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障
害
状
況
（
σ
噌
Φ
鋤
犀
α
○
＜
『
P
）
か
ら
の
存
在
論

　
　
　
…
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
存
在
と
無
と
の
関
係
に
つ
い
て
…

松
本
　
直
　
樹

序

払面冊

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
、
存
在
者
と
の
関
わ
り
が
何
ら
か
の
意
味
で
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
事
態
、
英
語
圏
の
解

釈
者
た
ち
が
し
ぼ
し
ぼ
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
・
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
（
鐸
露
冤
。
≦
副
o
o
薮
三
〇
剛
μ
）
…
あ
え
て
訳
す
な
ら
「
障
害
状
況
」
…

と
呼
ぶ
事
態
を
参
照
す
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
と
く
に
最
近
で
は
決
し
て

珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
何
故
に
こ
の
よ
う
な
考
察
の
手
続
き
が
重
要
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
は
必

ず
し
も
十
分
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
た
と
え
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
鴨
存
在
と
時
間
徳
第
一
六
節
で
、
人
闘
、
つ
ま
り
現
存
在
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
存
在
者
で
あ
る
道
具
が
壊

れ
る
、
足
り
な
い
、
余
計
な
も
の
に
な
る
と
い
う
事
態
を
分
析
し
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
の
重
要
性
を
強
調
し
、
こ
の
個
所
を
引

き
合
い
に
出
す
論
者
の
多
く
が
、
し
ぼ
し
ぼ
『
存
在
と
時
問
』
の
後
半
、
つ
ま
り
第
一
部
第
二
編
を
軽
視
す
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
問
』
刊
行
直
後
の
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
、
同
じ
事
態
を
分
析
の
主
題
と
し
な
が

ら
、
こ
の
問
題
が
存
在
と
無
と
の
「
相
属
（
N
二
鈴
ヨ
ヨ
①
再
診
α
誌
α
q
一
く
Φ
芭
」
（
○
℃
髭
ω
）
と
い
う
、
存
在
の
問
に
と
っ
て
は
最
も
根
源
的
な
事

態
に
関
わ
る
こ
と
を
明
雷
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
○
謹
島
h
）
。
雷
う
ま
で
も
な
く
、
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
は
、
実
存
に
と
っ
て
の
端



的
な
無
で
あ
る
死
と
い
う
現
象
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
の
重
要
性
を
強
調
し
な
が
ら
『
存
在
と
時
間
』

の
後
半
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
筋
が
通
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
人
々
に
も
言
い
分
は
あ
る
。
『
存
在
と
時
．
間
』
第
一
六
節
は
、
し
ぼ
し
ぼ
、
諸
道
具
と
の
実
践
的

な
交
渉
が
停
止
し
た
あ
と
に
観
察
的
・
理
論
的
な
ふ
る
ま
い
が
派
生
し
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
諸
道
具
が
純
粋
な
自
然
物
を
典
型
と
す
る

よ
う
な
た
ん
な
る
事
物
へ
と
変
様
し
て
い
く
過
程
を
記
述
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
存
在
や
認
識
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
諸
理
論
が

様
々
な
困
難
に
陥
っ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ぽ
非
常
事
態
に
お
い
て
の
み
出
現
す
る
存
在
者
の
あ
り
方
を
も
と
に
存

在
や
認
識
を
解
釈
し
、
現
存
在
が
諸
道
白
鳳
と
の
実
践
的
な
交
渉
に
ス
ム
ー
ズ
に
没
頭
し
え
て
い
る
日
常
的
な
あ
り
方
を
不
当
に
無
視
し
て
き

た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
を
重
視
し
な
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
完
全
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
た
と
え

ぽ
、
こ
の
種
の
解
釈
の
代
表
的
な
担
い
手
で
あ
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
で
力
説
す
る
よ
う
な
死
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

不
安
は
「
現
存
在
が
気
づ
か
い
（
＄
お
m
1
1
ω
霞
σ
q
Φ
］
）
と
し
て
本
当
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
か
を
露
わ
に
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
不
安
は
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在
の
活
動
を
全
面
的
に
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
現
存
在
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

極
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
（
鋤
づ
二
一
け
一
三
鋤
什
①
び
村
Φ
餌
貯
α
○
≦
昌
O
O
コ
匹
圃
賦
O
P
）
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
う
し
て
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
業
績
は
、
ひ
と
え
に
現
存
在
の
「
日
常
性
の
解
釈
学
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
は
、
無
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
存
在
や
認
識
の
非
本
来
的
な
解
釈
が
派
生
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
明
示
す
る
と
い
う
消
極
的
な
意
味
し
か

も
ち
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
存
在
と
時
間
』
を
一
貫
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
ゲ
ー
ト
マ
ン
は
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス

よ
り
も
さ
ら
に
あ
か
ら
さ
ま
に
次
の
よ
う
に
言
う
一
た
し
か
に
、
人
間
が
自
ら
の
死
に
直
面
し
つ
つ
単
独
化
さ
れ
た
自
己
自
身
に
表
明
的

に
向
か
い
合
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
ご
く
限
ら
れ
た
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

哲
学
的
な
基
礎
づ
け
作
業
の
出
発
点
と
見
な
し
た
と
こ
ろ
に
伝
統
的
な
主
観
性
の
哲
学
の
致
命
的
な
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ハ
イ
デ

障
害
状
況
（
σ
冨
鋤
犀
α
o
≦
コ
）
か
ら
の
存
在
論

七
九
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ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
人
間
の
実
存
の
『
非
本
来
的
な
』
形
式
こ
そ
が
常
態
的
な
形
式
で
あ
る
。
こ
の
常
態
的
な
形
式
を
、
主
観
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

哲
学
者
た
ち
は
こ
れ
ま
で
つ
ね
に
見
落
と
し
て
き
た
」
。

　
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
本
来
性
と
非
本
来
性
と
い
う
実
存
の
二
つ
の
様
態
の
区
別
と
関
係
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
が
完
全

に
逆
転
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
ま
さ
に
ゲ
ー
ト
マ
ン
が
言
う
「
特
殊
な
状
況
」
に
お
い
て
こ
そ
、

「
開
示
さ
れ
る
べ
き
『
対
象
』
に
つ
い
て
の
根
本
経
験
」
（
卜
0
8
）
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
』
で
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
『
存

在
と
時
間
』
の
全
体
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
問
題
に
直
結
し
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
の
意
義
を
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
実
際
に
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
取
り
上
げ
て
主
題
的
に
考
察
し
て
い
る
『
存
在
と
時
間
』
の
二
つ
の
個
所
を
手
が
か
り
と
し

て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
一
つ
は
す
で
に
言
及
し
た
第
一
六
節
、
つ
ま
り
「
世
界
内
部
に
存
在
す
る
も
の
に
お
い
て
告
知
さ
れ
る
、
環
境

世
界
の
世
界
的
性
格
」
と
題
さ
れ
た
節
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
現
存
在
の
際
立
っ
た
開
示
性
と
し
て
の
、
不
安
と
い
う
根
本
状
態
性
」
と

