
呈
よ
り
以
前
に
何
ら
か
の
仕
方
で
露

」（9
48
-

）

呈
さ
れ
て
お
り
、
眼
前
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
存
在
者
に
つ
い
て
の
学

は
、
存
在
的
学
で
あ
り
実
証
的
学
で
あ
る
。
哲
学
以
外
の
学
は
、
神
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学
で
あ
っ
て
も
数
学
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
こ
の
意
味
で
、
実
証

。

、

的
な
学
だ
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

哲
学
的
な
知
が
成
立
す
る
の
は

そ
れ
に
固
有
の
概
念
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
に
よ
っ
て
形
成

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
学
的
な
露
呈
を
通
じ
て
可
能
に
な
る

は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
、

そ
れ
が
哲
学
と
い
う
領
域
の
主
題
を
考
察
し
て
い
る
か
ら
、
哲
学
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
聖
書
神
学
が
実
証
的
学
と

い
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
そ
の
思
想
内
容
は
あ
る
存
在
者
と
し

て
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
実
証
的
学
で
も
あ
り
え
る
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
困
難
が
存
在
す
る
と
い
う
問
題
の
根
拠
は

存
在
の
忘
却
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
的
思

惟
の
理
解
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
で
あ
れ
、
伝
統
的
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
哲
学
の
概
念
の
地
平
に
お
い
て
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
何
よ

り
も
、
そ
の
際
哲
学
の
意
味
を
、
旧
来
い
や
現
代
に
も
支
配
的
な
捉

え
方
に
よ
っ
て
理
解
す
る
な
ら
、
そ
の
場
合
に
こ
そ
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
哲
学
」
は
存
在
を
忘
却
し
た
哲
学
の
伝
統
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
解

に
沿
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
避
け
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
存

在
の
意
味
を
探
求
し
た
自
ら
の
歩
み
の
あ
と
を

「
作
品
で
は
な
く

、

」

、

。

道
で
あ
る

と
捉
え

そ
の
こ
と
を
ま
た
し
ば
し
ば
表
明
し
て
い
る

他
方
で
、
そ
う
し
た
理
解
の
仕
方
は
、
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
の

成
立
以
前
か
ら
散
見
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
方
法
の
理
解
に

密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
哲
学
の
方
法
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
道
を
た

ど
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
学
の
方
法
と
は

異
な
り
、
哲
学
の
方
法
は
決
し
て
技
術
化
し
え
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
理

論
の
形
で
ま
と
ま
っ
て
述
べ
、
そ
れ
を
習
得
す
る
よ
う
に
は
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。
こ
こ
に
、
先
に
見
た

（58
136
-

）

諸
学
と
の
決
定
的
な
対
決
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
理
解
す
る
困

難
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
条
件
を
見
渡
す
と
き
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
哲
学
を
解
釈
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
も
、
従
来
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
学
問
や
哲
学
の
理
解

に
依
拠
し
て
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
限
り
、
目
的
に
反
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
一
）

こ
の
難
し
さ
を
、
改
め
て
問
い
の
形
で
捉
え
な
お
す
と
、
次
の
よ

、

。

、

う
な
素
朴
で
は
あ
る
が

た
い
へ
ん
困
っ
た
問
題
に
な
る

つ
ま
り

「

」

、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学

と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
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必
然
的
に
、
あ
る
い
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学

を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
存
在
を
忘
却
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
よ
う

な
そ
の
哲
学
の
意
味
で
捉
え
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
可
能
性
が
全
く

な
い
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
従
来
の
哲
学
は
存
在
を
、
そ

し
て
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
忘
れ
去
っ
て
き
た
の
で
あ
り

「
ハ

、

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
を
何
ら
か
の
既
存
の
哲
学
か
ら
え
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
哲
学
の
理
解
に
よ
っ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
存
在
忘

却
の
哲
学
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
批
判
し
、
判
定
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
反
省
は
、
現
実
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
論
じ
る
に

先
立
っ
て
、
あ
る
種
の
態
度
決
定
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
か
せ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
一
般

に
人
々
の
間
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
「
哲
学
」
の
理
解
、
あ
る
い

は
我
々
が
疑
う
こ
と
も
な
く
哲
学
に
関
し
て
抱
い
て
い
る
意
味
理
解

、

「

」

は
一
応
括
弧
に
入
れ
て

そ
れ
に
よ
っ
て

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学

を
理
解
し
た
り
、
解
釈
し
よ
う
と
し
た
り
せ
ず
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
求
め
つ
つ
、
ま
だ
明
確
に
そ
れ
を
提
示
し
得
な
い
仕
方
で
追

及
し
て
い
る
、
事
柄
と
し
て
の
哲
学
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
述
べ
る

と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
そ
の
論
述
を
一
度
は
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
形

、

、

、

で
把
握
し
よ
う
と
す
る
か

つ
ま
り

近
世
の
哲
学
の
展
開
を
経
て

現
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
我
々
が
意
識
し
よ
う
と
し
ま
い
と
に
関

わ
ら
ず
、
自
明
な
仕
方
で
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
哲
学
の
意
味
を

括
弧
に
入
れ
て
ま
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
主
張
し
、
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
哲
学
の
意
味
を
追
求
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
と
言
え
ど
も
数
多
く
の
著
名
な
哲
学
研
究
者
、
哲
学
者
の
一
人

で
あ
り
、
そ
の
人
物
の
哲
学
理
解
は
絶
対
化
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
常

識
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
哲
学
の
理
解
を
基
礎
と
し
て
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
思
索
を
判
定
す
る
べ
き
で
あ
る
か
、
こ
の
態
度
決
定
で
あ

る
。こ

の
問
題
に
関
す
る
決
定
の
是
非
を
判
定
す
る
さ
ら
な
る
判
定
基

準
、
確
定
的
な
根
拠
を
ど
こ
か
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
学

の
営
み
、
追
求
は
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
こ
う
し
た
決
定
を
ど
う
し

て
も
、
そ
の
事
態
の
方
か
ら
迫
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
問
題
で
あ
る

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と
い
う
問
題

に
お
い
て
我
々
が
態
度
決
定
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
決
定
を
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

（
一
二
）
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我
々
は
、
従
っ
て
、
こ
こ
で
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
異
様
に
思
わ
れ
よ

、

、

う
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
存
在
の
問
い
を

そ
れ
が
存
在
の
意
味
を
求
め
る
べ
く
提
示
し
て
い
る
そ
の
ま
ま
に
辿

る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
こ
の
哲
学
者
が
一
生
を
通
じ
て
、
一

見
不
毛
と
思
え
る
ほ
ど
に
、
た
だ
存
在
と
い
う
語
を
語
り
続
け
た
そ

の
こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
は
じ
め
て
理
解
し
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
行
な
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈

（
一
三
）

は
、
こ
の
原
則
を
も
と
に
し
て
遂
行
す
る
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
我
々
の
理
解
で
は
、
こ
の
よ
う
に
批
判
を
差
し
控
え
る
こ

う
し
た
試
み
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
を
解
釈
す
る
際
に
、

も

。

。

厳
し
い
批
判
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か

も
し
、
我
々
が
何
ら
か
の
仕
方
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
追
究
し
て
い

る
事
柄
に
対
し
て
、
そ
の
「
外
部
」
か
ら
異
な
っ
た
視
点
、
問
題
の

指
摘
を
導
入
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
題
と
し

た
事
柄
を
そ
れ
と
は
別
な
何
か
に
よ
っ
て
判
定
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
外
的
な
基
準
、
視
点
を
導
入

す
る
こ
と
な
く
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま

ま
十
全
に
語
ら
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
を
明

ら
か
に
で
き
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
を
批
判
し
、
論
駁
す
る

の
は
、
こ
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
き
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
、
あ
る

。

、

い
は
む
し
ろ
事
柄
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
な
る

こ
の
よ
う
な
批
判
を

こ
こ
で
は
「
解
釈
学
的
批
判
」
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
意
味
は
、

解
釈
学
的
循
環
の
問
題
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
柄
か
ら
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
作
品
あ
る
い
は
対
象
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
際
、
そ
の
個
々
の
部
分
、
個
別
的
な
箇
所
の
解
釈
は
、
そ
れ
が
置

か
れ
て
い
る
全
体
の
方
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し

他
方
、
事
象
の
あ
る
い
は
作
品
の
全
体
は
一
挙
に
捉
え
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
部
分
の
理
解
か
ら
得
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
解
釈
に
伴
わ
れ
る
部
分
と
全

体
の
循
環
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
試
み
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲

学
の
解
釈

は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
が
元
来
属
し
て
い

（
部
分
の
理
解
）（

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ッ

る
べ
き
全
体
の
方
か
ら

理
解
さ

ガ
ー
の
探
求
を
導
い
て
い
た
は
ず
の
哲
学
の
意
味
理
解
の
方
か
ら
）

れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
全
体
は
、
そ
の
よ
う
な
全
体
の
先
行
理

（
即
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
独
自

解
の
中
で
の
み
可
能
に
な
る
部
分
の
理
解

か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で

の
哲
学
の
理
解
に
制
約
さ
れ
た
理
解
）

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
我
々
が
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
解
釈
学
的
批
判
と
い
う
考
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え
を
重
大
な
こ
と
と
考
え
る
理
由
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
哲
学
の
根
本
的
な
理
解
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
問
題
に
し
、
現
象
学
的
批
判
と
し
て
考
え
て
い
る

問
題
と
本
質
的
に
関
連
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

（
一
四
）

が
現
象
学
的
批
判
と
い
う
場
合
は
、
事
柄
は
哲
学
の
主
題
の
究
明
で

あ
り
、
そ
れ
へ
の
接
近
が
現
象
学
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

方
法
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
現
象
学
的
と
い
う
規
定
は
そ
れ
な
り
に

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
い
ま
の
我
々
の
場
合
、
我
々
に
と
っ
て
ま
ず

第
一
に
事
象
と
な
る
も
の
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
う
し
た
考
察
と
そ

の
論
述
で
あ
り
、
そ
の
正
し
い
理
解
を
通
じ
て
哲
学
の
事
柄
そ
の
も

（
一
五
）

の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
事
柄
の
理
解
を
妨
げ

る
前
理
解
を
問
題
に
し
つ
つ
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
思
想
内
容
、
著
述

内
容
に
忠
実
に
な
る
こ
と
を
通
じ
て
事
柄
を

理
解
す
る

（
間
接
的
に
）

と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
解
釈
学
的
批
判
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り

（
一
六
）

解
釈
さ
れ
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
、
論
述
、
考
察
自
体
の
中
に
、
そ
れ
自

身
を
批
判
す
る
基
準
、
原
理
が
含
ま
れ
て
お
り
、
外
部
か
ら
そ
う
し

た
批
判
的
基
準
を
導
入
す
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
解
釈

学
的
批
判
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
方
法
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
形
式
的
挙

示
が
目
指
し
て
い
た
事
柄
、
特
に
遂
行
意
味
が
そ
れ
に
「
つ
い
て
」

語
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
は
、
技
術
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味

