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1
）

　
そ
の
共
通
の
根
拠
は
、
　
「
現
有
は
彼
の
た
め
に
実
存
す
る
」
（
U
器
U
p
ゆ
の
魚
昌
Φ
×
δ
鋤
Φ
誉
ニ
ヨ
≦
箪
Φ
⇒
ω
Φ
『
興
）
と
い
う
命
題
に
言
い
現

わ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
命
題
は
、
吾
々
人
間
は
「
利
己
的
」
に
実
存
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
有
的
（
○
馨
置
。
ぴ
）
な
態
度
を
、

意
味
し
て
い
る
有
的
な
陳
述
で
は
勿
論
な
い
。
　
「
現
有
は
彼
の
た
め
に
実
存
す
る
」
と
い
う
命
題
は
、
吾
々
が
「
利
己
的
」
な
態
度
を
取

っ
た
り
「
利
他
的
」
な
行
為
を
な
し
た
り
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
現
有
の
実
存
の
実
存
論
的
錘
有
論
的
構
造
を
示
し
て

い
る
命
題
で
あ
る
。
そ
の
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
を
現
有
が
そ
の
都
度
如
何
な
る
事
実
的
実
存
可
能
性
と
し
て
理
解
す
る
か
、

更
に
は
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
わ
れ
た
規
定
を
如
何
に
実
存
的
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
依
っ
て
、
　
「
利
己
的
」
と
か
「
利
他

的
」
と
い
う
実
存
的
態
度
が
可
能
に
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
　
（
併
し
、
　
「
彼
の
た
め
に
」
（
⊆
筥
≦
ヨ
Φ
昌
。
・
①
ぎ
①
縁
）
と
い
う
現
有
の
実
存

の
実
存
論
的
構
造
は
そ
れ
だ
け
で
は
、
次
節
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
な
お
深
い
意
味
で
の
我
意
と
し
て
顕
わ
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）

　
と
こ
ろ
で
先
ず
第
一
に
、
上
記
の
命
題
に
言
い
現
わ
さ
れ
て
い
る
「
彼
の
た
め
に
」
（
自
憾
P
≦
臨
一
Φ
鵠
　
ω
①
凶
P
Φ
同
）
と
い
う
規
定
性
は
、
先
述

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
け
る
世
界
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
蒼
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

〇2
4
　
さ
れ
た
一
切
の
「
す
る
”
た
め
睾
丸
関
連
」
（
象
Φ
¢
箏
翻
N
竃
b
d
①
N
9
、
σ
q
Φ
）
が
最
後
的
に
そ
こ
に
帰
着
す
る
と
と
も
に
最
初
的
に
そ
こ
か
ら
楽

　
　
源
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
そ
の
縫
た
め
に
」
（
乏
○
日
貸
≦
箆
Φ
p
）
で
あ
る
。
或
い
は
「
そ
の
翻
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
を
現
有
の
諸
々
の

　
　
実
存
可
能
性
一
例
え
ば
、
学
問
を
す
る
と
か
政
治
を
す
る
と
か
い
う
よ
う
な
諸
々
の
実
存
可
能
性
（
国
滋
ω
8
嚢
ヨ
α
範
器
ぽ
犀
Φ
陣
㊦
同
じ
ー
ー

　
　
と
解
す
れ
ば
、
　
「
彼
の
た
め
に
」
（
二
b
ρ
～
く
｝
一
一
⑦
】
P
　
ω
①
ビ
P
①
村
）
は
、
そ
う
い
う
諸
々
の
実
存
可
能
性
と
し
て
の
「
そ
の
“
た
め
に
」
（
巽
。
讐
ヨ
ー

　
　
三
一
｝
①
霞
）
を
有
論
的
に
可
能
に
し
て
い
る
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
諸
々
の
芝
○
讐
ヨ
名
広
讐
が
そ
こ
に
帰
着
す
る
と
こ
ろ
の
最
後
に
し
て
最

　
　
初
の
根
拠
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
「
彼
の
た
め
に
」
に
基
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
窯
。
議
B
≦
白
①
P
d
簿
H
N
∬
U
餌
N
～
毛
○
ぴ
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
山
Φ
の
じ
づ
Φ
ぞ
①
巳
Φ
巳
p
。
ω
。
。
①
霧
v
毒
。
導
燈
窪
2
ゆ
①
≦
零
蝦
藻
ω
と
い
う
諸
関
連
の
連
関
が
有
論
的
に
発
源
し
乃
至
は
形
成
（
鉱
凱
①
ゆ
）
さ
れ
て

　
　
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
諸
関
連
の
連
関
が
「
指
示
性
」
と
言
わ
れ
た
世
界
構
造
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
か
く
し
て
世

　
　
界
の
指
示
性
は
、
　
「
現
有
は
彼
の
た
め
に
実
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
規
定
性
に
第
一
次

　
　
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
併
し
他
方
、
　
「
現
有
は
彼
の
た
め
に
実
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
て
来
て
い
る

　
　
世
界
つ
ま
り
宇
戸
性
と
い
う
構
造
を
も
っ
た
世
界
に
、
正
し
く
そ
の
世
界
の
根
拠
で
あ
る
故
に
、
本
来
は
頼
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
り
、
況
ん
や
指
示
性
と
し
て
の
世
界
の
内
部
で
鵠
会
わ
れ
て
い
る
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
」
の
「
切
に
窃
己
を
附
託
す
る
こ
と
は
繊
来

　
　
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
有
は
「
彼
の
た
め
に
」
に
基
づ
い
て
指
示
性
と
し
て
の
世
界
を
形
成
し
一
或
い
は
同
じ
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へ

　
　
こ
と
で
あ
る
が
、
企
訂
し
（
①
簿
≦
Φ
甑
ω
鐸
）
一
つ
つ
実
存
す
る
が
、
正
に
そ
う
い
う
世
界
を
形
成
し
企
投
ず
る
こ
と
に
於
て
、
形
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
企
投
さ
れ
た
指
示
性
と
し
て
の
世
界
を
い
わ
ば
一
歩
脱
け
出
て
お
り
、
そ
の
世
界
の
内
部
で
出
会
わ
れ
て
い
る
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
」

　
　
を
全
体
的
に
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
有
が
「
彼
の
た
め
に
実
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
へ
、
す
な
わ
ち
彼
は
彼
自
身

　
　
で
あ
る
と
い
う
現
有
の
「
最
も
自
己
的
な
有
り
得
る
こ
と
」
（
ω
の
ぼ
臨
σ
q
Φ
霧
薩
ω
Φ
ぎ
ま
§
①
質
）
　
へ
、
　
一
切
の
雑
多
な
実
存
諸
可
能
性
を

　
　
踏
み
越
え
て
衝
き
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
有
が
彼
の
実
存
に
於
て
彼
の
実
存
の
端
的
な
不
可
能
性
と
し
て
の



　
　
具
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
死
に
向
っ
て
空
け
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
覧
て
、
起
る
。
現
有
の
実
存
は
も
と
も
と
常
に
「
死
へ
の
有
「
（
の
Φ
ぎ

　
　
讐
ヨ
6
0
幽
①
）
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
通
常
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
も
と
も
と
の
有
り
方
で
あ
る
「
死
へ
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へ

　
　
の
有
」
が
一
切
の
覆
蔽
を
破
っ
て
「
死
へ
の
有
」
と
し
て
露
現
し
空
け
開
か
れ
て
来
る
時
i
そ
れ
は
不
安
に
於
て
起
る
こ
と
で
あ
る
が

　
　
一
そ
の
時
、
現
有
は
彼
の
も
と
も
と
の
有
り
方
た
る
彼
窟
身
の
本
来
的
実
存
へ
帰
る
の
で
あ
り
、
帰
る
と
い
う
仕
方
で
本
来
的
実
存
へ

　
　
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
立
場
に
於
て
は
、
現
有
が
自
己
霞
身
と
し
て
有
る
と
い
う
そ
の
本
来
的
実
存
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
自
己
自
身
の
湿
た
る
死
へ
空
け
開
か
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
「
死
へ
の
自
由
」
　
（
舅
お
子
①
謬
讐
ヨ
8
0
餌
Φ
）
と
か
、
自
己
自
身
が

　
　
そ
こ
で
自
己
自
身
で
無
く
な
る
こ
と
の
可
能
性
す
な
わ
ち
自
己
霞
身
の
「
不
可
能
性
と
い
う
可
能
性
」
た
る
「
最
極
端
の
可
能
性
」
の
内

　
　
へ
先
駆
し
つ
つ
開
か
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
「
先
駆
的
覚
悟
性
」
（
＜
o
工
効
無
①
臨
画
①
国
艮
ω
o
叢
。
①
ω
①
昌
落
詳
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