題
さ
れ
た
第
四
〇
節
で
あ
る
。

　
不
安
や
、
ひ
い
て
は
死
の
問
題
を
考
察
す
る
の
に
、
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
で
は
な
く
、
前
半
に
属
す
る
第
四
〇
節
を
選
ん
だ
の
は
、

こ
の
節
が
後
半
の
議
論
を
簡
潔
に
先
取
り
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
が
含
意
す
る
事
態
を
き
わ
め
て
明
瞭
に
提
示
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
第
一
六
節
を
、
「
現
存
在
の
日
常
的
な
あ
り
方
の
う
ち
に
世
界
の
構
造
を
明
瞭
に
目
撃
す
る

よ
う
な
可
能
性
を
見
出
し
う
る
か
」
と
い
う
趣
旨
の
問
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
い
る
（
鳶
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
節
に
お
け
る
考
察
は
あ
く
ま
で

現
存
在
の
日
常
性
を
標
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
と
限
界
を
定
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
考
察
の

本
当
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
こ
の
節
を
、
た
ん
な
る
「
日
常
性
の
解
釈
学
」
を
超
え
た
『
存
在
と
蕪
蒸
輪
全
体
の
意
図

に
照
ら
し
て
捉
え
な
お
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
捉
え
な
お
し
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
『
存
在
と
時
問
罪
に
お
け
る
「
ブ
レ

イ
ク
ダ
ウ
ン
（
障
害
）
状
況
か
ら
の
存
在
論
」
と
で
も
言
う
べ
き
思
想
で
あ
る
。



　
ま
た
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
は
、
『
存
在
と
時
間
臨
と
い
う
著
作
全
体
の
構
想
と
限
界
を
あ
る
観
点
か
ら
明
確

に
す
る
た
め
の
よ
い
手
が
か
り
に
な
る
。
私
は
本
稿
に
お
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
の
検
討
を
通
し
て
、
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
著

作
が
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
と
主
張
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、

存
在
の
問
は
未
だ
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
意
味
で
の
超
越
論
的
（
霞
雪
ω
N
Φ
＆
①
葺
効
一
）
な
問
と
し
て
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
同
時
に
、
『
存
在
と
時
間
』
以
後
、
こ
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
と
い
う
論
点
そ
の
も
の
が
あ
る
仕
方
で
克
服
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
を
も
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
本
稿
の
分
節
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
第
一
節
　
第
一
六
節
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
i
『
存
在
と
堂
守
』
第
一
六
節
の
議
論
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
、
ブ
レ
イ
ク
ダ

ウ
ン
問
題
に
つ
い
て
の
従
来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
新
し
い
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。

　
第
二
節
　
第
四
〇
節
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
i
『
存
在
と
時
問
』
第
四
〇
節
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
上
述
の
解
釈
が

『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
著
作
全
体
の
議
論
の
流
れ
に
照
ら
し
て
も
正
当
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

　
第
三
節
　
『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
　
　
以
上
の
議
論
に
も
と
づ
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
が
孕
む
問
題
点

を
示
し
、
そ
の
『
存
在
と
時
問
』
以
後
に
お
け
る
解
決
の
試
み
を
概
観
す
る
。

　
考
察
の
範
囲
は
主
と
し
て
『
存
在
と
時
間
』
に
限
定
さ
れ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
前
後
に
公
に
さ
れ
た
諸
論
考
（
著
作
や
講
義
）
に

も
そ
の
つ
ど
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
節
　
第
一
六
節
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
一
六
節
で
、
道
具
が
壊
れ
て
い
る
・
足
り
な
い
・
余
計
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
三
つ
の
ケ
ー

ス
を
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
使
え
な
く
な
っ
た
道
翼
は
正
常
に
機
能
し
て
い
た
と

障
害
状
況
（
げ
同
Φ
9
◎
ド
α
O
≦
鵠
）
か
ら
の
存
在
論

八
一
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き
と
は
対
照
的
に
「
目
立
っ
て
く
る
（
9
娼
h
｛
蝉
罵
①
當
）
」
（
器
）
。

　
こ
の
道
具
の
特
異
な
現
出
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
つ
の
興
味
深
い
所
見
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
よ
う
に
道
具
が

機
能
し
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
当
の
道
具
に
お
い
て
は
道
具
一
般
の
存
在
様
式
で
あ
る
手
許
性
（
N
爵
四
巳
Φ
旨
Φ
同
θ
）
に
か
わ
っ
て
、
た
ん
な

る
事
物
の
存
在
様
式
で
あ
る
は
ず
の
純
粋
な
目
前
性
（
＜
o
筈
讐
号
魯
①
ε
が
表
立
っ
て
く
る
（
雌
鳥
◎
腎
雪
嶺
§
）
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
に

道
具
が
使
え
な
く
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
道
具
を
道
具
と
し
て
現
出
さ
せ
る
背
景
的
な
地
平
と
し
て
の
環
境
世
界
（
¢
琶
≦
①
一
け
）
が
現
存
在

の
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
明
瞭
に
「
閃
い
て
く
る
（
鋤
餌
｛
一
〇
螺
O
財
け
Φ
昌
）
」
（
誤
）
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
a
　
手
許
に
あ
る
も
の
の
目
前
性

　
ま
ず
第
～
の
所
見
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
所
見
を
提
示
す
る
に
際
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
手
許
に
あ
る
も
の
の
目
前
性
（
隻
①

＜
0
3
四
民
Φ
昌
①
諄
岱
⑦
ω
N
三
ρ
p
。
巳
①
器
冨
）
」
（
謡
）
と
い
う
、
彼
自
身
の
完
成
さ
れ
た
術
語
体
系
か
ら
す
れ
ば
破
格
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
衷

現
す
ら
用
い
て
い
る
。
す
で
に
序
論
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
の
読
み
方
に
お
い
て
は
、
こ
の
特
異
な
目
前
性
は
、
特
定
の
用
途
の
た
め

に
正
常
に
機
能
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
た
道
具
が
、
純
粋
な
自
然
物
を
典
型
と
す
る
た
ん
な
る
事
物
へ
と
変
様
し
て
い
く
際
の
中
間
段
階
と

し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
も
と
に
な
っ
て
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
は
し
ぼ
し
ば
存
在
に
つ
い
て
の
非
本

来
的
な
理
解
の
派
生
を
説
明
す
る
よ
う
な
事
態
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
目
前
性
は
通
常
、
環
境
世
界
が
と
び
こ
さ
れ
る
（
§
2
，
ω
只
§
α
q
2
）
こ
と
、
つ
ま
り
道
具

と
の
交
渉
が
滞
り
な
く
機
能
し
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
忘
却
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
現
わ
れ
る
（
①
9
り
O
ご
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第

＝
ハ
節
に
お
け
る
圏
器
性
は
、
環
境
世
界
が
そ
の
破
綻
に
よ
っ
て
閃
く
こ
と
、
つ
ま
り
あ
か
ら
さ
ま
に
現
前
し
て
く
る
こ
と
に
お
い
て
見
出