は
改
め
て
再
演

さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
と

（

）

re-enact

（
一
七
）

い
う
意
味
も
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
主

要
な
点
は
形
式
的
挙
示
に
与
え
ら
れ
て
い
る
阻
止
的
な
役
割
と
本
質

的
に
同
じ
で
あ
っ
て
、
通
常
我
々
に
よ
く
知
ら
れ
、
理
解
さ
れ
て
い

る
意
味
で
の
批
判
を
差
し
控
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
一
八
）

三

方
法
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

理
解
と
哲
学
の
定
義

『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
第
四
章
に
お
い
て
学
問
一
般
に
つ
い
て

定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
同
時
に
現
存
在
と
い
う
語

が
、
わ
ざ
わ
ざ
術
語
と
し
て
今
後
用
い
ら
れ
る
と
断
り
を
し
た
上
で

導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
解
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
規
定
に
も
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
学
問
の
定
義
は
、
通
常
一
般
に

定
義
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い

（
人

も
の
で
あ
る

「
諸
学
問
は
人
間
の
振
舞
い
と
し
て
こ
の
存
在
者

。
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の
存
在
様
式
を
も
つ
。
こ
の
存
在
者
を
我
々
は
術
語
と
し
て
現

間
）

存
在
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る

。

」（2
16
-

）

（
一
九
）

こ
れ
だ
け
で
は
、
そ
れ
と
並
ぶ
人
間
の
他
の
存
在
様
式
と
の
区
別

が
何
も
言
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
広
定
義
と
な
っ
て
し
ま
い
、

不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
で
批
判
さ
れ

て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
遡
る
定
義
、
あ
る
い
は
学
問
の
論
理
的
概
念

の
方
が
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
定
義
と
し
て
は
る
か
に
勝
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
学
問
の
論

理
的
概
念
が
学
問
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
言
い
当
て
て
お
ら
ず
、
適

切
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
解
釈
学
的
批
判
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
が
い
か
に
無
謀
で

あ
り
困
難
で
あ
る
か
は
、
学
問
に
関
す
る
こ
の
規
定
を
考
え
る
だ
け

で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
我
々
は
、
こ
の
場
合
無
意
識
の
う

ち
に
、
ガ
ダ
マ
ー
が
解
釈
学
理
論
の
歴
史
に
お
い
て
啓
蒙
主
義
を
導

く
合
理
主
義
の
思
想
に
見
ら
れ
る
と
す
る
態
度
を
採
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
に
理
解
可
能
な
事

柄
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
認
識
の
内
容
と
し
て
は
承
認
す
る
が
、
理
性

に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
無
意
味
な
事
柄
は
、
事
実

と
し
て
、
即
ち
そ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
た
作
者
が
い
た
こ
と
と
し

て
、
そ
の
意
味
で
の
み
承
認
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

（
二
〇
）

し
か
し
、
こ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
定
義
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は

ま
だ
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に

さ
れ
て
い
る
事
柄
が
哲
学
的
な
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
哲
学

的
な
定
義
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

よ
る
講
義
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
十
分
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
そ
の
際
の
関
心
事
は
、
ま
さ
し
く
哲
学
に
固
有
の
概
念
の
探

求
で
あ
り
、
哲
学
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
の
探
究
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
こ
の
問
題
に
も
、
先
に
暗
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
存

在
忘
却
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
二
一
年
／

二
二
年
の
冬
学
期
に
行
な
わ
れ
た
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的

解
釈
」
の
中
で
、
そ
の
こ
と
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
が
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
で
方
法
の
詳
細
な
論
述
を
行
な
っ

た
の
は
、
そ
の
一
年
前
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
形
式

的
挙
示
に
つ
い
て
思
考
上
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
程
度
で
き
て
い
る
こ

と
は
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
講
義
の
冒
頭
に
お
い
て
哲
学
の
定
義
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ

の
場
合
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
哲
学
的
定
義
を
哲
学
的
な
諸
対
象
の

定
義
と
し
て
捉
え

、
通
常
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
定
義
、

（61
19
-

）
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特
に
学
校
の
論
理
学
で
教
え
ら
れ
る
定
義
と
そ
れ
が
ま
っ
た
く
異
な

る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
考
え
の
展
開
を
た
ど

る
と
、
通
常
定
義
を
構
成
す
る
要
素
と
さ
れ
る
も
の
が
備
わ
っ
て
い

な
い
よ
う
な
定
義
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
対
象
を

、

無
規
定
に
与
え
、
し
か
も
ま
さ
に
こ
の
特
有
の
定
義
を
理
解
す
る
働

き
の
遂
行
が
正
し
い
規
定
可
能
性
に
導
く
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
定

」

。

「
《

》

、

義
が
あ
る

哲
学
的
定
義
は

形
式
的
に

挙
示
す
る

（

）

61
17
-

《
道
》
で
あ
り

《
端
緒
》
で
あ
る
。
内
実
の
点
で
は
無
規
定
で
、

、

-

遂
行
に
関
し
て
規
定
さ
れ
た

結
合
が
存
在
す
る

（
対
象
へ
の
）

」（61

。
こ
う
し
た
定
義
の
、
概
念
の
理
解
は
、
明
ら
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ

20

）

（
二
一
）

ー
が
形
式
的
挙
示
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
到
達
し
よ
う
と
し
た
事

象
、
そ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
象
に
関
わ

（
二
二
）

る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
も
う
少
し
理
解
可
能
な

述
べ
方
に
よ
っ
て
確
か
め
て
お
く
と
、
さ
し
あ
た
り
大
事
な
こ
と
は

唯
一
つ
で
あ
る
と
し
た
上
で

「
そ
の
都
度
の
定
義
と
な
る
よ
う
な

、

規
定
性
に
お
い
て
は
、
規
定
作
用
の
理
念
、
対
象
把
捉
の
論
理
、
対

象
の
概
念
性
な
ど
は
、
対
象
が
根
源
的
に
近
づ
き
え
る
の
は
如
何
に

し
て
か
と
い
う
、
そ
の
様
態

に
基
づ
い
て
汲
み
取
ら
れ

（
如
何
に
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
明
ら

」（

）

61
20
-

か
に
「
何
か
」
を
規
定
す
る
こ
と
は
「
如
何
に
」
の
方
か
ら
可
能
に

な
る
と
い
う
考
え
方
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

内
容
的
に
無
規
定
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
方
法
の
う
え
で
重
要
と
さ

れ
る
の
は
、
そ
の
無
規
定
性
に
よ
っ
て
、
一
方
で
習
慣
と
な
り
、
馴

（
二
三
）

染
み
と
な
っ
て
い
る
、
慣
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
日
常
的
理
解
を
宙
吊

り
に
し
、
空
白
に
す
る
こ
と
で
、
他
方
こ
の
日
常
的
な
意
味
が
覆
い

隠
し
て
い
る
事
柄
を
そ
の
日
常
的
被
限
定
性
、
被
解
釈
性
か
ら
解
放

し
、
解
釈
の
可
能
な
広
が
り
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
遂
行
に
よ
っ
て
規
定
可
能
に
な
る
定
義
の
働
き
は
、
こ
の
意

味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
こ
の
問
題
を
哲
学
の
規
定
に
関
し
て
、
特
に

時
代
の
限
定
性
と
の
関
係
で
論
じ
て
い
る
重
要
な
箇
所
が
あ
る
。
問

U
rsprungsw

issenschaft
des

題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
生
の
根
源
学
（

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
現
象
学
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の

L
ebens

）

「
生
そ
れ
自
体
」
を
捉
え
ら
れ
る
か
、
そ
れ
に
接
近
し
え
る
か
で
あ

る
。
我
々
の
経
験
の
基
礎

は
通
常
生
の
全
体
で

（

）

E
rfahrungsboden

は
な
く
、
そ
の
あ
れ
や
こ
れ
や
の
裁
断
面
を
、
そ
れ
も
特
定
の
事
実

的
な
側
面
か
ら
し
か
捉
え
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
そ
の

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
つ
ま
り
、
事
実
的
生
に
基
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づ
い
て
根
源
領
野

に
ど
の
よ
う
に
接
近
し
え
る

（

）

U
rsprungsgebiet

。

、

か
と
い
う
問
題
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
こ
で

（

）

58
82
-

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
種
の
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
無

前
提
に
探
求
を
進
め
よ
う
と
す
る

「
我
々
は
生
に
関
す
る
特
定
の

。

理
論
を
携
え
て
事
実
的
生
に
向
か
っ
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
我
々

は
そ
れ
に
対
す
る
い
か
な
る
価
値
評
価
の
態
度
決
定
も
差
し
控
え
ね

ば
な
ら
な
い

。
個
人
個
人
で
異
な
る
よ
う
な
意
見
や
確
信

」（58
83
-

）

な
ど
が
有
効
に
働
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
停
止
を
通
じ

て
事
実
的
生
の
単
な
る
観
察
者
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
生
の
裁

断
面
、
つ
ま
り
様
々
な
学
問
の
客
観
や
客
観
の
領
野
な
ど
が
、
そ
れ

以
外
に
対
し
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
が
な
く
な
る
。
そ

、

。

れ
に
よ
っ
て

一
見
純
粋
な
観
察
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

、

「

」

、

従
っ
て

事
実
的
生
の
い
か
な
る

内
実
の
何
か

も

（

）
W
asgehalt

他
に
対
し
て
優
先
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ

、

、

っ
て

生
の
特
定
の
裁
断
面
が
他
に
対
し
て
突
出
す
る
こ
と
が
な
く

生
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
条
件
が
満
た
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
そ
こ
で
も
な
お
反
論
は
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
す
べ
て

の
事
実
的
個
人
的
な
特
質
を
働
か
せ
な
い
よ
う
に
し
た
と
し
て
も
、

事
象
と
「
内
実
の
何
か
」
は
、
人
に
よ
っ
て
違
っ
た
よ
う
に
見
ら
れ

る
と
い
う
問
題
が
あ
る

。
し
か
し
更
に
も
っ
と
重
大
な
問

（58
84
-

）

題
は
、
個
人
個
人
の
差
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
る
違
い
も
除
去
し
え

な
い
こ
と
で
あ
る

「
我
々
は
間
違
い
な
く
事
実
的
に
精
神
史
の
あ

。

る
一
定
の
時
期
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
事
象
の
性
格

が
純
粋
で
あ
っ
て
も
我
々
は
世
界
の
内
実
を
違
っ
た
ふ
う
に
見
て
い

る
の
で
あ
る

。

」（58
84
-

）

こ
こ
に
は
二
つ
の
重
大
な
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
諸
領

域
が
生
の
全
体
の
裁
断
面
と
捉
え
ら
れ
、
哲
学
は
そ
れ
ら
に
動
機
付

け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
超
え
て
、
根
源
的
な
そ

れ
自
体
を
捉
え
る
課
題
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
第
二
に
は
、

精
神
史
の
時
代
に
よ
っ
て
生
じ
る
生
の
理
解
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に