　
　
で
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
一
切
の
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
は
重
要
さ
を
失
い
」
、
　
「
帰
趨
統
態
は
そ
れ
自
身
の
内
で
崩
落
し
」
、

　
　
指
示
性
と
し
て
の
世
界
つ
、
ま
り
「
私
が
そ
の
内
に
実
存
し
て
い
る
世
界
は
非
指
示
性
へ
と
沈
み
落
ち
る
」
。
そ
れ
故
、
吾
々
は
次
の
よ
う
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に
言
う
こ
と
が
出
来
る
、
す
な
わ
ち
、
世
界
の
非
指
示
性
一
一
層
的
確
に
雷
え
ば
、
　
「
世
界
と
し
て
開
示
さ
れ
た
世
界
」
の
非
指
示
性
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ー
ー
は
、
現
有
の
実
存
の
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
規
定
性
に
…
一
層
的
確
に
言
え
ば
、
彼
の
実
存
の
端
的
な
無
つ
ま
り
死
に
ま
で
空

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
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け
開
か
れ
た
場
合
の
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
規
定
性
に
一
基
づ
い
て
い
る
と
。
世
界
の
非
指
示
性
は
、
い
わ
ば
、
世
界
と
い
う
超
越

　
　
の
圏
域
．
に
そ
の
影
を
映
し
た
死
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
の
内
部
で
は
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
は
知
る
空
虚
な
非
情
性
に
於
て
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
身
を
示
」
す
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
万
物
は
濡
々
と
し
た
姿
を
失
い
死
の
根
を
示
し
て
来
る
。
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か
く
し
て
結
論
は
次
の
如
く
に
言
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
世
界
の
指
示
性
と
非
指
示
挫
と
は
そ
の
共
通
の
根
拠
を
、
現
有
の
実
存
の

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
規
定
性
の
内
に
も
っ
て
お
り
、
指
示
性
と
非
指
示
性
と
が
既
述
の
如
き
表
裏
の
関
係
に
立
つ
の
は
、
　
「
彼
の
た
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
め
に
」
（
¢
羅
≦
鰻
の
⇔
器
冒
①
塊
）
と
い
う
規
定
性
が
「
彼
自
身
の
無
」
す
な
わ
ち
「
死
」
と
い
わ
ば
背
中
合
せ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
基
づ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
て
い
る
と
。

034　
　
　
　
　
　
ハ
イ
ー
ア
ッ
ガ
〃
…
に
↑
於
博
り
る
錨
臥
黒
肖
の
照
凹
．
題
　
　
　

雫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
瓢
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四

　
こ
の
こ
と
は
更
に
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
指
示
性
を
表
面
と
し
非
指
示
性
を
裏
面
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
世
界
は
、

死
と
常
に
絡
み
合
わ
さ
れ
死
に
依
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
生
の
世
界
つ
ま
り
生
死
的
な
実
存
の
超
越
論
的
な
働
圏
（
ω
蹴
①
冨
鵡
ヨ
）
と
し
て

の
世
界
で
あ
る
と
。
吾
々
が
「
死
へ
の
有
」
と
し
て
い
わ
ば
死
と
面
々
相
対
し
て
実
存
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
実
存

す
る
こ
と
の
場
所
つ
ま
り
働
圏
が
世
界
と
し
て
開
か
れ
、
吾
々
人
間
的
現
有
が
「
世
界
の
“
内
に
陛
有
る
こ
と
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
　
「
死
へ
の
有
」
が
吾
々
の
実
存
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
限
り
は
、
吾
々
は
「
世
界
の
封
内
に
巨
有
る
こ
と
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

決
し
て
脱
却
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
根
本
に
於
て
「
不
安
」
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
免
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
序
で
に
言
及
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
意
味
で
の
「
不
安
」
を
根
本
情
態
性
と
す
る

こ
と
に
反
尉
し
て
、
例
え
ば
「
愛
」
　
（
ビ
ソ
ス
ワ
ソ
ガ
i
）
と
か
「
希
望
」
　
（
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
）
と
か
「
存
在
せ
ん
と
す
る
勇

気
」
　
（
テ
ィ
！
リ
ッ
ヒ
）
と
か
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
実
存
主
義
」
　
（
サ
ル
ト
ル
）
と
か
を
以
っ
て
「
不
安
」
を
克
服
せ
ん
と
す

る
立
場
は
、
夫
々
然
る
べ
き
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
立
場
や
主
張
が
「
死
へ
の
有
」
を
実
際
に
そ
の
底
無
き
底
に
ま
で
潜

り
入
り
、
潜
り
入
る
こ
と
に
於
て
「
死
へ
の
有
」
を
そ
の
底
無
き
底
か
ら
通
り
抜
け
て
幽
て
来
て
い
る
の
で
な
い
限
り
は
、
そ
れ
ら
の
立

場
や
主
張
は
す
べ
て
根
本
に
於
て
「
不
安
」
に
繋
が
れ
て
お
り
、
　
「
不
安
」
か
ら
の
逃
避
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
意
味
で
の
「
不
安
」
を
脱
却
す
る
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
生
死
的
な
世
界
と
そ
う
い
う
「
世
界
の
”
内
に

有
る
こ
と
」
を
そ
の
底
無
き
底
に
ま
で
潜
っ
て
超
越
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
果
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
世
界
の
問
題

に
関
し
て
い
え
ば
、
吾
々
が
そ
の
内
に
生
き
て
い
る
遺
骨
は
、
果
し
て
生
死
の
世
界
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
生
死
の
世
界
は
そ
れ
自
身

に
於
て
§
び
巴
①
葺
ω
9
導
な
煽
ヨ
譲
び
p
。
¢
ω
Φ
な
世
界
に
留
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
間
を
問
と
し
て
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
生

死
の
世
界
の
根
拠
と
さ
れ
た
現
有
の
実
存
の
有
論
的
撰
超
越
論
的
規
定
性
と
し
て
の
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
が
、
更
に
追
究
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
＜
o
難
奢
窃
窪
島
霧
Ω
2
巳
Φ
9
ψ
。
。
頓
噸



（
2
）
　
く
◎
導
毒
Φ
。
。
①
β
〔
冨
。
・
○
毎
臣
山
窃
”
ψ
G
。
◎
び
一
丁
①
⇔
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
形
成
す
る
扁
と
い
う
こ
と
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
「
像
」
（
露
冠
）
に
す
る

　
こ
と
に
於
て
現
わ
れ
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
も
珍
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
世
界
像
」
（
≦
Φ
犀
瓢
疑
）
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
＜
σ
q
ド
O
冨

　
N
①
匿
窪
霧
芝
①
｝
け
瓢
鉱
①
ω
噛

（
3
）
＜
σ
q
ド
○
象
窪
鼠
じ
d
窪
諺
○
Φ
瓢
一
。
｝
皆
2
舞
N
毒
陣
U
冒
α
q
Φ
曾

405

㈲
　
「
彼
の
た
め
に
」
の
根
と
し
て
の
超
越
論
的
「
意
志
」

　
前
節
に
於
て
示
さ
れ
た
如
く
、
そ
こ
か
ら
世
界
が
開
か
れ
て
来
る
根
本
は
、
　
「
現
有
は
彼
の
た
め
に
実
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
内
に

含
ま
れ
て
い
る
「
彼
の
た
め
に
」
（
¢
冒
P
≦
一
囲
一
Φ
b
「
　
ω
①
圃
譜
①
塊
）
と
い
う
規
定
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
は
、
現
・
有
の

「
超
越
」
（
己
つ
冠
9
9
コ
ω
N
①
昌
山
Φ
⇒
N
）
す
な
わ
ち
「
世
界
の
匪
内
に
1
1
有
る
こ
と
」
に
属
す
る
そ
の
規
定
性
の
｝
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
有

の
有
は
、
　
『
有
と
時
』
の
中
で
は
、
　
「
関
心
」
（
ω
o
民
σ
a
Φ
）
と
し
て
規
定
さ
れ
、
　
「
関
心
」
を
「
関
心
」
と
し
て
統
一
的
に
可
能
に
し
て
い

る
根
拠
乃
至
意
味
は
、
こ
こ
で
は
詳
論
出
来
な
い
が
、
　
「
脱
霞
的
時
性
の
時
熟
」
　
（
N
Φ
置
σ
q
償
づ
顎
伍
の
村
①
げ
ω
二
戸
ω
o
ン
①
鄭
N
色
集
。
び
犀
①
搾
）
と

　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

解
釈
さ
れ
（
来
る
。
そ
の
「
脱
量
的
時
性
の
叢
濃
」
の
第
一
の
脱
臼
態
は
、
現
有
は
将
来
的
（
N
揺
ぎ
蜜
σ
q
）
に
自
己
へ
来
る
と
い
う
仕
方