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
論
的
な
履
歴
か
ら
し
て
正
反
対
の
あ
り
方
を
、
た
ん
に
同
一
方
向
に
な
ら
べ
て
程
度
の
差
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
に
は
一
た
と
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
ず
れ
の
事
態
を
も
同
じ
く
「
非
世
界
化
（
男
運
≦
①
竃
8
7
§
ゆ
q
ご
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
を
考



慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
（
①
α
隔
9
1
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
じ
つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
取
り
上
げ
る
の
は
『
存
在
と

時
間
』
が
初
め
て
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
彼
は
一
九
二
五
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
、
何
か
が
足
り
な
い
と
き
に
は
「
環
境
a
学

頒
Φ
σ
§
ぴ
Q
）
が
〔
中
略
〕
そ
の
現
前
性
に
お
い
て
押
し
迫
っ
て
く
る
」
（
℃
O
N
・
。
α
①
）
こ
と
、
し
た
が
っ
て
何
か
が
不
在
で
あ
る
こ
と
は
「
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

世
界
の
出
会
わ
れ
に
お
い
て
卓
越
し
た
役
割
を
果
た
す
」
（
勺
O
N
卜
。
㎝
①
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
出
会
わ
れ
方
が
存
在
に

つ
い
て
の
非
本
来
的
な
理
解
が
生
じ
る
機
縁
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
指
摘
に
先
立
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況

に
お
い
て
は
道
具
は
「
本
来
的
に
現
在
す
る
に
至
る
（
Φ
戯
岩
登
9
響
餌
器
暮
≦
Φ
鼠
①
諮
）
」
（
勺
O
N
・
。
繍
）
と
述
べ
て
い
る
事
実
を
、
ど
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ぽ
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
以
上
の
指
摘
か
ら
、
た
だ
ち
に
「
配
慮
さ
れ
た
世
界
と
し
て
の
道
具
的
な
環
境
世
界
に
特
有
の
手
許
性
は
非
手
許

性
a
巨
獣
弩
ロ
①
盛
①
一
什
）
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
」
（
勺
O
N
謡
①
）
と
い
う
結
論
を
予
想
し
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ

く
ま
で
手
許
性
（
と
非
手
許
性
）
で
あ
っ
て
目
前
性
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状

況
の
分
析
に
お
い
て
ま
さ
に
存
在
と
無
と
の
（
こ
こ
で
は
手
許
性
と
非
手
許
性
と
の
）
相
属
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
も
そ
も
ブ

レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
（
『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
）
目
前
性
が
、
じ
つ
は
何
ら
か
の
意
味
で
手
許
性
そ
の
も
の
が
本

来
的
に
露
出
・
現
前
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
実
際
、
道
具
は
何
ら
か
の
理
由
で
使
え
な
く
な
っ
て
も
、
決
し
て
単
純
に
道
具
で
あ
る
こ
と
、
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
放
棄
し

て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
な
、
使
え
な
く
な
っ
た
道
具
が
そ
れ
で
も
し
つ
こ
く
押
し
迫
っ

て
く
る
（
p
。
鼠
走
営
ひ
q
ぎ
げ
）
と
い
っ
た
事
態
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
（
お
）
。
た
と
え
ば
、
何
か
を
忘
れ
て
き
た
た
め
に
予
定
し
て
い
た
仕
事

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
と
り
あ
え
ず
手
近
に
あ
る
も
の
だ
け
で
可
能
な
仕
事
を
一
仕
事
を
や
め
て
帰
る
と
い
っ
た
選
択
を

も
含
め
て
I
l
探
そ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
ぎ
手
近
に
あ
る
道
旦
ハ
は
「
依
然
と
し
て
そ
こ
に
あ
り
つ
つ

障
害
状
況
（
酵
＄
竃
。
≦
づ
）
か
ら
の
存
在
論

八
三
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対
処
を
要
求
す
る
も
の
の
存
在
」
（
虞
）
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
具
の
道
具
と
し
て
の
執
拗
な
存
在
感
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
「
そ
の
頑
固
な
醤
前
念
扁
（
謡
）
と
い
う
言
い
ま
わ
し
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
し
か
に
、
そ
こ
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
通
常
の
語
法
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
明
白
な
術
語
上
の
混
乱
が
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
用

途
を
失
い
な
が
ら
も
、
な
お
執
拗
に
対
処
を
迫
り
つ
つ
厳
然
と
し
て
あ
る
よ
う
な
道
具
の
存
在
を
言
い
表
わ
す
の
に
、
目
前
性
以
上
に
ふ
さ

わ
し
い
言
葉
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
『
存
在
と
時
間
』
以
前
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
目
前
性
と
い
う
語
は
手
許
性
と
そ

れ
ほ
ど
厳
格
に
は
対
立
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ほ
ぼ
存
在
と
交
換
可
能
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
は
一
九
二
三
年
夏
学
期
講
義
で
「
こ
の
よ
う
に
手
許
に
あ
る
こ
と
、
使
え
る
こ
と
（
N
昏
鋤
＆
窪
」
＜
①
蹴
轟
σ
践
品
Φ
団
⇔
）
が
〔
身
近
に
〕

出
会
わ
れ
る
も
の
の
目
前
性
（
＜
o
筈
磐
三
猿
①
ε
を
な
す
」
（
○
出
局
O
刈
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
冒
前
性
と
い
う
語
を
存
在
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

語
に
置
き
換
え
て
も
何
の
不
都
合
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
解
釈
が
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
手
許
性
を
解
明
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
面
（
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状

況
）
の
記
述
を
必
要
と
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
探
究
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
そ
れ
と
し
て
自
ら
現
わ
れ
る
固
有
の
場
面
を
特
定
す
る
こ

と
は
、
現
象
学
を
標
榜
す
る
全
て
の
研
究
の
基
本
で
あ
る
（
㎝
O
）
。
道
具
を
め
ぐ
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
に
お
い
て
は
、
道
塗
は
個
々
具

体
的
な
、
た
と
え
ぽ
金
槌
の
「
打
つ
た
め
」
と
い
っ
た
あ
り
方
を
失
い
な
が
ら
も
、
な
お
執
拗
に
「
…
…
す
る
た
め
」
と
い
う
あ
り
方
へ
と

向
か
う
傾
き
に
お
い
て
出
会
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
道
具
が
そ
の
つ
ど
の
存
在
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
あ
り
方
を

先
行
的
に
可
能
に
し
て
い
る
存
在
論
的
な
あ
り
方
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
手
許
性
そ
の
も
の
へ
の
注
視
に
も
と
づ
い
て
出
会
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
、
存
在
者
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
な
認
識
の
成
立
場
面
と
し
て
理
解
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
と
い
う
出
来
事
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
こ
で
は
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
は
、
い
わ
ば
存
在
論
的
な
事
柄
を
剥
き
出
し
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
否
定
の
衝
撃
力
に
よ
っ
て
存
在
的
な



事
柄
を
追
い
散
ら
す
と
い
う
役
割
を
も
た
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
出
来
事
と
し
て
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
は
、
あ

ら
か
じ
め
成
立
し
て
い
る
存
在
理
解
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
成
立
そ
の
も
の
に
は
じ
め
か
ら
関
わ
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
比
喩
的
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
と
き
お
り
遠
く
か
ら
微
か
に
響
く
車
道
の
喧
騒
が
人
気
の
な
い
建
物
の
一
室
で
作
業
に