克
服
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

（

）

ー
は

内
実
の
何
か

と
区
別
さ
れ
る

内
実
の
如
何
に

「

」

「

」W
iegehalt

の
重
要
性
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
時
代
に
よ
る
差
異
を
も
超
え
る
も
の

と
し
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
一
定
の
時
代
の
全
体
的
な
生

の
あ
り
方
が
、
こ
の
「
内
実
の
如
何
に
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い

（
二
三
年
の
講
義
で
は

「
哲
学
は
た
だ
そ
の
時
代
の
哲
学
と

う
の
で
あ
る

、

。

し
て
の
み

そ
れ
が
あ
り
え
る
も
の
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る

、

」

）

（

）

63
18
-
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し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
今
あ
げ
た
反
論
を
、
事
実
的
な
も

の
に
よ
る
事
実
的
な
も
の
に
対
す
る
異
議
と
呼
び
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
企
て
を
打
ち
砕
く
の
に
適
切
な
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
企
て
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
、
特
に
事

実
的
な
も
の
と
し
て
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
と
切

り
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
違
っ
た
「
仕
方
で
」
見
る
、
解
釈
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
「
内
実
の
何
か
」
に
拘
束
さ
れ
な
い
あ
る

内
実
が
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
非
理
論
的
に
経
験
さ
れ

「
内

、

実
の
何
か
」
は
す
べ
て
そ
れ
の
う
ち
で
成
立
す
る
、
そ
う
し
た
「
内

実
の
如
何
に
」
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
強
調
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
内
実
の

如
何
に
」
が
案
出
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
理
論
的
な
抽
象
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
事
実
的
な
様
式
と
し
て
あ
る
の
で

あ
る

。

（58
85
-

）

な
ぜ
な
ら
、
今
日

を
除
い
て
、
哲
学
の
成
立
す
る
場
面

（

）

H
eute

、

、

は
あ
り
得
ず

哲
学
は
ど
こ
ま
で
も
現
代
の
哲
学
な
の
で
あ
る
か
ら

そ
の
特
定
の
時
代
に
共
有
さ
れ
る
条
件
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
時
代
が

共
有
す
る
積
極
的
、
肯
定
的
な
条
件
に
こ
そ
な
れ
、
通
常
の
思
考
が

、

、

。

想
定
す
る
よ
う
に

否
定
的
な
制
約

制
限
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

む
し
ろ
、
そ
う
し
た
歴
史
的
条
件
、
制
約
を
無
視
し
、
そ
れ
を
忘
れ

去
っ
て
、
直
接
時
代
の
制
限
を

初
か
ら
離
脱
し
え
て
い
る
よ
う
に

考
え
る
こ
と
こ
そ
、
非
哲
学
的
で
あ
り
、
無
批
判
的
だ
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。四

形
式
的
挙
示
に
つ
い
て

形
式
的
挙
示
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
初
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
方

法
の
考
察
で
核
心
的
な
要
素
を
な
し
て
い
る
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
は

も
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
は

一
九
二
〇
／
二
一
年
冬
学
期
の

宗

、

「

教
現
象
学
入
門
」
で
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
全
集
に
収
め
ら
れ
た

そ
の
内
容
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
手
に

よ
る
草
稿
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し

て
そ
の
一
年
後
の
講
義
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的
解
釈
」
に

よ
っ
て
、
ま
ず
そ
の
主
要
な
特
質
を
見
た
う
え
で

「
宗
教
現
象
学

、

」

。

入
門

の
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
る
書
き
取
り
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い

形
式
的
挙
示
は
現
象
、
あ
る
い
は
生
の
全
体
に
根
源
的
に
近
づ
く

方
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
意
味
の
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、

、

、

三
つ
の
方
向

内
実
意
味

関
連
意
味

（

）

（

）

G
ehaltssinn

B
ezugssinn

遂
行
意
味

の
統
一
と
し
て
現
象
を
な
す
と
共
に
、

（

）

V
ollzugssinn

状
況
を
形
成
す
る
働
き
で
も
あ
る
。

一
九
二
一
年
か
ら
二
二
年
の
冬
学
期
の
講
義
で
は
、
生
の
体
験
は

態
度

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
二
義
性
が
、
第
一
に
態

（

）

V
erhalten

度
を
と
る
こ
と

、
そ
し
て
第
二
に
何

（sich
verhalten,

sich
benehm

en

）

sich
verhalten

zu
...,

in
B
eziehung

stehen
zu

...,

か
へ
と
関
わ
る
こ
と
（

と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
意
味
は
広
い
意
味

B
eziehung

haben

）

で
遂
行

と
等
し
く
、
第
二
の
意
味
と
《
一
緒
に
》
な
っ

（

）

V
ollzug

て
時
熟
、
実
存
を
作
り
上
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
意
味
は

関
連

を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
切

（

）

B
ezug

。

、

り
離
さ
れ
た
関
連
で
あ
り
客
観
化
さ
れ
た
志
向
性
で
あ
る

つ
ま
り

関
連
は
そ
の
限
り
ま
だ
対
象
化
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
っ
て
お
ら

ず
、
体
験
と
一
つ
に
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
遂
行
は
生
起
の

Z
eitigungs-

「

」

。

如
何
に

と
し
て
も
規
定
さ
れ
え
る

そ
し
て
時
熟
意
味
（

が
、
遂
行
が
具
体
的
に
そ
の
状
況
の
う
ち
で
、
状
況
に
と
っ
て

sinn

）

（
二
四
）

遂
行
と
し
て
あ
る
あ
り
方
、
つ
ま
り
時
熟
す
る
あ
り
方
を
示
す
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
関
連
は
根
源
的
な
状
況
か
ら
切
り
離
さ
れ

え
る
関
係
で
、
何
か
に
向
か
う
関
連
で
あ
り
、
何
か
へ
の
関
わ
り
、

態
度
で
あ
る
。
こ
の
関
連
の
向
か
う
先

「
そ
れ
へ
と
」

（W
orauf

）
、

が
内
実

で
あ
る

。
こ
の
か
な
り
難
解

（

）

（

）

（

W
ozu

G
ehalt

61
53
-

）

な
論
述
に
形
式
的
挙
示
が
本
来
果
た
す
抑
止
的
役
割
を
重
ね
て
み
る

と
、
意
味
の
三
つ
の
方
向
か
ら
な
る
意
味
の
全
体

現
象
が
理
解
可

=

能
に
な
る
。

い
ま
述
べ
ら
れ
た
意
味
の
三
つ
の
方
向
と
そ
の
全
体
を
理
解
す
る

の
に
一
九
二
七
年
の
講
演
「
現
象
学
と
神
学
」
の
一
節
が
極
め
て
適

切
な
手
引
き
に
な
る
と
思
わ
れ
る

。
そ
こ
で
は
、
神
学
が
信

（9
55
-

）

仰
の
学

と
規
定
さ
れ
る
そ
の
意
味
全

（

）

W
issenschaft

des
G
laubens

体
が
整
理
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
神
学
は
信
仰
に
お
い
て

露
開
さ
れ
た
事
柄

の
学
、
つ
ま
り
信
仰

（

）

das
im

G
lauben

E
nthüllte

さ
れ
る
事
柄

の
学
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
信

（

）

das
G
eglaubte

仰
と
い
う
態
度
、
関
連
が
向
か
う
先
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
こ
れ

は
内
実
意
味
を
為
す
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
五
）

次
に
そ
れ
は
信
仰
的
態
度

の
、
信
仰
心

（

）

glaubendes
V
erhalten

の
学
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
信
仰
心
は
そ
の
内
的
可

（

）

G
läubigkeit

能
性
に
基
づ
き
一
般
に
そ
れ
が
あ
り
え
る
あ
り
方
に
お
い
て
た
だ
そ

の
都
度
ご
と
に
啓
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
関
連
意
味
の
面

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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第
三
に
神
学
は
信
仰

の
学
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ

（

）

G
laube

信
仰
と
信
仰
さ
れ
る
事
柄
を
対
象
と
す
る
限
り
に
お
い
て
そ
う
な
の

で
は
な
く
、
神
学
そ
の
も
の
が
信
仰
か
ら
発
し
て
い
る
限
り
に
お
い

て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
を
自
分
自
身
か
ら
動
機
付
け
、

正
当
化
す
る
学
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
た
神
学
は
そ
の
、

つ
ま
り
神
学
の
遂
行
意
味
の
面
を
代
表
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
さ
ら
に
第
四
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
神
学
は
信
仰
の
学
で
あ
る
が
、
単
に
信
仰
を
対
象
と
し
、

ま
た
信
仰
に
よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
信
仰
の
対
象

化
そ
れ
自
身
が
、
こ
こ
で
対
象
化
さ
れ
る
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方

で
、
信
仰
心
自
身
を
そ
の
分
に
応
じ
て
共
に
育
む
と
い
う
こ
と
を
た

だ
一
つ
目
標
と
し
て
持
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
そ
う
い
え
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
神
学
が
意
味
を
も
っ
た
体
験
に
お
い
て
成
立
す
る
そ

の
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
時
熟
意
味
と
理
解
し
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
。

形
式
的
挙
示
そ
の
も
の
の
働
き
に
関
し
て
第
一
に
い
え
る
こ
と

は
、
そ
の
阻
止
的
、
禁
止
的
役
割
で
あ
る
。
対
象
の
把
握
が
そ
の
も

と
に
あ
る
体
験
か
ら
離
脱
す
る
、
つ
ま
り
独
り
立
ち
し
、
解
釈
の
前

提
、
解
釈
の
先
概
念
、
解
釈
の
連
関
そ
し
て
解
釈
の
時
間
か
ら
剥
ぎ

（
追
い

取
ら
れ
、
独
断
的
な
範
疇
的
意
味
の
固
定
化
へ
と
逸
脱
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
の
で
あ
る

。
こ
の
防
止
の

や
ら
れ
る
）

（61
142
-

）

働
き
は
、
形
式
的
挙
示
が
生
の
生
き
生
き
し
た
働
き

を
保

（
遂
行
）

持
し
、
そ
こ
か
ら
遊
離
し
な
い
こ
と
を
眼
目
に
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
と
と
も
に
、
ま
た
、
概
念
の
固
定
化
が
逸
脱
の
実
態
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
形
式
的
挙
示
が
、
あ
る
無
規
定
性
に
お
い
て
成
立
し
、
無
規

定
性
を
保
た
せ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
形
式
的
挙
示
は
哲
学
の
方
法
と
し
て
、
諸
学
問
と

も
極
端

に
対
立
す
る
態
度
の
取
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
学
問
に
お
い
て

は
、
そ
れ
が
認
識
の
対
象
と
す
る
存
在
者
を
「
何
か
」
と
し
て
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
内
実
意
味
の
面
で
追
究
す
る
た
め
に
、
関
連
と
遂
行
は

確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
形
式
的
挙

示
で
は
「
現
象
の
関
連
意
味
は
宙
吊
り
に
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
、