で
の
脱
自
態
で
あ
る
。
そ
う
い
う
将
来
的
に
「
脱
慮
す
る
こ
と
」
（
国
山
事
。
ざ
欝
α
q
）
は
、
そ
の
脱
誤
す
る
こ
と
に
於
て
そ
の
脱
膚
す
る
こ

と
の
行
先
を
「
地
平
」
　
（
甲
｛
O
H
一
己
O
コ
け
）
と
し
て
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
将
来
的
至
嘱
に
於
て
根
源
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
将
来
性
の
地
平

の
構
造
が
、
　
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
規
定
性
に
他
な
ら
な
い
。
現
有
は
そ
の
都
度
＝
疋
の
実
存
可
能
性
を
…
つ
ま
り
一
定
の
「
有
り

得
る
こ
と
」
（
ω
Φ
貯
犀
α
ゆ
⇔
①
鵠
）
を
i
将
来
の
地
平
に
向
っ
て
企
表
し
、
そ
の
実
存
可
能
性
「
の
た
め
に
」
（
に
ヨ
≦
配
①
鄭
）
、
つ
ま
り
そ
の

実
存
可
能
性
か
ら
、
実
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
将
来
性
の
地
平
は
一
般
に
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
構
造
に
依
っ
て
性
格

づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
今
言
わ
れ
た
よ
う
な
「
彼
の
た
め
に
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
将
来
の
地
平
を
形
成
す
る
一
す
な
わ
ち
「
霞
己
を
超
え

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
於
け
る
世
界
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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〇6

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

4
　
て
且
つ
自
己
の
前
に
企
投
ず
る
」
（
煽
げ
①
思
≦
①
塊
Φ
♪
〈
O
H
毒
①
鳳
Φ
⇒
”
①
簿
妻
①
鳳
Φ
質
）
一
の
は
、
現
有
の
如
何
な
る
態
度
（
＜
①
臼
玉
9
切
σ
q
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
態
度
」
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
っ
て
、
次
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
独
霞
な
意
味
で
の
『
意
志
』
（
と
芝
竃
①
俗
．
）
と
称

　
　
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
彼
の
た
め
に
」
を
蔚
己
の
前
に
自
己
を
超
え
て
企
投
ず
る
こ
と
は
『
意
志
』
に
於
て
起
る
。

　
　
　
然
る
に
、
そ
う
い
う
仕
方
で
一
つ
ま
り
超
投
さ
れ
前
投
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
－
企
投
さ
れ
る
「
（
彼
）
の
た
め
に
」
は
、
度
々
言

　
　
わ
れ
た
よ
う
に
、
　
「
超
越
」
（
己
ワ
巴
餌
昌
ω
N
Φ
僻
目
①
昌
N
）
　
の
圏
域
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
う
い
う
「
超
越
」
の
圏
域
1
つ
ま
り
厳
密
［
に
言
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
超
越
の
将
来
的
地
平
…
を
形
成
し
て
い
る
簡
意
志
』
は
、
超
越
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
超
越
論
的
（
霞
9
ゆ
霧
器
昌
餌
①
簿
巴
）
な

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
笠
思
志
』
と
言
わ
れ
て
差
麦
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
れ
故
、
今
吾
々
に
依
っ
て
超
越
論
的
と
奮
わ
れ
た
『
意
志
臨
は
、
普
通
に
吾
々
が
書
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
意
志
つ
ま
り
意
欲

　
　
と
か
意
志
作
用
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
『
意
志
』
は
、
何
か
特
定
の
煎
る
こ
と
を
意
欲
す
る
と
い
う
コ
定
の
意
欲
」
（
①
ぎ

　
　
び
Φ
ω
鼠
巳
ヨ
捲
ω
名
9
δ
爵
）
で
も
な
け
れ
ば
、
現
有
の
そ
の
他
の
諸
々
の
態
度
－
例
え
ば
、
表
象
作
用
と
か
判
断
作
用
と
か
、
喜
ぶ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
悲
し
む
と
い
う
よ
う
な
感
情
と
い
う
よ
う
な
諸
々
の
態
度
一
か
ら
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
「
意
志
作
用
」
（
ノ
ン
＼
一
同
一
①
⇔
ω
螢
少
く
酔
）
で
も
な
い
。

　
　
こ
の
よ
う
な
特
定
の
意
欲
や
特
定
の
態
度
と
し
て
の
意
志
が
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
一
般
に
可
能
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
超
越
論
的
根

　
底
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
超
越
論
的
な
『
意
志
』
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
こ
の
超
越
論
的
な
『
意
志
』
は
、
吾
々
が
時
と
し
て
為

　
　
し
た
り
為
さ
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
行
為
で
も
な
く
、
為
す
と
か
為
さ
ぬ
と
か
い
う
吾
々
の
行
為
が
そ
の
内
で
可
能

　
　
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
『
意
志
』
で
あ
る
。

　
　
　
従
っ
て
ま
た
、
こ
の
超
越
論
的
な
職
意
志
』
は
、
い
わ
ば
超
個
人
的
な
鴻
恩
志
』
で
も
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
、
各
自
の
現
有
の
内
に
、

　
　
つ
ま
り
吾
々
の
一
人
一
人
の
人
間
の
内
に
そ
の
奥
底
と
し
て
潜
ん
で
い
る
が
、
そ
の
『
意
志
』
自
身
と
し
て
は
一
人
一
人
の
人
間
の
個
人

　
　
的
な
意
欲
や
意
志
作
用
に
依
っ
て
は
左
右
さ
れ
な
い
超
佃
人
的
な
鴨
意
志
』
で
あ
り
、
い
わ
ば
人
間
で
あ
る
限
り
で
の
人
間
の
本
質
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
成
し
て
い
る
一
つ
の
本
質
的
構
成
分
と
し
て
の
『
意
志
』
で
あ
る
。
然
も
そ
う
い
う
『
意
志
』
が
「
の
た
め
に
」
（
自
津
≦
籠
①
瓢
）
と
い
う



　
　
こ
と
一
般
を
、
つ
ま
り
世
界
と
い
う
超
越
の
圏
域
を
、
超
越
論
的
に
根
源
的
に
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
従
っ
て
ま
た
、
超
越
論
的
『
意
志
』
に
依
っ
て
根
源
的
に
形
成
さ
れ
企
投
さ
れ
た
「
の
た
め
に
」
（
娼
ヨ
≦
一
に
Φ
雛
）
と
い
う
こ
と
は
世
界

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
あ
っ
て
、
　
「
目
的
」
と
か
「
価
値
」
と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
国
的
」
と
か
「
価
値
」
と
し
て
理
解
す
る
心
的
論
や

　
　
価
値
論
は
、
一
方
で
は
超
越
の
圏
域
と
し
て
の
盤
界
を
君
過
し
て
い
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
こ
こ
に
言
わ
れ
た
超
越
論
的
『
意
志
』
を

　
　
暗
黙
の
裡
に
普
通
の
意
味
で
の
意
志
と
か
意
欲
と
し
て
そ
の
所
在
た
る
次
元
を
低
下
せ
し
め
て
誤
解
し
て
い
る
立
場
に
、
成
り
立
っ
て
い

　
　
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
世
界
を
超
越
論
的
に
一
す
な
わ
ち
、
有
る
も
の
全
体
を
超
越
し
つ
つ
而
も
そ
の
内
で
有
る
も
の
が
有
る
も
の
と
し
て
初

　
　
め
て
現
わ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
圏
域
を
開
く
と
い
う
仕
方
で
一
形
成
し
て
い
る
『
意
志
』
は
、
　
「
世
界
を
世
界
と
し
て
統
べ
し
め
世
嚇
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
し
め
る
こ
と
」
（
飢
一
Φ
　
芝
㊦
一
瞥
　
≦
六
一
叶
Φ
昌
　
環
鵠
匙
　
≦
Φ
囲
叶
Φ
⇔
　
一
節
q
o
ω
Φ
昌
）
と
し
て
「
自
由
」
（
喝
自
署
Φ
δ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
幾
つ
か
の
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
点
を
留
保
し
て
讐
狙
え
ば
、
或
る
時
期
の
西
瞬
先
生
や
葦
辺
先
生
の
著
作
の
中
で
実
在
の
究
極
的
根
底
と
さ
れ
た
「
絶
対
に
自
由
な
る
意

　
　
志
」
に
根
本
的
に
は
相
当
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
序
で
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
超
越
論
的
に
自
由
な
る
『
意
志
』
は
、
従

　
　
来
の
神
学
や
哲
学
の
中
で
神
の
意
志
；
つ
ま
り
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
「
世
界
」
が
創
造
さ
れ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
神
の
意
志
一

　
　
一
と
は
、
世
界
と
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
の
全
部
」
と
が
相
異
な
る
如
く
に
、
相
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
世
界
成
立
の
も
と
で
あ