没
頭
し
て
い
る
人
の
気
を
そ
ら
し
、
か
え
っ
て
そ
の
建
物
全
体
の
静
け
さ
へ
と
そ
の
人
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
に
似
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
喧
騒
が
静
け
さ
を
あ
と
か
ら
の
対
比
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
る
と
は
言
え
て
も
、
喧
騒
が
静
け
さ
の
、
ま
し
て
や
静
け
さ
一
般
の

成
立
に
関
わ
る
と
は
決
し
て
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
ま
だ
存
在
が
原
理
的
に
あ
ら
か
じ
め
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
と
、
そ
の
理
解
が
特
定
の
状
況
に
お
い
て
こ

と
さ
ら
に
露
わ
に
な
る
と
い
う
事
態
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
前
者
の
よ
う
な
事
態
が
た
と
え
潜
在
的
に
で
も
あ
ら
か
じ
め
成
り

立
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
そ
も
そ
も
個
々
の
存
在
者
に
そ
の
つ
ど
具
体
的
な
仕
方
で
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
当
の
理
解

を
特
定
の
機
会
に
明
瞭
に
露
出
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
あ
る
と
こ
ろ
で
「
一
切
の
積
極
的
な
も
の

は
と
り
わ
け
欠
如
的
な
も
の
の
方
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
（
○
勺
お
O
）
と
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
存
在
解
釈
の
た
め
の
一
般
的
な

指
針
は
、
こ
の
段
階
で
は
い
ま
だ
存
在
理
解
そ
の
も
の
の
本
質
に
関
わ
る
よ
う
な
仕
方
で
正
当
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
b
　
環
境
世
界
の
閃
き

　
以
上
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
第
二
の
所
見
（
環
境
世
界
の
閃
き
）
に
つ
い
て
の
検
討
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

よ
れ
ば
、
「
道
翼
は
本
質
的
に
『
…
…
す
る
た
め
に
あ
る
も
の
（
①
牙
9
。
ρ
偉
ヨ
N
g
：
）
』
で
あ
る
」
（
①
。
。
）
。
こ
の
道
具
の
存
在
を
構
成
す
る

「
…
…
す
る
た
め
偏
の
連
関
は
、
他
の
諸
道
具
の
そ
れ
と
も
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
あ
る
ま
と
ま
っ
た
全
体
を
な
し
、
最
終
的
に
は
現

存
在
の
あ
る
特
定
の
存
在
可
能
性
へ
と
、
つ
ま
り
「
…
…
で
き
る
（
押
α
コ
＝
⑱
コ
）
」
へ
と
帰
着
す
る
（
。
。
蒔
）
。
こ
の
現
存
在
の
「
…
…
で
き
る
」

を
要
と
し
て
展
開
さ
れ
る
「
…
…
す
る
た
め
」
の
連
絡
関
係
が
環
境
世
界
で
あ
る
。
こ
の
環
境
世
界
を
現
出
の
地
平
と
し
て
は
じ
め
て
、
道

障
害
状
況
（
び
「
Φ
P
脚
伍
O
≦
冨
）
か
ら
の
存
在
論

八
五
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具
が
道
具
と
し
て
、
そ
の
手
許
性
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
。
道
具
が
つ
ね
に
そ
の
諸
可
能
性
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
役
立
ち
『
う
る
』
、
使

わ
れ
『
う
る
』
、
妨
げ
に
な
り
『
う
る
』
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
に
お
い
て
」
（
H
置
）
見
出
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
存
在
が
現
存
在
の
「
…
…
で

き
る
偏
と
相
関
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
一
念
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
…
…
で
き
る
」
へ
の
連
絡
関
係
と
し
て
の
環
境
世
界
は
、
そ
の
う
ち
で
は
じ
め
て
…
…
す
る
た
め
の
道
具
と
い
っ
た
存
在

者
を
出
会
わ
ぜ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
現
前
に
よ
っ
て
、
道
具
が
（
そ
れ
が
使
わ
れ
「
う
る
」
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
は
）
た
だ
使
わ
れ
る
の
で
は
な
い
よ
う
な
多
様
な
仕
方
で
あ
り
う
る
こ
と
を
暴
露
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
槌
は
た
い
て
い

は
片
づ
け
ら
れ
て
い
て
使
わ
れ
な
い
し
、
と
き
に
は
破
損
し
て
使
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
環
境
世
界
の
現
前
は
、
存
在
者
が
つ
ね
に
充
全
に

あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
を
明
白
に
示
す
と
い
う
仕
方
で
の
み
生
起
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
に
存
在
者
と
の
関
わ
り
が
滑
ら
か
に
進
行

す
る
た
め
に
は
「
世
界
が
自
ら
を
告
知
し
な
い
こ
と
（
a
ω
ω
巨
ゴ
艮
魯
↑
ヨ
①
厩
①
昌
α
興
芝
Φ
ε
」
（
誤
）
が
必
要
で
あ
る
と
雷
わ
れ
る
の
で
あ

る
。　

以
上
の
考
察
は
、
前
項
（
a
項
）
で
な
さ
れ
た
解
釈
と
は
違
っ
て
、
手
許
性
に
つ
い
て
の
理
解
の
成
立
条
件
に
、
そ
の
否
定
（
つ
ま
り
非

手
許
性
）
の
可
能
性
を
予
期
す
る
こ
と
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
は
っ
き
り
と
は
述
べ
て
い
な
い
が
、

そ
こ
で
は
先
の
「
一
切
の
積
極
的
な
も
の
は
と
り
わ
け
欠
如
的
な
も
の
の
方
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
存
在
解
釈
の
方
向
づ
け
は
、
具

体
的
に
は
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
考
察
の
仕
方
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
道
翼
が
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
仮
に
道
具
が
な
い
と
し
た
ら
、
事
態
は
ど
う
な
る
の
か
。
答
は
明
ら
か
で
あ
る
。
道

具
が
な
い
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
道
具
が
あ
る
と
き
に
は
で
き
た
仕
事
が
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
、
道
具
が
あ
る
こ
と
と
な
い

こ
と
と
の
違
い
を
、
そ
の
道
翼
を
用
い
て
何
か
が
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
と
の
違
い
と
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
で

き
る
か
で
き
な
い
か
と
い
う
違
い
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
違
い
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
道
異
の
両
極
端
の
可
能
性
が
理
解
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
間
に
「
多
様
な
存
在
の
諸
段
階
（
㊦
ぎ
⑦
罎
海
鼠
ひ
q
貯
三
ひ
q
一
《
Φ
醜
く
。
嵩
［
…
］
ω
け
無
①
鐸
鳥
①
ω
ω
魚
コ
ω
ご
（
○
℃
お
ω
）
が
可



能
的
に
成
立
す
る
。
道
具
は
…
…
す
る
た
め
に
あ
る
、
こ
の
「
…
…
す
る
た
め
」
は
最
終
的
に
現
存
在
の
あ
る
特
定
の
存
在
可
能
性
へ
と
帰