現
象
が
予
め
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
現
象
の

」

。

（60
63f.
-

）

関
連
と
完
遂
は
事
前
に
規
定
さ
れ
な
い
、
そ
れ
は
宙
吊
り
に
さ
れ
て

い
る

。
そ
れ
は
事
象
領
域
の
う
ち
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ

」（60
64
-

）

と
が
な
く
、
逆
に
形
式
的
挙
示
は
遂
行
の
性
格
を
自
由
な
開
か
れ
た

さ
ま
に
保
つ
た
め
の
防
御
で
あ
り
、
先
立
つ
そ
の
保
証
づ
け
な
の
で
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あ
る

。
こ
の
意
味
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
領
域
に
限
定

（60
64
-

）

さ
れ
て
、
初
め
て
実
証
的
な
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
諸
学
問
と

対
立
す
る
と
い
え
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
第
三
に
形
式
的
挙
示
は
ど
の
よ
う
な
普
遍
化
と

も
関
わ
り
を
も
た
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
内
容
が
無
規
定
で
空
虚
で

あ
る
と
い
う
特
色
を
持
つ
。
例
え
ば

「
時
間
」
に
つ
い
て
次
の
よ

、

う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
差
し
当
た
り
「
時
間
的
」
と
い
う
こ
と
が
ど

の
よ
う
な
時
間
が
語
ら
れ
て
い
る
か
、
誰
も
解
ら
な
い
よ
う
に
無
規

定
の
意
味
で
受
け
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

。

（60
65
-

）

（
二
六
）

し
か
し
こ
の
よ
う
に
概
観
し
た
内
容
は

形
式
的
挙
示

に

つ

、「

」

「

い
て
」
の
い
わ
ば
内
実
意
味
の
方
向
に
向
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い

。

、

「

」

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

す
な
わ
ち

形
式
的
挙
示
が

何
で
あ
る
か

の
み
に
も
っ
ぱ
ら
関
心
が
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
、
こ
う
し
た
内
実
を
気
遣
う
そ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
忘
れ
、
亡

失
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
自
ら
の
研
究
の
事

象
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
諸
学
の
場
合
、
諸
々
の
領
域
の
な
か
で

研
究
を
行
う
限
り
、
関
連
意
味
も
、
そ
し
て
遂
行
意
味
も
忘
れ
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
と
し
て
は
問
わ
れ
な
い
で
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

形
式
的
挙
示
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
形

式
的
挙
示
「
に
つ
い
て
」
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
が
技
術
化
し
て
扱
え
る
よ
う
な
「
方
法
」
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
理
論
的
認
識
を
通
し
て
そ
れ
を
理
解
し
、
さ
ら
に

実
践
に
用
い
る
と
い
う
形
で
は
、
こ
の
方
法
に
接
近
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
い
や
そ
の
場
合
す
で
に
こ
の
方
法
を
跳
び
越
し
て
し
ま
う

（
阻
止

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
技
術
化
し
得
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
肯
定
的
に
述
べ
る
な
ら
、
実
際
に
そ
れ
を
歩
く
こ

的
、
拒
絶
的
）

と
で
意
味
を
持
つ
よ
う
な
事
柄
、
道
と
言
い
表
わ
す
の
が

も
適
切

で
あ
る
。
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ

「
哲
学
は
方
法
を
巡
る

、

格
闘
だ

と
い
う
言
い
方
の
意
味
が
重
大
に
受
け
取

」（

）

58
135f.,228
-

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五

哲
学
と
諸
学
問

と
こ
ろ
で
、
存
在
の
忘
却
と
い
う
『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
強

調
さ
れ
た
問
題
は
、
諸
学
問
と
哲
学
の
根
本
的
な
違
い
、
そ
し
て
特

に
哲
学
と
諸
学
に
お
け
る
概
念
と
方
法
の
違
い
の
問
題
で
も
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
基
に
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て

『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
、
存
在
の
問
い
を
反
復
す
る
こ

、

と
の
必
要
性
を
論
じ
た
後
、
そ
れ
に
続
い
て
、
哲
学
以
外
の
諸
学
問

の
状
況
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
も
つ
意
味
と
そ
の
必
然

性
と
が
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
二
七
）

存
在
忘
却
は
哲
学
の
方
法
や
概
念
を
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方

で
求
め
ず
、
む
し
ろ
諸
学
の
概
念
や
方
法
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
由

来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
こ
こ
ま
で
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
存

在
者
を
探
求
す
る
諸
学
を
、
そ
の
方
法
を
、
学
問
性
を
模
倣
し
、
そ

れ
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
哲
学
が
諸
学
の
影
響
の
下
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
哲
学
と
哲
学
以
外
の
諸
学
と
の
関

係
あ
る
い
は
む
し
ろ
区
別
と
い
う
問
題
が
重
要
な
問
題
に
な
る

存

。『

在
と
時
間
』
の
出
版
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
一
九
二
七
年
に
な
さ
れ
た
講

（

）

演

現
象
学
と
神
学

で
は

存
在
者
を
定
立
さ
れ
た
も
の

「

」

、

P
ositum

と
し
て
受
け
取
り
、
こ
の
存
在
者
に
つ
い
て
の
学
と
い
う
意
味
で
、

実
証
的
学
問

と
し
て
神
学
を
規
定
し
て
い

（

）

positive
W
issenschaft

る
。
そ
う
す
る
と
、
神
学
や
そ
の
他
の
様
々
な
研
究
領
域
を
持
つ
実

、

。

証
諸
学
に
対
し
て

哲
学
は
絶
対
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

つ
ま
り
、
存
在
者
を
研
究
す
る
学
と
存
在
を
問
い
、
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
学
、
哲
学
と
の
差
異
は
、
そ
れ
以
外
の
諸
学
の
間
の
相
対

的
な
差
異
や
区
別
と
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら

れ
て
い
る

『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
第
三
節
で
当
時
の
諸
学
問
の

。

動
向
が
論
じ
ら
れ
る
箇
所
で
も
、
神
学
は
そ
の
一
つ
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
存
在
と
時
間
』
の
論
述
と
「
現

象
学
と
神
学
」
の
議
論
と
は
、
内
容
と
し
て
重
な
っ
て
は
い
る
が
、

果
た
し
て
同
じ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

ど
う
や
ら
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
諸
学
問
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の

（
二
八
）

対
象
の
認
識
に
関
し
て
一
応
根
拠
付
け
を
行
な
う
が
、
そ
れ
が
実
証

的
で
あ
り
、
存
在
者
を
問
題
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
実
証
諸
学

に
と
っ
て
は
自
ら
が
関
わ
る
領
域
の
根
拠
付
け
を
十
全
に
は
行
な
え

ず
、
結
局
領
域
存
在
論
に
本
来
の
根
拠
付
け
を
果
た
し
て
も
ら
う
他

な
い
。
そ
し
て
、
今
度
は
そ
う
し
た
限
界
を
も
っ
た
存
在
論
も
、
存

在
一
般
を
問
う
立
場
に
よ
っ
て
更
に
根
拠
付
け
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
要
す
る
に
、
フ
ォ
ン
・
へ
ル
マ
ン
は
諸
学
問
と
存
在
論
の

決
定
的
な
区
別
が
こ
こ
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

確
か
に

「
現
象
学
と
神
学
」
で
も
神
学
と
哲
学
の
関
係
は
、
信

、
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と
知
の
、
啓
示
と
理
性
の
対
立
と
し
て
捉
え
る
通
俗
的
な
見
方
と
は

異
な
り
、
両
者
を
学
問
と
学
問
の
関
係
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
箇
所
で
、
存
在
を
問
う

哲
学
、
存
在
論
と
そ
れ
以
外
の
諸
学
の
一
つ
と
し
て
の
神
学
と
の
関

係
と
い
う
捉
え
方
は
全
く
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
よ
く
注
意
す
る
と

「
現
象
学
と
神
学
」
の
場
合
、
ハ
イ

、

デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
考
察
を
始
め
る
際
に
明
確
な
断
り
を
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
場
合
は
二
つ
の
学
の
関
係
を
問
う
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
歴
史
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
二
つ
の
学
問
の
事
実
的
な
状
態
を

比
較
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
問
題
を
根
本
的

に
討
議
す
る
た
め
に
二
つ
の
学
問
の
理
念
を
理
想
的
に
構
成
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る

。
こ
れ
に
反
し
て
『
存
在

（9
47
-

）

と
時
間
』
で
は
諸
学
の
事
実
的
な
動
向
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
哲
学
が
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
を
忘
れ
て
い
る
と
さ
れ

る
点
は
、
哲
学
の
理
念
的
な
意
味
に
含
ま
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
現

実
の
、
事
実
的
な
哲
学
の
状
態
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
こ
で
は
二
つ
の
学
問
、
存
在
的
な
学
と
存
在
論
的
な
学
の
比
較
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
哲
学
が
存
在
を
忘
れ
て
い

る
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
後
、
今
度
は
改
め
て
提
出
さ
れ
る

べ
き
存
在
の
問
い
の
具
体
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
問
題
の

連
関
で
、
諸
学
の
状
態
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実

証
的
学
問
と
哲
学
の
違
い
と
関
係
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
問
題
は
具
体
的
に
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
諸
学
問
の
事
実
的
な
状
態
を
論
じ
る

場
合
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
取
り
上
げ
て
い
る
側
面
あ
る
い
は
地
平

で
あ
る
。
諸
学
そ
れ
ぞ
れ
の
基
礎
に
関
わ
る
変
化
や
変
動
が
問
題
に

さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
が
取
り
扱
う
事
象
領

域
は
、
ま
ず
「
素
朴
に
ま
た
荒
削
り
な
仕
方
で

際

」（

）

naiv
und

roh

立
た
せ
ら
れ
、
確
定
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ

れ
は
「
前
学
問
的
な
仕
方
で

為
さ
れ
る
の
で

」（

）

vorw
issenschaftlich

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
は
、
確
か
に
実
証
諸
学
そ
の
も
の
に
と

っ
て
は
見
通
し
が
利
か
な
い
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の

素
朴
に
確
定
さ
れ
た
領
域
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
の
根
本
概
念

が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
根
本
概
念
は
、
実
証
科

、

。

学
に
と
っ
て
は

そ
の
学
の
成
立
の
条
件
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い

そ
の
限
り
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
の
指
摘
は
正
し
い
。
し
か
も
根
本

概
念
は
実
証
科
学
自
体
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
自
身
の
課
題
で
な
い
だ

け
で
な
く
、
無
自
覚
の
ま
ま
そ
れ
を
用
い
て
研
究
を
続
け
る
よ
う
な
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条
件
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
側
面
で
、
諸
学
の
基
礎
の
理
解
に
お
け
る
動
揺
、
あ
る

い
は
根
本
概
念
の
変
更
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
遂
行
の
面

で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か

『
存
在
と
時
間
』
で
は
次
の

。

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
諸
学
の
そ
の
よ
う
な
内
在
的
危
機
に