　
　
る
と
い
う
そ
の
占
め
て
い
る
位
置
に
の
み
注
目
し
て
奪
え
ぱ
、
自
由
を
本
質
と
せ
る
こ
の
超
越
論
的
『
意
志
』
は
、
神
の
意
志
に
匹
敵
す

　
　
る
位
概
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
更
に
ま
た
こ
の
超
越
論
的
『
意
志
』
を
従
来
の
形
而
上
学
の
内
に
於
け
る
意
志
と
比

　
　
冠
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
舎
に
は
、
例
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
人
問
的
自
由
の
本
質
』
の
中
に
於
け
る
「
意
欲
が
根
元
有
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
る
し
（
ノ
＜
〇
一
一
⑦
⇔
　
一
ω
け
　
¢
門
ω
Φ
卿
欝
）
と
言
わ
れ
た
場
合
の
意
志
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
の
序
論
に
於
て
「
絶
対
者
が
即
且
鰐
自
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
既
に
吾
々
の
も
と
に
有
り
且
つ
有
ら
ん
と
欲
す
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
…
…
」
と
言
わ
れ
た
場
合
の
意
志
す
な
わ
ち
吾
々
の
も
と
に
既
に

　
　
現
前
し
且
つ
現
前
せ
ん
と
意
志
し
て
い
る
絶
対
考
（
同
）
餌
の
》
ぴ
ω
O
一
信
轡
Φ
）
の
意
志
や
シ
ョ
1
ペ
ン
ハ
ウ
ア
1
の
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世

074　
　
　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
け
る
世
界
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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08

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
1
）

4
　
界
』
の
中
で
「
物
自
体
」
が
そ
れ
と
解
さ
れ
た
意
志
つ
ま
り
「
世
界
の
内
的
本
質
は
意
志
に
存
す
る
」
と
纏
わ
れ
た
意
志
や
更
に
は
ニ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
チ
ェ
の
「
権
力
へ
の
意
志
」
等
が
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
と
の
比
較
検
討
は
こ
こ
で
は
な
さ
れ
得
な
い
。

　
　
　
要
す
る
に
、
以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
　
『
有
と
時
』
の
時
期
に
於
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
内
で
は
、
世

　
　
界
成
立
の
も
と
に
し
て
農
己
成
立
の
も
と
に
は
、
　
「
自
由
」
を
本
質
と
せ
る
上
記
の
如
き
超
越
論
的
『
意
志
』
が
存
し
て
お
り
、
こ
の
よ

　
　
う
な
『
意
志
』
を
根
と
し
て
世
界
は
世
早
し
、
現
有
は
「
批
界
の
H
内
に
目
有
る
こ
と
」
に
な
る
。
併
し
、
そ
の
「
自
由
し
は
な
お
「
死

　
　
へ
の
欝
由
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
う
い
う
「
自
由
」
を
本
質
と
せ
る
『
意
志
』
が
世
界
の
根
元
と
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
世
界
は
な
お

　
　
生
死
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
「
世
界
の
経
内
に
1
1
有
る
こ
と
」
は
な
お
根
本
に
於
て
「
不
安
」
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
そ
れ
故
、

　
　
吾
々
は
更
に
、
上
述
の
如
き
超
越
論
的
『
意
志
』
の
所
在
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
＜
σ
q
ド
Q
o
①
ぎ
＝
切
儀
N
①
F
ω
．
ω
鑓
8

（
2
）
＜
o
ヨ
芝
①
ω
霧
富
ω
○
旨
民
Φ
。
。
”
ω
誌
O
．

（
3
）
＜
。
欝
甫
①
。
。
魯
結
。
。
O
罠
巳
Φ
9
ω
誌
O
・

（
4
）
　
＜
o
ヨ
芝
①
。
a
ω
誉
価
Φ
ω
○
議
洋
山
Φ
。
。
”
ω
．
剃
O
■

（
5
）
　
＜
胞
．
O
o
鐵
器
①
巳
お
F
ω
・
ω
H
I
G
。
騨
こ
こ
で
は
、
か
か
る
意
味
で
の
『
意
志
』
の
「
放
下
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

（
6
）
　
く
。
ヨ
芝
①
ω
①
鵠
（
剛
Φ
ω
○
讐
昌
伍
。
伊
ω
・
幽
9

（
7
）
　
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
　
（
西
田
全
集
第
二
巻
）
、
　
「
豊
山
知
と
物
自
体
」
　
（
田
辺
全
集
第
四
巻
）
。

（
8
）
　
ω
o
ぴ
亀
目
α
q
”
溢
鵠
。
ω
o
娼
『
繭
ω
畠
Φ
q
艮
銭
。
。
印
影
霞
目
α
q
窪
目
び
臼
詠
。
。
≦
①
ω
言
口
2
霞
①
暴
〇
三
睡
気
①
謎
閃
お
貯
Φ
嘗
巴
．
く
。
自
画
。
着
け
閃
q
芹
欝
⇔
器
”

　
ω
■
鱒
9

（
9
）
頃
①
σ
q
①
r
欝
貯
。
諺
窪
9
。
σ
q
δ
驚
ω
○
塾
け
β
Φ
寒
く
9
譲
。
題
筥
Φ
陣
器
が
Q
。
．
①
駆
．

（
1
0
）
　
ω
o
置
。
唱
Φ
諺
ぴ
鎚
Φ
が
O
冨
芝
飢
け
巴
ω
≦
欝
①
¢
昌
島
く
。
強
目
鉱
ど
昌
遠
海
b
Ω
P
巴
．
〈
o
昌
》
吋
警
霞
類
蕗
冨
学
費
》
ψ
お
ω
婚

（
1
1
）
　
累
δ
言
ω
o
『
ρ
U
鱈
芝
浅
①
諺
屈
冨
鋤
。
｝
詳
げ
8
◎
旨
結
開
戸
2
刈
こ
菊
。
＄
℃
謬
巳
摸
6
口
”
O
Φ
ヨ
≦
Φ
乙
①
出
山
①
昌
O
げ
鳳
輿
葬
興
山
。
。
。
ω
Φ
ぎ
。
。
鋤
崖
や

　
N
二
℃
吋
障
σ
q
o
亨
富
。
。
蓉
傷
Φ
巴
ぴ
α
o
ケ
。
・
ε
♂
＜
一
＝
①
N
賃
同
ζ
効
9
二
．
．
、
二
毛
（
乏
き
ヨ
き
p
ソ
し
d
鮮
×
＜
囲
．
ω
■
δ
目
．



の
　
　
「
意
志
」
の
所
在
と
し
て
の
関
心
と
絶
対
無
の
揚
蓋

　
　
　
前
節
に
述
べ
ら
れ
た
如
き
超
越
論
的
『
意
志
』
の
断
節
は
、
　
『
有
と
時
』
の
時
期
に
於
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
内
で
は
、
現
有

　
　
の
有
と
し
て
の
、
、
関
心
」
（
ω
○
歴
σ
q
Φ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
如
き
『
意
志
』
は
、
　
「
関
心
」
の
第
　
の
将
来
的
玉
成
契
機

　
　
た
る
「
そ
れ
霞
身
に
先
立
っ
て
」
（
ω
凶
9
芝
。
遷
¢
σ
q
）
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
、
　
「
関
心
」
は
そ
の
他
に
「
或
る
世
界

　
　
の
内
に
既
に
有
る
」
（
ω
O
げ
O
質
ほ
ω
Φ
一
昌
　
一
5
　
①
画
質
①
財
　
妻
Φ
一
酔
）
と
い
う
被
投
性
乃
至
既
有
性
と
「
…
…
の
も
と
に
有
る
」
（
ω
Φ
ぎ
げ
①
陣
…
）
と
い
う

　
　
現
在
性
と
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
三
つ
の
脱
電
脳
の
内
で
将
来
性
の
契
機
が
決
定
的
な
重
み
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し

　
　
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
脱
自
態
を
統
一
し
「
関
心
」
を
「
関
心
」
と
し
て
成
り
立
た
し
め
て
い
る
の
は
、
　
県
有
と
時
』
の
中
で
は
、
　
「
脱

　
　
霞
網
時
性
の
時
熟
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
解
釈
を
こ
こ
で
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
注
血
思
さ
れ
る
べ

　
　
き
こ
と
は
、
上
述
の
如
き
『
意
志
』
が
そ
の
他
の
諸
契
機
と
と
も
に
「
関
心
」
か
ら
発
源
す
る
（
Φ
艮
ω
鷲
ぎ
α
q
窪
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
意
志
』
の
根
源
（
d
高
言
煽
コ
σ
q
）
は
「
関
心
」
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
、
そ
の
「
関
心
」
は
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
有
が
存
続
せ
ん
と
す
る
「
存
続
性
と
存
続
と
に
関
す
る
関
心
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
関
心
」
は
な
お
、
現
有
が
彼
薄
身
の
無
と
絶