着
す
る
と
い
う
手
許
性
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
て
は
じ
め
て
、
手
許
性
が
道
具
の
存
在
（
ω
Φ
ぎ
）
の
規
定
で
あ
っ
て
本
質
（
零
Φ
ω
①
降
）
の
規
定
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
の
意
昧
も
は
っ
き
り
す
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
五
年
夏
学
期
講
義
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
イ
デ
ア
化
（
固
＄
口
。
昌
）
の
手
続
き
に
よ
っ
て
は
存
在
者
の

存
在
、
た
と
え
ぽ
色
の
存
在
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
私
は
色
の
Φ
ω
ω
Φ
簿
冨
の
み
を
見
て
、
そ
の

Φ
×
幹
Φ
導
冨
を
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
現
実
に
あ
れ
こ
れ
の
照
明
の
も
と
で
あ
れ
こ
れ
の
事
物
の
色
で
あ
る
と
い
っ
た
事
情
を
全
て
度
外
視
す

る
か
ら
で
あ
る
（
℃
O
N
ド
⊂
。
一
）
。
イ
デ
ア
化
に
お
い
て
は
、
「
私
は
ど
の
よ
う
な
色
に
も
、
そ
れ
が
色
で
あ
る
か
ぎ
り
は
当
の
色
が
存
在

（
Φ
×
一
ω
け
一
①
「
①
コ
）
し
て
も
し
な
く
て
も
属
す
る
よ
う
な
事
柄
だ
け
に
注
目
す
る
。
私
は
色
の
存
在
（
国
甑
ω
8
嵩
）
を
度
外
視
す
る
」

　
　
　
（
7
）

（
唱
O
N
H
㎝
H
）
。

　
そ
れ
で
は
、
道
具
が
…
…
の
た
め
に
使
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
の
道
具
が
現
実
に
「
存
在
し
て
も
し
な
く
て
も
」
言
わ
れ
う
る
よ

う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
に
な
い
道
具
は
使
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
か
の
仕
事
に
際
し

て
「
あ
れ
が
使
え
る
」
と
言
う
場
合
、
私
た
ち
は
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
「
あ
れ
」
が
手
許
に
「
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
許
に
あ
る
と
は
道
具
が
あ
る
こ
と
、
存
在
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
属
す
る
規
定
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
様
々
な
意
味
で
使
え
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
手
許
に
な
い
（
四
σ
豊
島
Φ
昌
）
こ
と
ま
で
含
め
て
手
許
に
あ
る
こ
と
の
諸
様
態
で
あ
る
と

い
う
言
い
方
は
正
し
い
（
○
勺
お
ト
。
h
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
手
許
に
あ
る
こ
と
が
道
具
の
存
在
・
非
存
在
と
は
無
関
係
に
成
り
立
つ
規
定
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
道
具
の
存
在
の
仕
方
、
つ
ま
り
道
具
が
ど
の
よ
う
に
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
か
に
つ
い
て
の
規
定
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
道
具
の
存
在
は
、
道
具
が
そ
れ
が
な
い
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク

障
害
状
況
（
び
「
Φ
鋤
π
α
O
～
〈
鐸
）
か
ら
の
存
在
論

八
七
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ダ
ウ
ン
状
況
が
道
具
の
存
在
を
解
釈
す
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
は
こ
の
道
具
の
存
在
／
非
存

在
の
対
比
の
手
続
き
が
（
理
論
的
・
人
為
的
な
操
作
と
し
て
で
は
な
く
、
現
存
在
の
日
常
性
そ
の
も
の
に
潜
在
す
る
可
能
性
と
し
て
）
表
明
的

に
遂
行
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
、
前
節
で
述
べ
た
の
と
は
違
っ
た
、

よ
り
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
も
存
在
論
的
で
あ
る
よ
う
な
認
識
の
成
立
場
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ

で
私
た
ち
は
、
道
具
が
ま
さ
に
（
な
い
の
で
は
な
く
）
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
へ
と
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
は
、
存
在
理
解
を
妨
げ
る
ど
こ
ろ
か
、
手
許
性
に
つ
い
て
の
明
示
的
な
理
解
を
獲
得
す
る
た
め
に
呼

び
出
さ
れ
た
車
越
し
た
場
面
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
を
、
存
在
と
無
と
の
相
馬
と
い
う
根
源
的
な
事
態
の
日
常

性
に
お
け
る
雛
型
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
、
『
存
在
と
時
間
』
第
一
六
節
の
根
本
的
な
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
解
釈
は
、
『
存
在
と
時
津
睡
と
い
う
著
作
全
体
の
議
論
の
流
れ
に
照
ら
し
て
も
正
当
化
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

次
節
で
は
『
存
在
と
時
間
輪
第
四
〇
節
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
こ
の
著
作
の
主
題
で
あ
る
現
存
在
分
析
論
そ
の
も
の
が
、
不
安
と
い
う

「
究
極
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
扁
（
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
）
を
現
象
的
な
地
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
第
四
〇
節
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
輪
は
存
在
一
般
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
既
刊
部
分

に
お
い
て
は
人
間
の
、
つ
ま
り
現
存
在
の
存
在
で
あ
る
実
存
（
国
×
圃
q
e
け
⑦
讃
N
）
を
解
明
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
現
存
在
の
存
在
構
造
を

気
づ
か
い
（
ω
o
薦
Φ
〉
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
第
閥
○
節
は
不
安
と
い
う
気
分
を
、
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
術
語
で
雷
え
ば

根
本
状
態
性
（
9
§
旦
ぴ
①
甑
＆
一
一
〇
三
（
㊦
ε
を
分
析
の
三
五
に
の
ぜ
る
。
こ
の
不
安
に
よ
る
開
示
を
、
私
た
ち
は
や
は
り
現
存
在
に
つ
い
て
の

存
在
論
的
な
認
識
の
成
立
場
面
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
、
単
独
化
（
＜
興
Φ
ぎ
N
①
ξ
轟
）
と
単
純
化
（
＜
興
魯
臥
学

9
§
ひ
q
）
と
い
う
、
不
安
が
現
存
在
を
開
示
す
る
二
つ
の
様
式
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。



　
a
　
不
安
に
お
け
る
単
独
化
の
意
味

　
不
安
に
襲
わ
れ
た
現
存
在
は
、
他
の
一
切
の
存
在
者
と
の
関
わ
り
を
解
か
れ
て
自
己
自
身
へ
と
向
き
な
お
ら
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
を
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
現
存
在
の
単
独
化
と
呼
ぶ
が
（
H
O
O
刈
－
一
〇
H
”
篭
§
帖
§
）
、
こ
れ
は
他
の
全
て
の
存
在
者
に
背
を
向
け
て
孤
立
し
た
自
己
へ
と
閉
じ
こ

も
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
（
H
o
。
Q
。
h
）
、
こ
こ
に
あ
え
て
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
独
我
論
に
つ
い
て
の
見
解
を
読
み
込
も
う
と
す
る
解
釈
者
は
少
な
く
な
い
（
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

主
要
な
業
績
を
日
常
性
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
諸
分
析
に
見
る
解
釈
者
に
と
っ
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
当
の
独
我
論
に
対
す
る
強