。

際
し
て
、
問
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
事
象
そ
の
も
の
に
対
す
る
実
証
的

ins
W
anken

kom
-

な
研
究
の
問
い
か
け
の
関
係
は
揺
ら
ぎ
は
じ
め
る
（

。
こ
の
動
揺
は
事
実
的
に
生
じ
る
事
態
で
あ
り
、
方

m
en

2
13

）

）

」（

-

法
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
り
、
確
保
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ

れ
で
も
根
本
概
念
の
内
実

「
何
か
」
で
は
な
く
、
そ
の
遂
行

「
如

、

、

何
に
」
と
し
て
は
、
形
式
的
挙
示
が
可
能
に
す
る
よ
う
な
概
念
の
不

確
か
で
動
揺
す
る

あ
り
方
と
は
、
そ
こ
に

（

）

unsicher,
schw

ankend

生
じ
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
実

意
味

に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

（

）

G
ehaltssinn

そ
の
遂
行
意
味

、
そ
し
て
そ
れ
に
依
拠
す
る
関
連
意

（V
ollzugssinn

）

味

に
お
い
て
同
じ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

す
な
わ
ち｢

何

（

）

B
ezugssinn

。

か｣

と
い
う
点
で
同
じ
で
は
な
い
が

「
如
何
に
」
の
面
で
同
じ
で
あ

、

る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
、
日
常
的
世
界
の
分
析
に

お
い
て
、
手
許
的
に
出
会
わ
れ
る
存
在
者
が
、
そ
の
本
来
の
機
能
、

用
途
を
果
た
し
え
な
く
な
り
、
事
物
の
付
託
連
関
の
な
か
で
目
立
っ

て
く
る
と
い
う
事
例
が
、
そ
れ
自
体
は
日
常
性
の
中
に
方
法
が
齎
す

無
化
、
あ
る
い
は
馴
染
み
の
な
さ
で
は
な
い
に
し
て
も
、
事
実
的
に

そ
れ
に
対
応
す
る
変
様
、
無
意
味
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
と
同
様
の

対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
廻
り
世
界
の
分
析
に
お
い
て
、
道

具
連
関
の
作
用
が
、
押
し
付
け
が
ま
し
さ
、
手
ご
わ
さ
、
目
出
た
し

さ
に
よ
っ
て
働
か
な
く
な
り
、
道
具
的
に
出
会
わ
れ
る
そ
の
存
在
者

が
元
来
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い
た
か
が
改
め
て
問
題
に
な
る
場
合

に
類
似
し
て
い
る
。
自
覚
的
、
方
法
的
な
接
近
で
は
な
く
、
い
わ
ば

意
図
せ
ざ
る
仕
方
で
事
象
に
近
づ
い
て
し
ま
う
事
例
を
示
し
て
い
る

と
い
え
る
。

対
象
の
「
何
か
」
を
も
っ
ぱ
ら
問
い
、
そ
の
意
味
で
一
定
の
領
域

の
内
部
で
対
象
の
内
実
意
味
の
追
求
を
遂
行
し
て
い
る
実
証
諸
学

は
、
こ
う
し
た
基
礎
の
危
機
、
根
本
概
念
の
変
更
に
際
し
て
、
あ
る

い
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
更
を
齎
す
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、
通
常
の

、

。

学
の
働
き

科
学
と
し
て
の
働
き
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

そ
の
学
の
可
能
性
の
条
件
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
り
、
問
い
に
転
化

す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
諸

学
の
本
来
の
《
活
動
》
は
、
こ
う
し
た
多
か
れ
少
な
か
れ
根
本
的
で

は
た
ら
き
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あ
る
よ
う
な
、
そ
し
て
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
は
見
通
し
の
利
か
な
い

根
本
概
念
の
再
検
討
の
う
ち
で
な
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る

」（

）

2
13
-

の
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
夏
学
期
の
講
義
「
時
間
概
念
の
歴
史
へ
の

予
備
考
察
」
で
は
「
こ
の
危
機
に
際
し
て
学
問
的
探
究
は
哲
学
的
傾

向
を
獲
得
す
る

と
明
白
に
こ
の
問
題
の
次
元
が
哲
学
的
で

」（

）

20
4
-

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

フ
ォ
ン
・
へ
ル
マ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
に
引
用
さ
れ

た
箇
所

は
、
全
集
版
が
出
る
以
前
は
「
そ
れ
自
身
に
と
っ

（

）

2
13
-

て
見
通
し
の
利
く
根
本
概
念
の
再
検
討
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
手
沢
本
を
参
照
し
て
、
全
集
版
で｢

見
通
し
が
利
か
な

い｣

と
訂
正
さ
れ
、
そ
れ
以
後
は
単
行
本
で
も
否
定
の
「
な
い
」
を

つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

し
か
し

こ
の
箇
所
の
フ
ォ
ン
・

。

、

（
二
九
）

へ
ル
マ
ン
の
解
釈
は
正
し
く
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
諸
学
に
よ
る
根
本
概
念
の
再
検
討
が
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
見
通

し
が
利
か
な
い
の
は
、｢

こ
の
諸
学
自
身
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
根

本
概
念
の
作
り
変
え

、
す
な
わ
ち
根
本
概
念
自
身
の

（U
m
bildung

）

U
nbestim

m
theit

U
n-

自
己
根
拠
付
け
は
無
規
定
性

と
不
確
実
さ

（

）

（

に
付
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
根
本
概
念
の
こ

sicherheit

）

の
再
検
討
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
た
だ
限
定
さ
れ
た
仕
方
で
見
通
し

が
利
く
だ
け｣

だ
か
ら
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

（
三
〇
）

は
明
ら
か
に
、
無
規
定
性
、
不
確
実
さ
が
欠
陥
、
不
十
分
さ
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
証
諸
学
に
お
い
て
本

来
の
活
動
が
生
じ
、
そ
れ
が
哲
学
的
傾
向
を
帯
び
る
の
は
、
ま
さ
に

そ
れ
ら
の
根
本
概
念
が
無
規
定
性
、
不
確
実
性
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
よ
れ
ば
哲
学
の
概
念
に
固
有
の
特
性
を
も
つ
に
至
る
か
ら
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

先
程
も
確
認
し
た
よ
う
に

『
存
在
と
時
間
』
の
こ
の
箇
所
で
問

、

題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
存
在
の
問
い
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
意

味
を
持
ち
え
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
見

も
普
遍

的
で
内
容
の
空
虚
と
思
わ
れ
る
存
在
の
問
い
が
、
ど
の
よ
う
な
具
体

的
な
意
味
を
も
ち
え
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
概
念
を
そ
の
領
域

の
根
本
概
念
に
向
か
っ
て
一
般
化
し
、
あ
る
い
は
形
式
化
す
る
こ
と

が
依
然
と
し
て
伴
う
制
限
を
さ
ら
に
越
え
て
、
形
式
的
挙
示
を
通
じ

て
哲
学
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
を
獲
得
す
る
と
い
う
上
昇
方
向
の
い
わ

ば
逆
の
向
き
の
問
い
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
意
外
に

も
実
証
諸
学
に
お
い
て
、
事
実
的
に
、
し
か
も
そ
れ
ら
諸
学
の
限
界

を
超
え
る
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
本
概
念
が
無
規
定
に
な
り
、
不
確
か
に
、
宙
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吊
り
に
な
る
と
き
、
形
式
的
挙
示
の
方
法
に
対
応
す
る
よ
う
な
事
態

が
意
図
せ
ず
に
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で

『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
の
序

、

文
部
分
の
意
味
が
、
か
な
り
違
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
気

づ
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
も
し
第
三
節
で
、

実
証
諸
学
と
領
域
存
在
論
、
領
域
存
在
論
と
一
般
存
在
論
の
そ
れ
ぞ

れ
の
限
界
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
付
け
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
と
、
存
在
の
忘
却
や
存
在
を
問
う
こ
と
の
意
味
が
問
題
で

は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
同
じ
こ
と
で
あ

る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
題
の
整
理
と
本
質
的
に
変
わ
り
が
な
い
こ

と
と
同
じ
に
な
り
、
そ
の
場
合
に
は
哲
学
が
成
立
し
て
い
な
い
と
い

う
問
題
の
理
解
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
三
一
）

こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、
一
見
些
細
な
違
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
場
所
に
お
い
て
、
実
証
諸
学
に

そ
の
領
域
に
関
す
る
根
拠
を
与
え
る
の
が
領
域
存
在
論
で
あ
り
、
そ

う
し
た
領
域
存
在
論
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
十
分
な
見
通
し
を
持

っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
更
に
存
在
一
般
の
意
味
を
問
う
存
在
の
問

い
、
あ
る
い
は
基
礎
的
存
在
論
か
ら
根
拠
付
け
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
連
関
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
の
意
味
が
具
体
的
な
意
味

を
持
つ
も
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
単
に
空
虚
な
普
遍
性
だ
け
な
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
そ
う
で
な
い
具
体
的
な
意
味

を
持
つ
場
合
と
し
て
、
諸
学
、
実
証
諸
学
の
基
礎
の
危
機
と
い
う
問

題
、
根
本
諸
概
念
の
再
検
討
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ

の
上
で
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
例
を
示
し
て
、
生
産
的

論
理
学
が
、
存
在
論
に
固
有
の
活
動
の
場
面
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

。

、

提
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

そ
れ
ゆ
え
に

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
自
然
と
い
う
領
域
の
根
本
概
念
を

明
ら
か
に
す
る
存
在
論
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
論
述

は
、
領
域
存
在
論
の
事
例
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
哲
学
的
な
問
い
、
哲
学
の
分
野
で
忘
却
さ
れ
、
問
題
と
し
て

す
ら
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
存
在
の
問
い
を
問
う
も
の
だ
と
い
う

指
摘
で
あ
り
、
認
識
論
や
そ
れ
に
類
す
る
研
究
と
し
て
そ
れ
を
理
解

し
て
き
た
哲
学
の
伝
統
そ
の
も
の
に
疑
問
を
突
き
つ
け
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
当
時
の
伝
統
の

中
で
存
在
の
問
い
が
軽
ん
じ
ら
れ
、
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題

に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、

、

さ
ら
に
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
は

カ
ン
ト
へ
の
言
及
に
先
ん
じ
て
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歴
史
の
問
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も

、
そ
れ

（2
14
-

）

を
歴
史
の
領
域
存
在
論
の
問
題
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
決

（
三
二
）

し
て
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
方
が
自
然
に
感
じ
ら
れ

る
が
、
我
々
の
解
釈
の
線
で
考
え
る
と
、
別
な
解
釈
を
考
え
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
活
動

が
生
産
的
論
理
学
の
事
例
と
し
て
言
及
さ
れ
た
後
、
直
ち
に
「
そ
れ

ゆ
え
、
哲
学
的
に
第
一
の
事
柄
は
、
例
え
ば
、
歴
史
学
の
概
念
形
成

の
理
論
で
は
な
く
、
歴
史
学
の
認
識
の
理
論
で
も
な
く
、
さ
ら
に
ま

た
歴
史
学
の
客
観
と
し
て
の
歴
史
で
も
な
く
、
本
来
的
に
歴
史
的
に

存
在
す
る
者
を
そ
の
歴
史
性
に
向
け
て
理
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で