　
　
え
ず
絡
み
合
わ
さ
れ
て
有
る
と
い
う
有
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
に
於
て
『
意
志
』
の
根
源
的
所
在
が
「
関
心
」

　
　
と
さ
れ
、
　
「
関
心
」
が
更
に
「
脱
慮
的
時
性
の
蒔
熟
」
に
基
づ
け
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
「
存
続
性
と
存
続
と
に
関
す
る
関
心
」
の
構
造
が

　
　
究
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
構
造
に
於
て
構
成
さ
れ
て
い
る
「
関
心
」
が
「
現
有
の
有
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
そ
の
こ
と
自
身
の
も
と
は
、
つ
ま
り
吾
々
の
誉
葉
で
い
え
ば
、
生
死
的
に
有
る
こ
と
が
吾
々
自
身
の
有
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
も

　
　
と
は
、
究
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
畢
寛
『
有
と
塒
』
の
時
期
に
於
て
は
、
　
「
世
界
の
匪
内
に
匪
有
る
こ
と
」
と
し
て
の
現
有
そ
れ
膚
身
は
、

　
　
最
早
何
も
の
に
も
基
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
し
て
、
　
「
深
淵
」
（
》
ぴ
σ
q
君
民
）
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
深
淵
」
を
「
深
淵
鼠
に
し
て

094　
　
　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
け
る
世
界
の
闘
一
顯
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
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第
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一
〇

104　
　
い
る
「
無
」
、
と
い
う
よ
り
は
「
深
淵
」
と
し
て
開
か
れ
て
来
た
「
無
」
は
、
『
有
と
時
』
の
中
で
は
、
例
え
ば
「
世
界
の
無
」
と
し
て
現

　
　
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
世
界
の
無
」
の
無
性
、
　
「
現
有
の
深
淵
」
の
深
淵
性
は
、
　
『
有
と
時
』
の
中
で
は
十
分
に
一
す
な
わ
ち
、
そ

　
　
の
深
淵
の
底
無
し
の
と
こ
ろ
に
ま
で
届
く
と
い
う
仕
方
で
は
一
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
そ
の
究
明
が
深
淵
の
底
無
し
の
底
に
ま
で

　
　
届
い
た
と
す
れ
ば
、
世
界
の
絹
は
根
底
か
ら
ガ
ラ
リ
と
変
わ
り
、
不
安
が
根
本
情
態
性
で
は
な
く
な
る
筈
で
あ
る
。
現
有
が
深
淵
と
し
て

　
　
開
か
れ
、
吾
々
は
「
深
淵
的
」
に
世
界
の
内
に
有
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
経
験
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
深
淵
の
底
無
き
処
は
ど
う
で
あ

　
　
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
彼
の
思
事
は
届
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
吾
々
は
そ
の
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
　
「
関
心
」
の
中
核
に
し

　
　
て
第
　
次
的
構
成
契
機
た
る
超
越
論
的
『
意
志
』
を
更
に
そ
の
成
立
の
場
所
に
向
っ
て
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
既
に
今
ま
で
の
所
論
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
こ
の
超
越
論
的
『
意
志
』
は
生
死
的
世
界
成
立
の
も
と
に
し
て
生
死
的
自
己
成
立
の

　
　
も
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
の
み
着
溢
し
て
そ
の
他
の
重
要
な
相
違
を
一
例
え
ば
、
有
限
性
と
被
造
性
と
の
相
違
の
如
き
を
i
暫
く
度
外
視

　
　
し
て
言
え
ば
、
さ
き
に
少
し
く
言
及
さ
れ
た
如
く
、
こ
の
超
越
論
的
『
意
志
』
は
、
絶
対
者
の
意
志
も
し
く
は
神
の
意
志
に
一
つ
ま
り
「
内

　
　
世
界
的
に
有
る
も
の
の
全
部
」
と
い
う
意
味
で
の
「
世
界
」
と
「
有
る
も
の
」
と
し
て
の
「
自
己
」
と
を
無
か
ら
創
造
し
た
と
言
わ
れ
る

　
神
の
意
志
に
…
匹
敵
す
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
そ
の
故
に
、
ニ
イ
チ
ェ
は
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
の
本
質
を

　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
「
殺
神
者
」
と
し
て
見
た
。
）
併
し
、
神
の
意
志
の
成
立
す
る
場
所
は
神
ぞ
れ
自
身
で
あ
ろ
う
が
、
神
ぞ
れ
自
身
は
人
間
に
は
知
ら
れ
得
ず
、

　
従
っ
て
そ
こ
か
ら
成
立
す
る
神
の
意
志
も
人
間
に
は
計
り
知
れ
な
い
。
そ
の
計
り
知
れ
ざ
る
神
の
意
志
に
信
頼
し
て
そ
れ
に
無
条
件
に
聴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
従
す
る
こ
と
と
し
て
信
仰
と
い
う
立
場
が
、
人
聞
の
究
極
的
態
度
に
し
て
同
時
に
神
の
賜
物
と
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
超

　
越
論
的
冊
音
心
志
』
は
深
い
意
味
で
の
鞠
問
の
我
意
（
じ
曝
磁
①
⇔
妻
讐
①
）
と
さ
れ
、
畢
寛
神
の
意
志
へ
の
聴
従
の
内
へ
、
つ
ま
り
信
仰
の
内
へ
我
を

　
折
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
！
ル
的
に
言
え
ば
、
「
自
己
が
自
己
を
農
己
自
身
に
関
係
せ
し
め
、
而
も
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
己
が
自
己
心
身
で
あ
る
こ
と
を
意
志
す
る
こ
と
に
全
て
、
自
己
が
、
自
己
を
定
立
し
た
力
の
内
に
、
自
己
自
身
を
透
徹
的
に
基
づ
け
る
し

　
　
と
い
う
行
き
方
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
『
意
志
駈
の
所
在
は
神
の
「
力
」
と
し
て
見
透
さ
れ
て
い
る
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
更
に
第
二
の
行
き
方
と
し
て
、
神
の
意
志
乃
釜
意
志
と
し
て
人
間
に
臨
む
神
の
根
底
（
○
讐
盈
）
を
人
間
的
良
己
成
立
の
根
底
と
一
に

於
て
徹
底
的
に
究
明
せ
ん
と
す
る
方
向
が
、
人
間
の
意
志
や
知
や
靱
性
（
霊
σ
Q
Φ
質
ω
o
げ
節
津
）
の
徹
底
的
な
捨
離
（
ピ
器
ω
①
口
）
に
於
て
遂
行
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
最
も
徹
底
的
な
仕
方
で
現
わ
れ
た
よ
う
な
神
秘
主
義
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
は
「
こ
こ
で
は
神
の
根
底
は
私
の
根
底
で
あ
り
、
私
の
根
底
は
神
の
根
底
で
あ
る
」
　
（
頃
δ
請
け
鮫
。
滞
ω
σ
q
把
導
露
『
σ
q
H
倭
p
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

o
⇔
伽
ヨ
貯
α
q
毎
葺
σ
q
o
冨
の
α
q
讐
昌
け
電
）
と
言
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
神
と
無
と
が
分
れ
る
以
前
の
処
に
、
つ
ま
り
「
神
性
の
無
」
に
至
る
道

で
あ
り
、
　
「
意
志
」
の
起
る
以
前
の
場
所
に
ま
で
帰
る
道
で
あ
る
。
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
つ
ま
り
『
意
志
』
が
そ
こ
か
ら
起
っ
て

来
る
と
こ
ろ
の
場
駈
の
究
閉
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
次
元
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
・

　
超
越
論
的
に
し
て
超
個
人
的
な
而
も
吾
々
の
一
人
一
人
の
実
存
の
奥
底
に
潜
む
『
意
志
』
1
そ
れ
は
世
界
と
自
己
と
を
破
壊
せ
ん
と

す
る
衝
動
と
し
て
突
発
し
得
る
一
そ
う
い
う
『
意
志
』
が
そ
こ
か
ら
起
る
場
所
を
明
ら
め
る
こ
と
は
、
そ
の
『
意
志
』
の
起
る
以
前
の

場
所
を
明
ら
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
究
明
は
そ
の
場
所
の
内
に
ま
で
帰
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
し
か
成
就
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
場
所
に

ま
で
帰
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
『
意
志
臨
の
根
も
し
く
は
珊
意
志
』
と
い
う
根
を
断
つ
こ
と
、
つ
ま
り
「
意
根
」
を
断
ず
る
と
い
う
こ
と
に

於
て
し
か
可
能
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
『
意
志
』
は
、
上
来
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
か
ら
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
吾
々
の
死
と
吾