力
な
批
判
者
と
し
て
現
わ
れ
る
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
「
実
存
論
的
『
独
我
論
』
」
（
H
O
。
○
。
）
と
い
っ
た
表
現
が
そ
の
傾
向
を
助
長
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
文
字
ど
お
り
の
独
我
論
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
安
は
現
存
在
を
「
可
能
的
な
決
断
の
気
分
へ
と
」
（
ω
瞳
）
引
き
入
れ
、
状
況
へ
向
け
て
の
決
断

の
瞬
間
を
積
極
的
に
「
跳
躍
に
臨
ま
せ
る
（
鍵
｛
創
①
目
G
o
胃
琶
α
q
冨
箒
路
）
」
（
ω
濠
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
存
在
は
不
安
に
お
い
て
も
世
界
内
存
在

と
い
う
あ
り
方
を
手
放
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
道
具
が
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
に
お
い
て
も
な
お
使
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
つ
づ

け
た
よ
う
に
、
現
存
在
の
存
在
は
現
存
在
自
身
に
事
実
的
に
世
界
の
内
に
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
せ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
内
存

在
は
、
形
式
的
に
そ
の
よ
う
に
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
具
体
的
な
内
容
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
た
ん
な
る
枠
組
み
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
個
々
具
体
的
な
存
在
可
能
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
な
が
ら
、
た
だ
依
然
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
な
お
世

界
内
存
在
す
る
こ
と
を
執
拗
に
要
求
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
唯
一
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
内
に
存
在
す
る
と
は
そ
も
そ
も
何
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
V

味
す
る
か
と
い
う
こ
と
以
外
で
は
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
不
安
に
お
い
て
は
、
現
存
在
が
存
在
者
に
関
わ
る
個
々
具
体
的
な
あ
り
方
が
い
わ
ば
カ
ッ
コ
に
入
れ
ら
れ
て
、
そ
の

よ
う
な
あ
り
方
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
よ
り
上
位
の
存
在
態
勢
が
、
つ
ま
り
「
他
人
と
と
も
に
、
存
在
者
の
も
と
に
」
と
い
う
世
界
内
存

障
害
状
況
（
葺
＄
匪
。
≦
こ
か
ら
の
存
在
論

八
九
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在
と
し
て
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
表
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に

あ
る
こ
と
な
の
か
が
あ
ら
か
じ
め
現
存
在
自
身
に
対
し
て
開
示
さ
れ
、
理
解
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
私
た
ち
は
そ
の
つ
ど
の

場
面
に
お
い
て
（
他
人
で
あ
れ
道
具
で
あ
れ
V
他
の
存
在
者
に
適
切
な
仕
方
で
関
わ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
し
、
ま
た
哲
学
者
と
し
て
そ
の

よ
う
な
存
在
態
勢
に
つ
い
て
の
分
析
的
な
記
述
を
こ
と
さ
ら
に
遂
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
不
安
が
現
存
在
分
析
論
に
お
い
て
方
法
的
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
現
存
在
の
存
在
的
な
事
柄
へ
の
没
頭
を
解
除
し
、
そ
の
背
暴
に

横
た
わ
る
世
界
内
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
な
理
解
を
明
瞭
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
顧
み
る
な
ら
ぽ
、

ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
に
お
け
る
目
前
性
の
現
出
は
、
こ
の
「
不
安
に
お
い
て
は
端
的
に
世
界
内
存
在
そ
の
も
の
が
開
示
さ
れ
る
」
と
い
う

事
態
に
、
世
界
内
部
の
存
在
者
の
側
で
、
日
常
性
の
範
囲
に
お
い
て
対
応
す
る
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
同

時
に
、
不
安
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
記
述
が
、
道
具
の
目
前
性
の
現
出
を
め
ぐ
る
記
述
と
同
じ
不
十
分
さ
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
も
示
唆

し
て
い
る
（
第
一
節
a
項
参
照
）
。
こ
の
不
十
分
さ
は
、
次
の
不
安
に
お
け
る
単
純
化
の
記
述
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
b
　
不
安
に
お
け
る
単
純
化
の
意
味

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
安
に
お
い
て
は
「
そ
れ
に
面
し
て
不
安
で
あ
る
も
の
（
量
ω
妻
。
〈
○
畳
α
興
》
轟
ω
け
）
偏
と
、
「
そ
れ
の
た
め
に
、

そ
れ
を
案
じ
て
不
安
で
あ
る
も
の
（
母
ω
妻
。
毎
ヨ
α
興
≧
日
σ
q
ω
酸
）
」
と
が
二
一
の
世
界
内
存
在
と
し
て
～
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
＞

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
先
の
単
独
化
に
対
し
て
、
現
存
在
の
単
純
化
と
呼
ん
で
い
る
（
一
Q
。
卜
○
）
。
そ
の
際
、
こ
の
単
純
化
は
気
づ
か
い
の
解
明
が
満
た

す
べ
き
第
一
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
た
だ
一
つ
の
方
法
上
の
要
請
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
一
気
づ
か
い
の
析
出
と
い

う
課
題
を
は
じ
め
て
提
示
す
る
『
存
在
と
時
間
隔
第
三
九
節
に
は
、
そ
も
そ
も
単
独
化
と
い
う
照
葉
は
登
場
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
一
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

独
化
に
く
ら
べ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
い
。

　
不
安
は
、
た
と
え
ぽ
恐
れ
が
特
定
の
恐
ろ
し
い
も
の
を
恐
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
存
在
者
に
薗
し
て
不
安
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、



こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
不
安
は
現
存
在
の
特
定
の
存
在
可
能
性
の
た
め
に
、
そ
の
可
能
性
を
案
じ
て
不
安
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、

不
安
に
お
い
て
現
存
在
が
面
し
て
い
る
の
は
、
存
在
者
一
般
が
現
出
す
る
た
め
の
地
平
と
し
て
の
世
界
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な

世
界
の
内
に
現
存
在
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
（
日
。
。
刈
）
。
ま
た
、
そ
こ
で
現
存
在
が
案
じ
て
い
る
の
も
、
自
ら
の
個
々
具

体
的
な
存
在
可
能
性
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
世
界
の
内
に
存
在
し
う
る
（
一
】
ρ
　
鳥
①
『
　
ぐ
引
Φ
一
幅
　
ω
Φ
凶
コ
　
評
α
昌
】
P
Φ
コ
）
と
い
う
全
体
的
な
可
能
性
な
の
で

あ
る
（
H
。
。
謡
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
「
そ
れ
に
面
し
て
不
安
で
あ
る
も
の
扁
と
「
そ
れ
の
た
め
に
、
そ
れ
を
案
じ
て
不
安
で
あ
る
も
の
」
と
の
相
違
は
、
同
一
の

世
界
内
存
在
が
門
…
…
に
面
し
て
（
＜
O
憎
：
）
」
と
い
う
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
か
、
「
…
…
の
た
め
に
（
二
導
…
）
」
と
い
う
仕
方
で
見
出
さ
れ
る

か
と
い
う
、
同
じ
一
つ
の
（
ω
①
匪
o
q
噂
9
H
。
。
。
。
）
事
柄
に
対
す
る
関
わ
り
方
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
世
界
内
存
在
が
、
現
存
在
が
そ