」

、

「

」

あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

そ
れ
が
ま
さ
に

哲
学
的
な

認
識
と
、
そ
の
概
念
性
の
問
題
、
哲
学
の
問
い
の
問
題
と
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

「
歴
史
的
な
存
在
者
を

。

そ
の
歴
史
性
に
関
し
て
解
釈
す
る
」
と
い
う
部
分
だ
け
を
取
れ
ば
、

そ
れ
を
領
域
存
在
論
の
課
題
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
様
々
な
歴
史
学
の
理
論
的
基
礎

付
け
、
あ
る
い
は
歴
史
的
認
識
の
解
明
に
類
す
る
こ
と
が
「
哲
学
的

に
」
第
一
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
存
在
の
問
い
の
忘
却
を

示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
も
含
め
て
、
こ
の

箇
所
で
は
歴
史
的
な
存
在
者
、
す
な
わ
ち
現
存
在
の
歴
史
性
が
言
及

さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
後
に
続
く
段
落
の
論
述
は
、
む
し
ろ
フ
ォ

ン
・
ヘ
ル
マ
ン
の
解
釈
を
正
当
と
し
、
今
述
べ
た
よ
う
な
我
々
の
解

釈
を
困
難
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

「
そ
の
よ
う
に
問

、

う
こ
と
、
す
な
わ
ち

も
広
い
意
味
で
受
け
取
ら
れ
た
存
在
論
で
あ

り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
方
向
や
傾
向
に
も
依
拠
し
な
い
存
在
論
、

そ
れ
は
そ
れ
自
身
さ
ら
に
導
き
の
紐
を
必
要
と
す
る
。
存
在
論
的
に

問
う
こ
と
は
た
し
か
に
実
証
諸
学
の
存
在
的
な
問
い
に
対
し
て
一
層

根
源
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
存
在
者
の
存
在
に

対
す
る
そ
の
究
明
が
存
在
一
般
の
意
味
を
論
議
し
て
い
な
い
限
り
そ

れ
自
身
素
朴
で
見
通
し
が
利
か
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
次
の
段
落
で
は
、
存
在
の
問
は
諸
学
の
可
能
性
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
条
件
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
存
在
的
な
諸
学
に
先
立
っ
て
お

（

）

り

「
そ
れ
ら
を
基
礎
付
け
る
も
ろ
も
ろ
の
存
在
論
自
身

、

」

2
15
-

の
可
能
性
の
条
件
と
も
な
っ
て
い
る
と
、
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
明
ら
か
に
領
域
存
在
論
と
存
在
一
般

の
意
味
へ
の
問
い
と
が
区
別
さ
れ
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
の
言
う
よ

う
に
、
そ
の
根
拠
付
け
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。し

か
し
、
こ
の
段
落
の

初
に
来
る
「
そ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
」

と
は
、
ど
う
い
う
内
容
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

も

広
い
意
味
で
受
け
取
ら
れ
た
存
在
論
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
か
。
そ
の
前
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン

や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
作
品
で
あ
り
、
生
産
的
論
理
学
の
可
能
性
で

あ
り
、
歴
史
性
の
解
釈
の
問
題
、
そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
理

解
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
語
が
指
し
示
す
内
容
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
と
し
て
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
存
在
の
忘
却
と
い
う
問
題

の
重
大
性
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

哲
学
探
求
の
出
発
点
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
方
法
の
魂
に
し
て
精
神
で

あ
る
形
式
的
挙
示
も
そ
の
忘
却
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
の
方
法
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
が
哲
学
と
し
て
実
際
に
成
立
し
て
い
な
い

と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
基
本
的
認
識
は
、
か
り
そ
め
に
語
ら
れ
た

問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
、
抵
抗
を
覚
え
る
事
柄

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
文
字
通
り
受
け
取
る
事
を
こ
こ
で

も
貫
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
も
ろ
も
ろ
の
存
在
論
」
が
単
に
領
域
存
在
論
に
限
定
さ
れ
る

と
考
え
る
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
存
在
論
、
実
際
に
成
立

し
た
も
の
も
含
め
、
あ
る
い
は
思
い
描
か
れ
る
よ
う
な
も
の
も
含
め

て
、
そ
う
し
た
存
在
論
と
い
う
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
哲
学
の

事
象
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
問
う
準
備
を
な
し
て
い
る
存
在
の
意

味
を
、
従
っ
て
、
未
だ
か
つ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
存
在
の
意

味
を
問
う
こ
と
な
し
に
は
、
素
朴
で
見
通
し
が
利
か
な
い
と
解
釈
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

「
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て

。

把
握
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
場
合
語
彙
が
欠
け
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
何
よ
り
も
文
法
が
欠
け
て
い
る

と
い
う
論
述
も
、
こ

」（

）

2
52
-

の
解
釈
を
支
持
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
の
こ
と
を
見
る
と

『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
は
奇
妙
な

、

状
況
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
存
在
を
問
う
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
す
る
哲
学
の
方
は
、
そ

の
伝
統
を
通
じ
て
、
存
在
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

不
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
、
そ
の
問
題
を
解
決
済
み
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
忘
却
の
意
味
で
あ
っ
た
。
存
在
の
問
い
へ
の
答
え

が
な
い
こ
と
を
気
遣
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
問
う
て
い
な
い

こ
と
に
つ
い
て
す
ら
困
惑
を
覚
え
て
い
な
い
の
で
あ
る

「
我
々
は

。

今
日
《
存
在
す
る
》
と
い
う
こ
と
ば
で
本
来
何
を
意
味
し
て
い
る
か
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に
つ
い
て
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
決
し
て
そ
う
で
は
な
い

「
そ
れ
で
は
我
々
は
今
日
《
存
在
》

」
。

と
い
う
表
現
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
困
窮
を
せ
め
て
覚
え
て
い

。

」

る
こ
と
ぐ
ら
い
は
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

決
し
て
そ
う
で
は
な
い

。
他
方
こ
れ
に
対
し
て
、
実
証
諸
学
の
側
で
は
、
も
ち
ろ
ん

（2
1
-

）

存
在
の
問
い
が
自
覚
的
方
法
的
に
追
究
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
に

、

、

、

し
て
も

存
在
の
問
い
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
問
題

根
本
諸
概
念

方
法
、
疑
わ
し
さ
が
活
性
を
示
し
て
お
り
、
つ
ま
り
哲
学
的
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
九
二
七
年
の
「
現
象
学
と
神
学
」

に
も
ほ
ぼ
同
じ
問
題
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
場
合
は
学
問
の
可
能
性
を
理
想
的
な
仕
方
で
構
成
し
て
い
る
た

め
、
哲
学
が
存
在
を
忘
却
し
て
い
る
と
い
う
問
題
は
直
接
に
は
取
り

。

、

、

あ
げ
ら
れ
て
い
な
い

し
か
し

哲
学
が
元
来
果
た
す
べ
き
役
割
は

そ
こ
で
も
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
我
々
の
常
識
が
想
定
す

る
よ
う
な
形
式
に
ま
っ
た
く
対
立
す
る
よ
う
な
形
に
お
い
て
で
あ

る
。
現
象
学
と
神
学
の
二
つ
の
学
問
の
関
係
は
現
象
学
が
神
学
に
対

し
て
形
式
的
に
挙
示
す
る
仕
方
で
そ
れ
を
調
整
す
る
働
き
を
持
つ
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
哲
学
に
と
っ
て
は
こ
う
し
た
働
き
を

な
さ
ず
と
も
哲
学
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
哲
学

の
条
件
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
他
方
そ
れ
以
外
の
実
証
諸
学
に
対
し

て
は
、
哲
学
は
必
ず
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
哲
学
の

一
つ
の
、
し
か
し
重
要
な
役
割
、
意
味
が
見
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
フ
ォ
ン
・
へ
ル
マ
ン
が
強
調
し
た
よ
う
な
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
依
拠
す
る
領
域
存
在
論
と
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
る

諸
学
と
い
う
理
論
的
体
系
で
は
な
く
、
こ
こ
で
も
形
式
的
な
挙
示
の

働
き
を
通
じ
て
の
関
係
で
あ
る
。
神
学
の
場
合
は
そ
れ
が
「
共
に
方

向
付
け
る
こ
と

と
し
て
の
「
調
整

の

」

」

（

）

（

）

K
orrektion

K
orrektiv

働
き
と
さ
れ
る
が
、
神
学
以
外
の
諸
学
の
場
合
は
「
方
向
付
け
」。

（

）

（

）

D
irektion

9
64f.

と
い
う
形
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る

-

こ
の
具
体
的
な
内
容
を
立
ち
入
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
本
論
で
は

試
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
の
諸
学
と
の
関
係
に
関
し
て
、
我

々
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
重
要
な
方
向
付
け
、
遂
行
意
味
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
抵

抗
の
大
き
い
こ
と
で
あ
れ
、
哲
学
が
自
ら
自
身
の
課
題
を
遂
行
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
方
法
、
特
に
諸

学
問
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
方
法
と
学
問
の
理
解
を
そ
の
ま
ま

用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
哲
学
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が
自
ら
の
固
有
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
は
、
そ
の
必
然
的
関
係
が
な

い
た
め
に
神
学
と
の
関
係
を
除
い
て
、
他
の
す
べ
て
の
諸
学
問
に
形

（
三
三
）

（
つ
ま
り
内
実
の
面
で
は
無
規
定
に
す
る

式
的
挙
示
の
仕
方
で
働
き
か
け

、

こ
と
を
通
じ
て
、
方
向
を
示
し
、
研
究
を
可
能
化
す
る
と
い
う
意
味
で
）

そ
れ
に
方
向
付
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
度
確
認
す
る
と
、
こ
の
場
合
、

哲
学
も
理
想
的
な
構
成
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

現
実
の
哲
学
を
叙
述
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
哲
学
の
探
求
を
通
じ
て
学
問
の
変
貌
の
可
能
性
と
い
う
問
題

を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
し
っ
か
り
理
解
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
共
に
、
我
々
が
哲
学
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
我
々
に
も
態

度
決
定
を
迫
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
は
確
か
に
断
片
的
で
ま
た
飛
躍
を
多
く
含
ん
だ
、
不

十
分
な
描
写
以
上
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で

は
ま
ず

初
に
浮
か
ぶ
批
判
を
抑
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
十
全
に
聞
き
取
り
、
受
け
取
る
こ
と
に
何

よ
り
も
努
め
た
積
り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
方
法
を
巡
る

格
闘
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
探
究
の
一
貫
し
た
姿
勢
、
そ
の

「
道
」
を
、
存
在
の
忘
却
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
探
求
を
貫

く
テ
ー
マ
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り

『
存
在
と
時
間
』

、

の
読
み
方
、
理
解
の
仕
方
を
考
え
直
す
意
味
と
必
然
性
と
が
あ
る
程

度
示
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

註
（
一
）
傍
線
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
な
お
本
稿
で
は
以
下
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全

集
か
ら
の
引
用
の
際
に
は
、
巻
数
に
ハ
イ
フ
ン
を
つ
け
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を

記
し
て
表
わ
す
こ
と
に
す
る
。
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U
niversity

of
C
alifornia

Press,
1995,

p.
172

照
の
こ
と
。

E
dm

und
H
usserl,

,
V
ittorio

（
三
）

P
hilosophie

als
strenge

W
issenschaft

を
参
照
の
こ
と
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル

K
losterm

ann,
1965

H
ans-G

eorg
G
adam

er,

の
批
判
の
不
十
分
さ
を
ガ
ダ
マ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
（

,
in

,
B
d.
1,
J.C

.B
.M

ohr,
1999,

S
.