讐
の
有
と
を
「
死
へ
の
有
」
と
い
う
仕
方
で
絡
み
合
わ
せ
て
「
死
へ
の
有
」
を
吾
々
の
実
存
と
し
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
も
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
無
量
劫
来
生
死
ノ
本
」
　
（
長
沙
景
謬
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
死
的
な
生
の
根
と
し
て
「
命
根
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
よ
う
な
『
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

志
』
を
断
つ
こ
と
、
ず
な
わ
ち
そ
の
『
意
志
』
を
そ
の
も
と
も
と
の
成
立
の
場
所
に
ま
で
帰
す
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
断
命
根
」
で
あ
る
。

道
元
の
語
で
言
え
ば
、
　
「
身
心
脱
落
」
で
あ
り
、
至
道
無
難
の
歌
で
言
え
ば
、
　
「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
て
な
り
果
て
て
…
…
」
で
あ

る
。
東
嶺
和
尚
は
「
直
二
命
根
ヲ
断
ジ
テ
酪
然
ト
シ
テ
法
性
現
ズ
」
と
醤
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
な
問
題
と
の
連
関
に
齎
ら
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
死
へ
の
有
」
そ
れ
自
身
に
成
り
切
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
予
て
死
で
も
無
く
有
で
も
無
く
し
て
且
つ
そ
こ
か
ら
「
死
へ
の
有
」
も
『
意
志
』
も
も
と
か
ら
の
も
と
も
と
の
有

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
於
け
る
世
界
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

4　
　
り
方
に
謙
え
さ
れ
た
そ
れ
と
し
て
成
り
立
っ
て
来
る
場
所
に
ま
で
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
所
が
、
西
田
哲
学
で
言
わ
れ
る
「
絶
世
無

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
場
所
」
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
自
身
を
「
自
覚
的
に
限
定
す
る
」
と
い
う
働
き
を
含
ん
だ
絶
対
無
の
場
所
で
あ
る
。
そ
の
場
所
に
ま
で
帰

　
　
っ
て
い
る
こ
と
が
「
世
界
の
H
内
に
H
有
る
こ
と
」
に
於
て
世
界
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
　
「
生
死
去
来
真
実
人
体
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
そ
こ
に
予
て
世
界
は
そ
の
根
源
か
ら
世
罰
す
る
こ
と
と
一
に
於
て
自
己
は
根
源
的
自
己
に
成
る
。
　
「
尽
ナ
方
世
界
ハ
沙
門
ノ
全
身
」
　
（
長

　
　
沙
景
答
）
と
い
う
立
場
が
開
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
め
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
要
す
る
に
、
世
界
の
根
源
は
最
早
『
意
志
』
で
も
無
く
世
界
で
も
無
く
、
そ
う
い
う
絶
対
無
の
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
世
界
は
世
開

　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
す
る
。
　
「
世
界
雰
世
界
是
名
世
界
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
最
後
に
そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
謂
う
「
世
界
の
無
」
（
飢
鋤
ω
2
8
ぼ
ω
良
角
毛
①
δ
を
振
り
返
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
い
。
彼
の
謂
う
「
肚
界
の
無
」
は
、
世
界
が
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
」
で
は
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
内
世
界
的
に
有
る
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
方
か
ら
見
れ
ば
世
界
は
「
有
る
も
の
」
（
ω
魚
塚
山
②
ω
）
で
無
い
と
し
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
無
」
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
謂
う
「
世
界
の
無
」
は
、
世
界
の
最
早
世
界
に
非
ざ
る
根
源
を
、
つ
ま
り
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
謂
っ
て
い
る

　
　
の
で
は
な
い
。

　
　
　
併
し
他
方
に
於
て
彼
の
謂
う
「
世
界
の
無
」
は
、
こ
の
時
期
の
彼
の
思
惟
に
は
明
ら
め
ち
れ
て
い
な
い
仕
方
で
併
し
彼
の
思
惟
を
絶
え

　
　
ず
喚
び
起
し
て
止
ま
な
い
仕
方
で
、
　
「
絶
対
無
の
場
所
」
を
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
き
仕
方
に
於
て
で
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
わ
ち
「
世
界
の
無
」
は
一
方
に
曾
て
「
世
界
は
決
し
て
有
る
の
で
は
無
い
」
（
囲
）
一
①
ぞ
Φ
｝
什
　
陣
ω
叶
　
づ
一
①
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ば
、
も
し
世
界
が
有
る
な
ら
ば
、
世
界
は
「
有
る
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
他
方
に
於
て
、
「
世
界
の
無
」

　
　
は
、
何
も
無
い
と
い
う
意
味
で
の
「
全
く
の
無
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
　
「
世
界
の
不
在
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
故
、
　
「
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
界
の
無
」
と
は
、
世
界
が
「
有
る
」
の
で
も
無
け
れ
ば
「
無
い
」
の
で
も
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
「
世
界
は
黒
革
す

　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

　
　
る
」
（
H
）
一
〇
ぞ
く
Φ
澤
≦
②
圖
け
①
叶
）
と
雷
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
世
界
は
世
開
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
「
有
」
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に
非
ず
h
無
㎏
に
非
ざ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
「
絶
対
無
の
場
所
」
か
ら
且
つ
そ
の
場
所
の
内
で
且
つ
そ
の
自
己
限
定
と
し
て
、
い
わ
ば
そ

の
忽
々
と
し
て
一
挙
も
そ
の
表
現
自
身
も
「
有
」
に
非
ず
「
無
」
に
非
ず
と
い
う
仕
方
で
一
世
激
す
る
こ
と
を
、
暗
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
併
し
、
こ
の
「
世
界
は
世
嫁
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
従
っ
て
ま
た
「
世
界
の
無
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
度
々
繰
り
返
し
て
言
わ
れ

た
よ
う
に
、
　
『
有
と
時
』
の
時
期
に
於
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
つ
ま
り
超
越
論
的
な
思
惟
に
依
っ
て
は
、
ま
さ
し
く
超
越
論
的
な
思

惟
を
も
貫
通
し
て
い
る
先
述
の
超
越
論
的
『
意
志
』
の
根
源
を
指
し
示
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
が
故
に
、
吾
々
の
謂
う
上
述
の
意
味
で
の

世
界
の
根
源
に
ま
で
届
く
と
い
う
十
分
な
仕
方
で
は
、
究
明
さ
れ
ず
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
彼
の
思
惟
の
成
り
立
っ
て
い
る
立

場
は
、
そ
れ
故
、
彼
が
少
し
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
凹
遍
歴
』
の
中
の
一
句
「
根
源
近
く
住
む
も
の
は
そ
の
場
を
去
り
難
し
」
（
ω
警
≦
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

〈
巽
賦
ω
簿
≦
舜
・
ω
欝
餌
ぴ
Φ
幽
①
露
q
捜
ω
箕
q
昌
σ
q
毒
。
ぴ
謬
簿
》
幽
Φ
鐸
○
蓉
）
を
以
っ
て
示
し
て
い
る
如
く
、
　
「
根
源
近
く
」
の
場
所
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
「
導
燈
の
無
」
と
し
て
差
当
っ
て
世
開
す
る
世
界
、
つ
ま
り
「
世
界
と
し
て
の
世
界
」
；
そ
の
根
源
の
方
に
向
い
た
相
が
、

さ
き
に
「
世
界
の
非
指
示
性
」
と
雷
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
一
そ
う
い
う
「
世
界
と
し
て
の
世
界
」
を
そ
の
世
界
性
格
に
於
て
明
る
み
に

齎
ら
す
こ
と
が
、
　
『
有
と
時
』
以
後
の
時
期
に
於
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
を
動
か
し
、
そ
の
思
推
の
内
で
試
み
ら
れ
て
来
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
世
増
す
る
「
世
界
と
し
て
の
世
界
」
の
世
解
す
る
こ
と
を
明
る
み
に
斎
ら
す
と
い
う
試
み
の
内
で
、
　
「
有
る
」

と
「
無
い
」
と
を
分
筆
す
る
だ
け
の
矛
盾
律
に
規
定
さ
れ
た
論
理
的
思
惟
と
従
っ
て
ま
た
学
的
思
惟
と
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
が
実
際
に

露
呈
さ
れ
経
験
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
、
　
『
有
と
時
』
が
そ
の
「
中
心
問
題
」
の
直
前
に
重
て
途
絶
し
未
完
に
終

っ
た
本
質
的
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
後
の
彼
の
思
惟
が
最
早
「
学
的
」
で
は
な
い
思
惟
に
変
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
所
以
で
あ
る
。
問
題
に
上
っ
て
来
た
事
柄
の
喜
憂
そ
れ
膚
身
が
そ
う
い
う
「
思
惟
の
変
転
」
　
（
＜
禽
≦
餌
性
脳
『
瓢
α
q
伽
①
ω
U
①
降
犀
①
昌
ω
）

を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
＜
o
ヨ
芝
①
ω
窪
餌
Φ
。
。
○
毒
欝
篇
①
の
”
¢
ミ
．