れ
に
直
面
す
る
べ
き
事
実
的
な
事
柄
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
案
じ
て
脅
か
さ
れ
う
る
可
能
的
な
事
柄
で
も
あ
る
と
い
う
仕
方
で
受
け
取

ら
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
に
面
し
て
不
安
で
あ
る
も
の
は
被
投
的
な
世
界
内
存
在
（
量
ω
α
q
①
≦
。
瓜
①
器
H
『
山
①
7
妻
①
ぞ
ω
①
ぎ
）
で
あ
る
。
そ
れ
の

た
め
に
、
そ
れ
を
案
じ
て
不
安
で
あ
る
も
の
は
世
界
内
存
在
可
能
（
ユ
節
ω
　
囲
】
ρ
一
伍
Φ
門
一
朝
Φ
同
陸
1
ω
Φ
一
コ
ー
評
α
謬
コ
Φ
⇔
）
で
あ
る
」
（
H
O
一
）
。
つ
ま
り
そ
こ

で
は
、
現
存
在
は
「
事
実
的
に
実
存
す
る
世
界
内
存
在
（
h
P
口
口
一
ω
O
げ
Φ
×
一
ω
け
一
Φ
吋
Φ
降
住
①
ω
H
跡
－
匹
㊥
「
1
芝
①
一
け
一
ω
Φ
一
昌
）
」
（
一
り
H
）
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
仕

方
で
単
純
に
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
H
露
）
。

　
こ
れ
が
「
現
存
在
は
決
し
て
事
実
的
に
あ
る
以
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
（
置
α
）
と
い
う
、
現
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
主
張
を
現
象
的
に
裏
づ
け
る
事
態
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
現
存
在
は
自
ら
の
既
成
の
現
実
性
に
、
さ
ら
に
加
え
て
可
能
性
を
も
も

つ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
他
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
仕
方
で
は
じ
め
か
ら
可
能
的
に
あ
る
者
だ
け
が
、
す
で
に
動
か
し
が
た
い
一
個
の
事

実
と
し
て
自
ら
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
～
九
二
五
年
冬
学
期
講
義
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
現
存
在
は
「
つ
ね
に
す
で
に

何
ら
か
の
仕
方
で
決
定
さ
れ
た
可
能
性
（
皇
宗
9
ω
魯
8
ω
o
o
匙
臼
ω
o
Φ
昌
お
。
匪
三
碧
①
竃
α
σ
q
ぎ
三
（
Φ
一
叶
）
」
（
い
哨
事
終
藤
）
で
あ
る
。
不
安
に
お

い
て
は
、
事
実
的
に
あ
る
の
も
可
能
的
に
あ
る
の
も
同
じ
一
つ
の
世
界
内
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
事
実
性
と
実
存
性
が
同
一
の
事
柄
の
二

障
害
状
況
（
訂
＄
蕊
。
≦
P
）
か
ら
の
存
在
論

九
一
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つ
の
側
面
と
し
て
等
し
く
根
源
的
（
ひ
q
蚕
魯
霞
ω
嶺
冒
α
q
膏
び
）
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
気
づ
か
い
に
お
け
る
「
実
存
性
と
事
実
性
の
存
在
論

的
な
統
一
性
」
（
囲
Q
。
一
）
が
世
界
内
存
在
の
全
幅
に
わ
た
っ
て
開
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
不
安
に
お
け
る
事
実
性
と
実
存
性
の
統
一
は
、
不
安
が
本
質
的
に
死
の
不
安
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
は
じ
め
て
理
解
可
能
に

な
る
。
と
い
う
の
も
、
現
存
在
は
死
に
食
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
存
在
可
能
性
へ
の
没
頭
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
単
独
化
さ
れ
つ
つ
、
さ

ら
に
「
そ
も
そ
も
現
存
在
は
『
存
在
す
る
嚇
の
で
あ
っ
て
『
無
い
の
で
は
な
い
』
」
（
唱
O
N
お
ω
）
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
に
向
き
合
わ
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
現
存
在
は
、
自
ら
が
存
在
す
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
、
同
時
に
無
で
も
あ
り
う
る
可
能
的
な

事
柄
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
界
内
存
在
を
構
成
す
る
事
実
性
…
実
存
性
と
い
っ
た
形
式
的
な
諸
構
造
、
つ
ま
り
実
存
購

（
国
×
一
ω
叶
Φ
跡
N
繭
餌
凱
Φ
昌
）
が
、
現
存
在
の
無
で
あ
る
死
の
可
能
性
と
の
対
立
か
ら
の
み
分
節
さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
不
安
は
現
存
在
を
独
我
論
的
な
自
己
へ
と
追
い
込
む
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
世
界
内
存
在
と
し
て
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
は
じ
め

て
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
不
安
に
も
と
つ
く
認
識
は
、
現
存
在
が
ま
さ
に
（
な
い
こ
と
と
の
対
比
で
）
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

意
味
で
存
在
論
的
な
認
識
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
見
て
取
ら
れ
る
諸
形
式
（
実
存
購
）
は
、
現
存
在
が
そ
の
よ
う
に
あ
る
の
で
な

け
れ
ば
た
ん
に
な
い
よ
う
な
あ
り
方
と
し
て
、
現
存
在
が
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
た
だ
ち
に
属
す
る
よ
う
な
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
…
は
荊
存
在
と
時
心
血
の
本
論
弾
頭
に
お
い
て
、
「
こ
の
存
在
者
〔
現
存
在
〕
の
噸
本
質
徳
は
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

（
ω
①
凶
⇒
　
N
餌
1
ω
①
同
コ
）
に
あ
る
。
こ
の
存
在
者
が
何
で
あ
る
か
（
①
ω
ω
①
忌
巴
は
〔
中
略
〕
そ
の
存
在
（
Φ
×
凶
ω
8
瓢
鉱
効
）
か
ら
把
握
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
（
心
ト
の
）
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
現
存
在
の
諸
構
造
が
現
存
在
の
本
質
（
妻
①
ω
2
）
で
は
な
く
、
存
在
（
ω
①
ぎ
）
で
あ
る
理
由

も
こ
こ
に
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
闘
題
が
『
存
在
と
時
間
紬
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
『
存



在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
存
在
者
の
存
在
は
一
貫
し
て
そ
の
否
定
や
欠
如
か
ら
、
そ
れ
ら
と
の
表
明
的
な
対
比
を
通
し
て
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
と
り
わ
け
、
現
存
在
の
本
来
的
な
開
示
の
基
礎
は
、
自
己
自
身
の
死
に
関
わ
る
現
存
在
の
「
究
極
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
」
（
ド
レ

イ
フ
ァ
ス
）
に
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
現
存
在
分
析
論
を
、
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
と
し
て
の
実
存
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
存
在
論

的
な
認
識
で
あ
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
存
在
者
の
存
在
論
的
な
、
つ
ま
り
そ
の
存
在
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
属
す
る
構
造
と
見