W
ahrheit

und
M

ethode
G

esam
m

elte
W

erke

。

353f.

）

（
四
）
こ
こ
で
い
わ
れ
る
実
証
諸
学

と
は
、
存
在

（

）

positive
W
issenschaften

者
を
研
究
す
る
存
在
的
な
学
問
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
通
常
言
わ
れ
る
意
味
で
の

実
証
科
学
と
同
じ
で
は
な
い
。
な
お
進
歩
す
る
こ
と
、
た
え
ず
新
し
い
成
果
を

生
み
出
す
こ
と
が
近
代
以
後
の
学
問
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
丁
度
こ
の
時
期

G
e-

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
印
象
的
に
語
ら
れ
た
（M

ax
W
eber,

,
J.C

.B
.
M
ohr,

U
T
B
,
1492,

S
.

sam
m

elte
A

ufsätze
zur

W
issenschaftslehre

。

582ff.

）

（
五
）

（
傍
線
筆
者

。
な
お
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

E
dm

und
H
usserl,

O
p.

cit.,
S.23.

）
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は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
画
期
的
な
、
前
例
を
見
な
い
発
見
と
し
て
、
一
般
化
と
形

式
化
の
区
別
を
そ
の
論
理
構
造
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
点
を
挙
げ
、
高
く

評
価
し
て
い
る

。
他
方
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
す
ぐ
前
に
引
用
し
た
、

（60
57
-

）

個
別
科
学
の
進
歩
と
哲
学
の
恒
常
性
の
違
い
の
問
題
に
関
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
責
め
が

フ
ッ
サ
ー
ル
に
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る

。

（58
6
-

）

E
dm

und
H
usserl,

,
1.

B
and,

,

（
六
）

L
ogische

U
ntersuchungen

H
usserliana

B
d.
18,

M
artinus

N
ijhoff,

1975,
S.

30.

（
七
）
一
九
一
九
年
の
戦
時
緊
急
学
期
の
講
義
の
終
わ
り
近
く
で

「
現
象
学
の

、

方
法
上
の
根
本
問
題
、
体
験
圏
域
の
学
問
的
開
示
の
様
態
へ
の
問
い
」
と
い
う

問
題
に
ふ
れ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る

『
イ
デ
ー
ン

。

Ⅰ
』
の
な
か
で

「
諸
原
理
中
の
原
理
」
に
関
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
そ
の
点

、

、

」

で
は

考
え
得
る
ど
の
よ
う
な
理
論
も
我
々
を
誤
り
と
な
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
取
り
あ
げ
、
諸
原
理
中
の
原
理
は
、
そ
の
意
味
で
理
論

的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ

56/

ッ
サ
ー
ル
自
身
は
こ
の
こ
と
を
明
言
し
て
い
な
い
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

。

57
109f.
-

）

（
八

「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
数
学
と
数
学
的
な
自
然
科
学
に
お
い
て
学

）

問
の
一
定
の
理
念
が
予
め
描
き
だ
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
数
学
は
す
べ
て
の

学
問
一
般
に
と
っ
て
範
型
で
あ
る

。

」（63
71
-

）

な
お
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
基
本
的
に
同
じ
と
言
え
る
が

「
学
問
一
般
は

、

真
な
る
諸
命
題
の
根
拠
付
け
連
関
の
全
体
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
定
義
は
完
全
で
も
な
け
れ
ば
ま
た
学
問
を
そ
の
意
味
に
お
い
て
言
い
当
て

て
い
な
い
」
と
な
っ
て
い
る

。

（2
15f.
-

）

（
九
）
な
お
こ
の
講
義
は
、
若
い
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
方
法
の
問
題
を
徹
底
的
に

論
じ
た
一
九
二
〇
／
二
一
年
冬
学
期
の
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
で
、
全
集
六
〇

巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
講
義

に
出
席
し
て
い
た
学
生
が
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
の
タ
イ
ト
ル
と
違
い
、
宗
教

の
主
題
は
少
し
も
扱
わ
れ
ず
、
た
だ
方
法
の
考
察
ば
か
り
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
批
判
を
学
部
長
に
伝
え
、
そ
れ
を
知
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
途
中
で
こ
の

「
方
法
的
な
入
門

（
全
集
で
は
第
一
部
）
を
打
ち
切
り
、
パ
ウ
ロ
の
書
簡
の
現

」

象
学
的
解
釈
（
全
集
で
は
第
二
部
）
に
そ
の
テ
ー
マ
を
切
り
替
え
た
講
義
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
手
に
よ
る
講
義
草
稿
は
失
わ
れ
、
結
局
そ
の
第
一

部
は
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
の
筆
記
ノ
ー
ト
を
基
に
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
厳
密
に
言
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
思
考
を
そ
の
ま
ま
伝

え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
は
、
こ
の
時
期

の
考
え
を
間
違
い
な
く
伝
え
て
い
る
と
い
え
る
の
で
、
そ
の
考
え
を
理
解
す
る

上
で
不
可
欠
の
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
キ
シ
ー
ル
は
こ
れ
が
中
断
さ

れ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
方
法
の
考
察
が
全
体
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を

大
変
惜
し
ん
で
い
る
。
ま
こ
と
に
同
感
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
筆
者
と

し
て
は
あ
る
危
惧
を
感
じ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
論
じ

ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
方
法
の
内
実
を
期
待
す
る
根
底
に
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が
極
力
警
戒
し
た
技
術
化
可
能
で

そ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

方

、

「

法
」
へ
の
期
待
が
暗
黙
の
う
ち
に
入
り
込
む
可
能
性
を
排
除
し
得
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

H
ans-G

eorg
G
adam

er,
,
B
d.
3,
M
ohr

S
iebeck,

（
一
〇
）

G
esam

m
elte

W
erke

1987,
S
.
268.

（
一
一
）
そ
の
意
味
で
、
形
式
的
挙
示
の
方
法
が
禁
止
的
、
防
止
的
、
拒
絶
的

な
意
味
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
は
十
分

（

）

prohibitiv,
abhaltend,

verw
ehrend

す
ぎ
る
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
良
い

。

（
例
え
ば
、61

141ff.
-

）

（
一
二
）
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
原
則
を

述
べ
て
い
る

「
彼
ら
（
学
生
達
）
は
、
彼
ら
が
耳
に
し
た
り
あ
る
い
は
読
ん
だ

。

り
す
る
誰
か
の
哲
学
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
直
接
に
自
ら
研
究
し
て
、
そ
れ
が
そ

の
人
が
実
際
に
展
開
し
た
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
納
得
す
る
こ
と
な
し
に

は
、
誰
の
批
判
で
あ
っ
て
も
決
し
て
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
彼
ら
は

彼
ら
が
批
判
し
て
い
る
原
典
を
理
解
し
た
と
絶
対
的
に
確
信
が
持
て
る
ま
で
、
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R
obin

G
.

彼
ら
自
身
の
批
判
を
常
に
延
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
」

。
こ
こ
に
も

C
ollingw

ood,
,
C
larendon

P
ress,

1982,
p.27

A
n

A
utobiography

）

批
判
の
抑
止
が
見
ら
れ
る
。
態
度
と
し
て
は
こ
れ
と
同
じ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
場
合
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か

に
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
理
解
で
あ
り
、
そ
の
問
題
に
留
ま
っ
て
い
る
。

（
一
三
）
例
え
ば
、
伝
統
的
な
哲
学
の
理
解
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
理
解

す
る
試
み
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
鮮
明
に
そ
の
立
場
を
現
わ
し
、
そ
の
意
味

で
、
問
題
の
難
し
さ
も
同
時
に
示
し
て
く
れ
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
対
し

て

も
厳
し
い
批
判
を
行
っ
た
一
人
で
あ
る
安
藤
孝
行
氏
で
あ
ろ
う

「
お
よ
そ

。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ほ
ど
『
存
在
』
と
い
う
こ
と
ば
を
飽
く
こ
と
な
く
繰
り
か
え
し

た
思
想
家
は
、
古
今
を
通
じ
て
稀
で
あ
る
。
し
か
し
思
想
の
お
さ
め
え
た
成
果

は
、
こ
と
ば
の
反
復
さ
れ
た
度
数
に
比
例
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
た
だ
『
存
在
』
に
対
す
る
問
題
提
起
者
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

功
績
だ
け
は

何
ぴ
と
と
雖
も
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い

安
藤
孝
行

ハ

、

」（

『

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
』
公
論
社
、
昭
和
五
〇
年
、
一
、
二
頁

。
こ
の
批
判
を

）

読
ん
で
肯
か
な
い
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
哲
学
に
固
有

の
概
念
や
方
法
の
問
題
性
が
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

、

。

そ
の
こ
と
こ
そ

哲
学
を
他
の
諸
学
問
と
区
別
す
る
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

こ
の
安
藤
氏
の
理
解
と
批
判
の
背
後
に
あ
る
想
定
は
、
哲
学
に
は
固
有
の
対

象
あ
る
い
は
事
象
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て

は
、
他
の
対
象
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
、
原
理
的
に
は
特
別
に
考
え
る
ほ
ど
の

問
題
が
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
存
在
と
い
う
、
哲

、

、

学
に
固
有
の
対
象
あ
る
い
は
主
題
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

そ
れ
に
つ
い
て

意
味
の
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
を
語
り
続
け
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ

の
認
識
こ
そ
批
判
さ
れ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
な
お
そ
れ
に
つ
い
て

疑
問
を
も
つ
こ
と
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
四
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
己
自
身
に
対
す
る
徹
底
し
た
批
判
と
し
て
現
象

学
的
批
判

を
考
え
て
い
る
。
こ
の
徹
底
性

（

）

phänom
enologische

K
ritik

の
不
十
分
さ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現

（

）

R
adikalism

us

象
学
に
な
お
認
め
ら
れ
る
事
物
化
へ
の
批
判
が
そ
の
一
例
と
な
る

。

（58
237
-

）

（
一
五
）
こ
の
点
で
留
ま
る
限
り
、
そ
う
し
た
論
述
は
学
的
な
露
開
（
解
釈
の

営
み
）
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
述
と
は
異
質
な
、
外
部
の
基