　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
け
る
世
界
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

哲
学
研
究
　
第
五
百
十
二
号

乞
冨
欝
。
。
Q
げ
ρ
O
幽
。
坤
α
窪
8
げ
Φ
≦
陣
ω
二
八
畠
鉱
♂
お
9
ぐ
雪
≦
（
窯
p
自
重
⇔
コ
挿
ソ
じ
ご
穿
く
．
ψ
H
①
Q
。
l
H
綾
．

丙
冨
増
犀
㊦
σ
q
舞
践
り
U
冨
緊
鑓
註
（
ぴ
。
津
蒙
ヨ
8
0
鎌
ρ
口
ぴ
震
ω
Φ
欝
酵
く
○
昌
φ
出
躍
ω
o
｝
ど
O
Q
．
δ
◆

国
。
㌃
び
無
r
U
㊦
糞
。
。
o
ゲ
⑦
妻
①
覧
（
ρ
り
P

景
徳
伝
燈
録
巻
第
十
。

景
徳
伝
燈
録
巻
第
十
。

金
剛
経
、
如
法
受
持
分
第
十
三
。

＜
o
曇
嶺
舘
①
φ
q
霧
O
目
¢
質
鎚
O
。
α
”
ω
・
《
9

＜
o
鑓
≦
①
ω
o
詳
胤
霧
O
厭
蕉
⇔
q
Φ
ρ
ω
．
亟
◎

国
α
箆
2
躍
P
ω
似
ヨ
鴎
。
ゲ
①
妻
Φ
葺
①
（
隈
寄
ヨ
。
ω
ε
菖
σ
q
践
δ
同
》
器
α
q
書
。
ソ
切
興
H
酬
ω
■
置
膳

一
四

㈹
　
結
語
。
世
界
性
A
と
世
界
性
B

　
そ
れ
で
は
、
　
『
有
と
時
』
以
後
に
於
て
世
界
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
間
わ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
道
筋
を
立
ち
入

っ
て
追
究
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
次
の
如
き
簡
単
な
見
通
し
で
今
は
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
『
有
と
晴
』
に
現
わ
れ
た
世
界
性
の
二
重
性
格
、
す
な
わ
ち
世
界
の
構
造
と
い
う
意
味
で
の
世
界
性
た
る
指
示
性
と
、
　
「
世
界
と
し
て

の
世
界
」
の
根
源
的
な
相
と
い
う
意
味
で
の
世
界
性
た
る
雰
指
示
性
、
そ
れ
を
吾
々
は
簡
単
に
仮
に
世
界
性
A
と
世
界
性
B
と
名
づ
け
て

置
く
こ
と
に
す
隔
。
既
述
の
如
く
、
世
界
性
A
は
、
　
「
世
界
の
内
部
に
有
る
も
の
」
へ
の
繋
が
り
に
於
け
る
世
界
の
構
造
で
あ
り
、
要
す

る
に
吾
々
が
満
濃
そ
の
内
に
住
み
慣
れ
て
い
る
世
界
の
本
質
構
造
で
あ
る
。
世
界
性
B
は
、
そ
う
い
う
世
界
が
そ
の
根
源
の
方
に
向
っ
て

開
か
れ
た
場
合
に
現
わ
れ
て
来
る
そ
の
世
界
の
性
格
で
あ
り
、
要
す
る
に
根
源
へ
の
繋
が
り
の
内
で
世
訂
す
る
（
名
。
冨
昌
）
そ
の
世
界
の

根
源
的
な
相
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
神
の
栄
光
の
残
照
の
内
で
、
五
臼
々
が
世
界
と
名
づ
け
た
彼
の
も
の
が
、
輝
く
、
す
な
わ
ち
、
開
け
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（同

ﾜ
鼠
ぴ
σ
q
圃
窪
N
陛
①
ω
Φ
。
。
臼
碧
N
①
ω
σ
q
憲
p
軽
侮
レ
』
。
ま
Φ
3
田
畠
冨
一
日
Φ
伊
≦
¢
。
。
。
鼠
婦
鮎
①
芝
簿
惹
⇔
鐸
叶
霧
）
等
と
い
う
彼
の
少
し
後
の



　
　
時
期
の
言
葉
は
、
世
界
性
B
に
つ
い
て
書
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
世
界
性
A
と
世
界
性
B
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
第
二
の
時
期
一
す
な
わ
ち
最
早
「
基
礎
的
有
論
」
で
は
な
く
”
加
。
ぎ
ω
・

　
　
σ
q
①
ω
。
ぽ
警
決
。
酷
し
d
①
ω
江
迎
鄭
σ
Q
．
．
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
時
期
一
に
於
て
は
、
世
界
性
A
は
、
例
え
ば
論
丈
『
世
界
像
の
時
代
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
（
囲
）
一
①
　
N
Φ
一
け
　
偽
O
ω
　
妻
㊦
一
札
ぴ
一
一
儀
Φ
ω
）
に
見
ら
れ
る
如
く
、
　
「
像
」
（
し
d
臨
傷
）
に
な
り
、
　
「
体
系
」
（
ω
鴇
審
ヨ
）
に
な
っ
た
世
界
つ
ま
り
近
世
翼

　
　
i
ロ
ッ
パ
の
世
界
の
本
質
構
造
と
い
う
形
に
展
開
さ
れ
、
世
界
性
B
は
、
例
え
ば
論
文
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
（
∪
霞
d
誘
鷲
舅
σ
q
儀
Φ
ω

　
　
穴
β
欝
珍
≦
①
犀
①
ω
）
に
現
わ
れ
て
来
る
よ
う
な
世
界
、
す
な
わ
ち
「
道
具
」
で
は
な
く
し
て
、
．
謙
ッ
ホ
の
絵
や
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
や
ヘ
ル
ダ

　
　
ー
リ
ン
の
詩
や
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
悲
劇
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
「
偉
大
な
る
」
芸
術
作
品
に
於
て
開
示
さ
れ
て
来
る
よ
う
な
世
界
の
梢
と

　
　
し
て
現
わ
れ
て
来
る
。

　
　
　
更
に
そ
の
次
の
時
期
、
す
な
わ
ち
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
『
何
が
〈
今
真
に
〉
有
る
か
の
内
へ
の
鼠
撃
』
（
閃
ぼ
導
。
渥
冒
鳥
器
奢
器
冨
け
）

　
　
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
有
の
真
性
」
（
名
⇔
ξ
げ
Φ
膣
餌
①
ω
ω
①
膨
ω
）
が
匂
勧
話
凶
σ
q
巳
の
．
．
と
し
て
閃
き
出
て
来
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
る
に
至

　
　
つ
た
第
三
の
時
期
に
湿
て
は
、
世
界
性
A
は
、
上
記
講
演
の
一
部
を
成
す
『
技
術
へ
の
問
』
（
∪
審
愚
痴
σ
q
Φ
⇔
鋤
。
財
団
段
8
0
0
ぴ
雛
坤
押
）
に
見

　
　
ら
れ
る
よ
う
な
「
技
術
の
本
質
」
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
麦
配
さ
れ
て
い
る
現
代
の
世
界
－
そ
れ
は
或
る
意
味
で
は
最
早
世
界
と
は
言
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
れ
ず
別
の
論
致
の
中
で
は
「
非
世
界
」
（
d
謬
≦
Φ
δ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
一
そ
う
い
う
現
代
の
技
術
的
世
界
の
本
質
構
造
と
し
て
明

　
　
る
み
に
出
さ
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
道
具
を
手
引
に
し
て
指
示
性
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
世
界
の
構
造
が
、
機
械
を
手
引
と
し
て

　
　
　
　
（
4
）

　
　
と
O
霧
8
臣
．
．
と
し
て
顕
わ
に
さ
れ
る
に
勝
っ
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
得
る
。
そ
こ
で
は
世
界
性
B
は
、
同
じ
講
演
の
一
部
を
成
す
『
物
』

　
　
（
U
⇔
ω
○
ぼ
σ
Q
）
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
世
界
、
す
な
わ
ち
道
具
で
も
芸
術
作
贔
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
「
有
る
も
の
」
を
含
め
て
目
切

　
　
の
「
物
が
物
に
な
る
」
（
U
帥
。
。
∪
ぼ
α
q
禦
ぎ
σ
q
轡
）
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
天
」
と
「
寄
し
と
「
死
す
べ
き
も
の
し
た
る
人
間
と

　
　
「
神
的
な
る
も
の
」
と
の
四
つ
が
そ
の
敦
れ
の
一
つ
も
他
の
三
つ
を
「
映
し
」
（
畳
①
σ
q
㊦
ぎ
）
合
い
「
働
き
」
（
ω
二
分
窪
）
合
う
こ
と
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
て
開
か
れ
て
い
る
「
時
間
駐
活
働
疑
空
写
」
（
N
①
｝
守
ω
瓢
Φ
回
”
菊
準
率
）
と
か
「
方
域
」
（
○
Φ
〈
同
興
国
）
と
い
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
。

154　
　
　
　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
於
け
る
世
界
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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甜
誓
w
字
研
究
　
　
第
五
着
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
そ
し
て
最
近
の
未
発
表
の
講
演
『
時
と
有
』
に
於
て
は
、
世
界
性
B
は
、
最
早
如
何
な
る
「
有
る
も
の
」
を
も
手
引
と
せ
ず
、
　
二
国
も
・

σq陣

E
ω
①
首
．
、
こ
勧
る
・
σ
q
響
け
N
①
搾
．
、
と
い
う
こ
と
か
ら
｝
》
ω
Φ
ぼ
、
．
と
”
N
。
搾
．
．
と
を
”
b
接
①
．
．
と
し
て
人
問
に
与
え
る
”
勧
ω
α
Q
承
け
．
．
と
い
う

こ
と
～
こ
れ
は
勿
論
「
有
る
」
と
も
「
無
い
」
と
も
言
え
な
い
が
故
に
閥
。
。
σ
q
卜
辞
．
．
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
一
そ
う
い
う
ご
海
砂

σq

[
酔
．
、
と
い
う
根
源
か
ら
「
世
界
が
馬
寮
す
る
」
こ
と
が
究
明
さ
れ
て
来
る
。
こ
の
こ
国
ω
σ
q
ま
叶
ω
鉱
臥
．
；
国
ω
α
q
陣
馨
N
①
置
．
．
の
ご
閃
ω
σ
q
接
げ
．
．

が
達
ω
①
ぼ
仁
二
審
N
①
㍊
．
．
の
”
訟
⇔
餌
．
．
の
真
実
性
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
差
し
控
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
如
く
『
有
と
時
』
以
後
の
時
期
に
於
て
も
世
界
性
A
と
世
界
性
B
と
は
様
々
に
深
め
ら
れ
て
問
題
と
さ
れ
て
来
る
。
そ
れ
と
と

も
に
彼
の
思
惟
を
根
本
か
ら
｝
b
霞
畠
の
嘗
8
ヨ
①
肱
、
し
ご
じ
ご
①
あ
江
ヨ
難
2
、
．
し
て
い
る
「
根
本
気
分
」
（
○
二
曹
ω
叶
ぎ
ヨ
§
σ
q
）
も
夫
々
の
時

期
に
激
て
一
定
の
必
然
性
を
以
っ
て
変
っ
て
行
く
。
例
え
ば
、
第
一
の
時
期
の
そ
れ
で
あ
る
「
不
安
」
　
（
欝
欝
σ
Q
ω
け
）
は
最
近
の
時
期
で
は

「
感
謝
」
（
U
餌
巳
肉
）
に
変
っ
て
い
る
。
誰
か
が
誰
か
に
何
か
の
た
め
に
感
謝
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
こ
U
霧
瞠
①
⇒
．
、
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
併
し
、
世
界
の
閥
題
は
な
お
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
「
組
立
」
（
○
①
ω
8
ε
i
こ
れ
が
近
頃
喧
し
い
問
題
を
世
界
中
に
起
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

所
謂
「
体
剃
」
（
⑦
の
＄
び
＝
静
ヨ
窪
け
）
の
正
体
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
一
と
「
早
起
」
（
㌍
鼠
σ
q
蝕
ω
）
一
こ
れ
は
｝
種
の
終
面
罵
的
性
格
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
一
と
の
関
係
の
問
と
し
て
、
世
界
性
A
と
世
界
性
B
と
の
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
世

界
の
問
題
は
丁
々
自
身
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
問
題
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
着
手
し
得
る
た
め
に
、
な
お
暫
く
世
界

に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
畷
を
み
て
こ
の
試
論
の
続
篇
と
し
て
発
表
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
　
（
了
）
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1
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2
）
　
国
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｝
N
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①
α
q
ρ
ω
■
c
。
卜
σ
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Q
◎
S
ω
．
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Zur　Problematik　der　Welt　im　Denken　Heideggers

von　K6ichi　Tsujimura

　　In　diesem　Aufsatz　ist　ein　Versuch　gewagt　worden－der　Versuch，　durch　eine

Auseinandersetzung　mit　der　｝leideggerschen　Weltproblematik　clie　Welt　als

Ort　des　Absoluten　Nichts　zu　er6rtern．

Der　Versuch　geht　von　einer　Erlauterung　zur　Doppeldeutigkeit　der　，，We｝t－

lichl〈eit“　cler　Welt　in　．．Sein　und　Zeit“　aus．　Die　XVeltlichl〈eit　der　Welt　be一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）p

deutet　einerseits　die　existenzial＝ontologisch　herausgehobene　Wesensstruktur

der　uns　vertrauten　Welt，　d．　h．　die　，，Bedeutsamkeit“，　und　andrerseits　den　ur－

sprifnglich＝existenziell　erfahrenen　Charakter　der　，，Welt　als　Welt“，　d．　h．　die

，，Unbedeutsamkeit“．　Wie　verhHlt　es　sich　mit　diesen　beiden　Seiten　der　Welt－

lichkeit　？

　　Ohne　in　das　genaimte　Verhaltnis　einzugehen，　muss　ieh　hier　auf　den　fol－

genden　Hinweis　beschranl〈en．　Die　，，Bedeutsamkeit“　kennzeichnet　gleichsam

eine　Vorderseite　der　Welt，　wahrend　die　，，Unbedeuatsrnkeit“　die．　Kehrseite

derselben　Welt　andeutet。　Worin　besteht　denn　die　Ei曲eit　der　beiden　Seiten　？

　　Sie　besteht　m．　E．　im　，，umwillen　seiner“　cles　existenzialen　Satzes：　，，Das

Dasein　existiert　umwillen　seiner“．　Das　，，umwillen　seiner“　ist　in　einem　trans－

zendenta王en　Willen‘‘verwurzelt．　Wo血1iegt　aber　der　Ort　des　transzenden－

talen　，，Wil｝ens“　？

Der　Ort　ist　von　Heidegger　selbst　in　，，Sein　und　Zeit“　wie　auch　，，Von　Wesen

des　Grundes“　als　，，Sorge“　oder　vielmehr　als　，，Zeitigung　der　el〈statisehen

Zeitlichkeit“　｛nterpretiert　worden．　Durch　eine　Auseinandersetzung　mit　dieser

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



Heideggerschen　lnterpretation　ist　der　Ort，　in　dem　der　transzendentale　，，Wi｝le“

eingebettet　bleibt，　hier　als　derjenige　，，Ort　des　Absoluten　Nichts“　gezeigt

worden，　der　jedoch　in　seinem　，，Sich　Wissen“　sich　zur　je－weiligen　Welt

bestil漁nユt，

　　Schliesslich　wird　die　aTn　Anfang　geRannte　，，Bedeutsamkeit“　und　，，Unbe－

deutsamkeit“　je　als　Weltlichkeit　（A）　und　Weltlichkeit　（B）　bezeichnet，　aus

deren　Verwandlungen，　Verfiechtungen　und　Vertiefungen　die　Problematik　der

’Welt　des　sptiteren　Heideggerschen　Denkens　in　ihren　Grundzttgen　ist　ttber－

biicl〈t　worden．

　　　　　Meditation　and　Philesophy　in　Buddkism

－a　leeture　given　in　the　annual　meeting　of　the

　　　Kyoto　Philosophical　Society　on　Noy．　2，　1968

b］　Yuichi　Kajiyama

　　The　lecturer　expla沁s　correlation　between　me（litation　practice　and　philo・

sophical　investigation　as　it　is　described　by　later　Indian　Madhyamika　scholars．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
Giving鼠n　exposition　of　the皿ain　contents　of　Santarak墨ita’s　Madhyamak浸1－

afhkara　and　Kamala劔a’s　Bhavanakrama，　he　examines　how　these　Madhy－

am圭ka　philosophers　evaluated　the　doctrines　of　the　malor　Buddhist　schools

（Sarvastivada，　Sautrantika，　Yogacara，　Mtidhyamika）a鷺d　how　the　Madhy－

ami｝〈as　incorporated　their　system　of　（玉octrina玉classification　into　their　practice

of　meditation。

，，Sein‘‘und　Einbildungskraft
　の　ワ

Uber　den　Sein．sbegri．ff　bei．　Ka溢

von　Tsuruo　lmazu

　　Diese　Abhandlung　ist，　wie　der　Titel　schon　zeigt，　ein　Versuch　zur　Unter－

suchung　：　ln　welchem　Sinne　der　Begriff　vorn　Sein　（oder　das　Seinsversttindnis）
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