準
（
一
般
に
で
あ
れ
、
自
己
に
よ
っ
て
で
あ
れ
認
め
ら
れ
た
哲
学
の
意
味
）
に

よ
っ
て
そ
の
論
述
「
を
」
解
釈
す
る
場
合
、
こ
の
解
釈
の
営
み
は
、
そ
れ
と
は

別
個
に
与
え
ら
れ
た
存
在
者
を
定
立
さ
れ
た
も
の

と
し
て
受
け
取

（

）

positum

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
実
証
的
な
関
わ
り
に
な
る
。
も
し
そ
こ
で
与
え
ら
れ

る
論
述
が
そ
れ
自
体
を
現
わ
す
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
実

証
性
に
留
ま
ら
な
い
可
能
性
が
そ
こ
に
開
か
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

の
必
要
な
条
件
は
、
や
は
り
阻
止
的
、
禁
止
的
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
何
ら
か

の
判
定
基
準
を
働
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
六
）
も
し
こ
の
場
合
、
思
想
内
容
、
著
述
内
容
で
な
く
、
事
柄
の
方
を
直

接
に
理
解
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
な
ら
、
そ
の
と
き
伝
統
的
、
一
般

的
な
、
言
い
換
え
る
と
、
熟
知
さ
れ
た
、
自
明
な
、
居
心
地
の
よ
い
理
解
が
行

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

哲
学
が
特
別
な
方
法
や
概
念
に
関
し
て
予
め
徹
底
的
に
考
察
を
行
う
必
要
が
考

え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

R
obin

G
.
C
ollingw

ood,
O
p.
cit.,

pp.107-119.

（
一
七
）

（
一
八
）
註
一
三
の
引
用
を
参
照
の
こ
と
。

（
一
九
）
あ
る
い
は｢

諸
学
問
は
そ
こ
に
お
い
て
現
存
在
が
そ
れ
自
身
が
そ
れ
で

あ
る
必
要
の
な
い
存
在
者
に
も
ま
た
関
わ
り
を
持
つ
現
存
在
の
存
在
様
態
で
あ

る｣

と
も
い
わ
れ
る

。
こ
れ
は
学
問
の
実
存
論
的
概
念
と
呼
ば
れ
、
先

（2
17
-

）

の
言
及
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ま
で
辿
ら
れ
る
学
問
の
定
義
、
学
問
の
論
理
的

概
念
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
註
九
を
参
照
。

H
ans-G

eorg
G
adam

er,
,
B
d.
1,
S
.280ff.

（
二
〇
）

G
esam

m
elte

W
erke

（
二
一
）
形
式
的
挙
示
が
技
術
化
さ
れ
る
方
法
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で

は｢

道｣

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
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（
二
二
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
よ
り
後
の
時
代
に
は
理
解
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
『
存
在
と
時
間
』
の
存
在
忘
却
の
問
題

に
重
な
る
で
あ
ろ
う

。

（61
21
-

）

（
二
三
）
こ
の
無
規
定
性
は
、
い
わ
ば
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
実
存
論
的

規
定
、
実
存
範
疇
に
対
応
す
る
。
そ
れ
は
内
容
的
に
は
無
規
定
で
あ
る
が
、
独

立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
現
実
に
実
存
す
る
こ
と
を
通

じ
て
具
体
的
な
（
実
存
的
）
内
実
を
受
け
取
る
。
し
か
し
さ
し
あ
た
り
た
い
て

い
は
、
日
常
的
な
内
容
に
よ
っ
て
す
で
に
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
方
法
の
視
点
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

（
二
四
）
キ
シ
ー
ル
に
よ
る
と
、
こ
の
時
熟
意
味
は
こ
の
講
義
を
含
め
て
初
期

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
係
す
る
講
義
で
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

T
heodore

K
isiel,

O
p.

れ
は
遂
行
意
味
を
よ
り
十
全
に
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
（

。

cit.,
p.241

）

（
二
五
）
こ
の
こ
と
は
、
内
実
意
味
が
そ
れ
だ
け
で
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を

。

。

意
味
す
る
の
で
は
な
い

そ
れ
は
関
連
意
味
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る

だ
か
ら
こ
そ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
信
仰
さ
れ
る
こ
と
は
た
と
え
同
意
さ
れ
た
に
し

て
も
諸
命
題
の
連
関
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
信
仰
の
体
験
か
ら
独

立
し
た
何
か
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
断
っ
て
い
る
（

。
9-55

）

（
二
六
）
少
な
く
と
も
そ
の
方
法
の
端
緒
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
こ

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
表
題
も
、
そ
の
ど
ち

、

ら
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
、
そ
の
解
釈
に
際
し
て
は
定
義
に
よ
っ
て
確
定
す
る

こ
と
か
ら
出
発
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
二
七
）
諸
学
の
状
態
を
論
じ
た
こ
の
箇
所
は
従
来
あ
ま
り
注
意
を
引
い
て
こ

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
も
こ
の
問
題
を
ほ
と

H
ubert

L
.
D
reyfus,

,
T
he

M
IT

ん
ど
素
通
り
し
て
い
る
（

B
eing-in-the-W

orld

。

P
ress,

1991

）

H
erm

eneutische
P

hänom
eno-

（
二
八
）F

riedrich-W
ilhelm

von
H
errm

ann,

B
and

1,
V
ittorio

K
losterm

ann,
1989,

S
.
84ff.

logie
des

D
aseins

F
riedrich-W

ilhelm
von

H
errm

ann,
O
p.
cit.,

S
.86.

（
二
九
）F

riedrich-W
ilhelm

von
H
errm

ann,
O
p.
cit.,

S
.84ff.

（
三
〇
）

（
三
一
）
あ
る
い
は
む
し
ろ
忘
れ
去
ら
れ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

F
riedrich-W

ilhelm
von

H
errm

ann,
O
p.
cit.,

S
.92f.

（
三
二
）

（
三
三
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
神
学
が
学
問
で
あ
り
え
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、

根
本
的
に
、
そ
し
て
そ
れ
は
神
学
の
事
柄
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
な
く
、
肯
定

的
な
意
味
で
、
疑
い
を
も
っ
て
い
る

。
こ
の
点
で
次
の
手
紙
の
一
説
も

（9
49
-

）

重
要
な
手
掛
り
に
な
る
で
あ
ろ
う

「
な
る
ほ
ど
私
は
個
人
的
に
は
神
学
が
学
問

。

な
ど
で
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
は
今
日
の
現
在
ま
だ
こ
の

こ
と
を
実
際
に
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
際

に
神
学
の
精
神
史
的
に
偉
大
な
役
割
が
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の

,
1918

1969,
hrg.

vom
D
eutschen

L
iteraturachiv,

で
す

（」B
riefw

echsel
-

。

D
eutsche

S
chillergesellschaft,

1989,
S
.
25

）

後
に
、
勤
務
先
の
大
学
で
余
儀
な
く
難
し
い
要
件
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
、
こ
の
拙
論
の
内
容
を
予
定
し
て
い
た
形
で
十
分
に
展
開
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
締
め
切
り
の
期
日
も
大
幅
に
遅
れ
て

し
ま
い
、
既
に
原
稿
を
早
く
か
ら
提
出
さ
れ
た
方
々
や
福
谷
先
生
初
め
編
集
の。

仕
事
を
さ
れ
る
方
々
に
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
こ
に
、
心
か
ら
の
お
詫
び
と
ま
た
お
礼
と
を
表
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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Sein und ZeitDas Problem der Methode in
(Die formale Anzeige noch einmal untersucht)

Atsushi TANAKA

Es soll außerordentlich schwer sein, denjenigen Gedanken genau und wahrhaft
zu verstehen, welcher seinen Gesichtspunkt ganz und ohne Vorbehalt vom Grund
aus in Frage stellt und alles aus einem ersten Grunde zum Verständnis bringen will.
In der Regel ist das der Normalfall des großen und echten philosophischen Denkens.
Aber es scheint mir, daß es mit Rücksicht auf die Philosophie Heideggers ins-
besondere schwerfallen wird. Einer der Gründe dafür soll, nicht zuletzt, die Frage
der Seinsvergessenheit sein.

Diese Vergessenheit ist, nach Heidegger, in der Tradition der abendländischen
Philosophie motiviert und sogar auch gerechtfertigt. Wenn in der ganzen Tradition
das Sein ganz in Vergessenheit geraten sein sollte, dann bedeutet das das Un-
verständliche, nämlich daß die Philosophie keine Philosophie ist. Wenn es mit der
Tradition so ist, dann muß es fast unmöglich sein, Heideggers Philosophie wahrhaft
zu verstehen. Weil das wäre ein solcher Versuch, „Philosophie“ Heideggers in der
Weise und im Sinne der traditionellen Philosophie zu verstehen, wenn man nicht
zuvor einen ganz anderen Begriff von Philosophie als den traditionellen besitzen
sollte.

Wenn die Sachlage um die Philosophie Heideggers in Wirklichkeit so ist, dann
wird es einem unmöglich sein, die folgende Entscheidung auszuweichen; ob man die
Tradition bejaht und von dem traditionellen und von uns allen akzeptierten Begriff
der Philosophie her die Heideggersche Philosophie beurteilen soll oder ob man, ganz
umgekehrt, die traditionelle Philosophie wenigstens in Klammer setzen und ver-
suchen soll, die philosophischen Anstrengungen Heideggers im Ganzen genau und
unbedingt so zu nehmen, wie sie sich zeigen. Der Verfasser ist der Meinung, daß
das Letztere des Versuchs wert ist, da das Problem der Vergessenheit mit den
Fragen der eigenständigen Art der philosophischen Methode, der philosophischen
Begriffen und auch mit der Frage der Wissenschaften zusammen in ihrem wesent-
lichen Verhältnis vom jungen Heidegger gedacht ist. Ich möchte diesen Versuch im
Sinne des methodischen Verhaltens „hermeneutische Kritik“ zu nennen, weil er in-
sofern die strengste Kritik sein kann, als er die Kriterien nicht von außen, außerhalb
der Problematik der Heideggerschen Philosophie, hineinbringt, sondern diese von
den schon in ihr selbst liegenden selbst geprüft werden soll.

Diese Methode ist im Grunde nicht anderes als die der formalen Anzeige. Diese
letztere, das Kernstück der methodischen Untersuchungen jungen Hiedeggers, ist in
erster Linie die Methode des abhaltenden Verhaltens, insbesondere gegen die Ein-
flüsse von der Tradition und den Wissenschaften.



( 2 )

Vom Versuch der hermeneutischen Kritik her wird es wenigstens klar, daß der
Sinn von erst verständlich wird, wenn man diese Abhandlung vomSein und Zeit
Gesichtskreis des jungen Heideggers mit Rücksicht auf Philosophie als ein Ringen
um die Methode zu verstehen versucht, und zwar wenn man die Seinsvergessenheit
ernst nimmt.