な
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
そ
の
存
在
者
が
自
ら
の
無
と
の
端
的
な
対
立
か
ら
の
み
受
け
取
っ
て
く
る
よ
う
な
あ
り
方
だ
け
で
あ
る
。
第
一
六
節

に
お
け
る
プ
レ
イ
久
ダ
ウ
ン
問
題
も
、
『
存
在
と
時
間
』
を
貫
く
そ
の
よ
う
な
考
察
手
続
ぎ
が
世
界
内
部
の
存
在
者
に
適
用
さ
れ
た
一
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
六
節
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
た
ん
な
る
目
前
性
の
生
成
場
面
と
し
て
の
み
理
解
し
、
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
を

た
ん
に
無
視
す
る
か
、
ま
た
は
前
半
か
ら
一
方
的
に
読
み
解
く
よ
う
な
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
に
代
表
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
解
釈
は
、
個
々
の
論
点

に
つ
い
て
は
別
に
判
断
を
要
す
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
誤
り
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
傾
向
と
は

反
対
に
、
『
存
在
と
時
間
』
の
前
半
を
表
明
的
に
後
半
の
光
の
も
と
で
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
が
存
在
の
思
想
で

あ
る
の
は
、
彼
が
つ
ね
に
存
在
と
無
と
の
相
属
と
い
う
根
源
的
な
事
態
か
ら
全
て
の
事
柄
を
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮

の
外
に
お
く
な
ら
ぽ
、
私
た
ち
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
的
な
洞
察
の
多
く
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
三
節
　
『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況

　
も
っ
と
も
、
存
在
と
無
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
察
に
は
、

在
と
、
そ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
よ
る
克
服
の
試
み
を
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

明
ら
か
に
大
き
な
欠
陥
が
あ
る
。
こ
の
欠
陥
の
所

障
害
状
況
（
σ
『
①
鋤
開
臨
O
≦
コ
）
か
ら
の
存
在
論

九
三
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a
　
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
の
限
界

　
以
上
の
考
察
か
ら
見
た
場
合
、
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
著
作
の
最
大
の
欠
陥
は
、
存
在
と
無
と
の
相
属
と
い
う
事
態
が
テ
キ
ス
ト
の
上

に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
こ
と
に
あ
る
（
そ
の
意
味
で
は
、
以
上
の
解
釈
は
解
釈
の
常
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
に
明
恭
的
に
書
か
れ
て
い
る
事

柄
を
い
く
ら
か
は
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）
。
こ
の
欠
陥
は
具
体
的
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
様
々
な
議
論
の
要
所
に
さ
し
か
か
る
た
び
に

く
り
返
し
無
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
提
起
を
さ
し
あ
た
り
考
慮
に
入
れ
な
く
て
も
『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述

が
お
お
よ
そ
理
解
で
き
て
し
ま
う
と
い
う
形
を
と
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
気
づ
か
い
の
解
明
に
不
安
の
分
析
を
先
行
さ
せ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
分
析
を
経
由
す
る
必
要
が
本
当
に
あ
っ

た
の
か
。
た
し
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
自
ら
を
可
能
性
へ
と
企
投
ず
る
」
「
自
ら
に
固
有
な
存
在
可
能
（
ω
Φ
一
定
9
コ
窪
）
へ
と
自
由
に
開

か
れ
て
あ
る
」
と
い
う
現
存
在
の
存
在
態
勢
を
根
源
的
・
具
体
的
に
示
す
の
は
不
安
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
気
づ
か
い
の
一
構

成
要
素
で
あ
る
「
自
ら
に
先
立
っ
て
あ
る
（
ω
8
守
く
。
穏
≦
①
α
q
訪
⑦
ヨ
）
」
が
定
式
化
さ
れ
る
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
（
お
犀
）
。
し
か
し
、

こ
の
定
式
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
よ
く
吟
味
す
れ
ぼ
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
内
実
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
存
在
が
自
ら
の
可
能
性
に
関
わ

る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
門
つ
ね
に
す
で
に
『
自
ら
を
超
え
て
（
菩
興
ω
圃
魯
営
慈
二
ω
ζ
存
在
す
る
」
（
一
8
）
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
た
ん
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
ぽ
、
不
安
の
分
析
を
待
た
ず
と
も
、
理
解
や
企
投
に
つ
い
て
論
じ
た
『
存
在
と
時
問
』

第
三
一
節
で
す
で
に
出
揃
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
存
在
と
時
間
』
全
体
の
叙
述
に
つ
い
て
も
似
た
よ
う
な
問
題
を
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
気
づ
か
い
か
ら
そ
の
意
味
と
し
て
の
時
間

性
（
N
①
己
こ
碁
⑦
ご
へ
と
遡
る
た
め
に
、
何
故
に
『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
に
お
け
る
死
や
良
心
の
分
析
が
必
要
な
の
か
。
死
へ
の
先
駆

（ノ

_
O
憎
一
簿
二
h
①
昌
）
や
覚
悟
性
（
国
三
ω
。
三
〇
ω
ω
魯
里
雪
け
）
と
い
っ
た
極
端
な
現
象
を
参
照
し
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
「
自
ら
に
先
立
っ
て
あ
る
」

か
ら
将
来
（
N
舞
§
h
け
）
と
い
う
時
間
性
の
構
成
分
轄
へ
と
遡
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
際
、
一
九
二
七

年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
死
や
良
心
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
じ
つ
に
簡
素
な
仕
方
で
時
間
性
を
導
き
出
し
て
い
る



1
1
す
な
わ
ち
、
現
存
在
は
自
ら
の
存
在
可
能
に
関
わ
る
か
ぎ
り
「
自
分
自
身
に
先
立
っ
て
あ
る
。
あ
る
一
つ
の
可
能
性
を
予
期
し
つ
つ

（
㊦
ぎ
宗
旨
α
ぴ
q
浮
葬
Φ
詫
α
q
Φ
≦
葺
口
α
q
）
、
私
は
こ
の
可
能
性
か
ら
私
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
と
到
来
す
る
（
N
巳
（
o
ヨ
筥
Φ
昌
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

（
○
℃
ω
δ
）
、
つ
ま
り
現
存
在
は
将
来
的
（
N
ロ
巨
艮
賦
ぴ
q
）
に
存
在
す
る
、
と
。

　
こ
の
こ
と
は
、
「
現
存
在
が
存
在
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」
と
い
う
問
と
、
「
そ
の
存
在
は
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る

か
」
と
い
う
問
と
が
、
少
な
く
と
も
叙
述
の
上
で
は
無
関
係
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
流
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

『
存
在
と
時
間
』
の
後
半
を
削
除
す
る
と
い
う
一
見
、
強
引
な
解
釈
が
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
も
つ
理
由
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
が
『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述
に
生
じ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
で
、
現
存

在
分
析
論
は
現
存
在
の
日
常
的
な
無
差
別
相
（
H
口
鳥
一
剛
臨
Φ
村
Φ
郎
N
）
か
ら
出
発
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
お
）
。
こ
の
方
針
の
も
と
で
は
、
た
と
え

ば
死
へ
の
先
駆
は
、
さ
し
あ
た
り
死
と
は
無
関
係
に
確
定
さ
れ
た
気
づ
か
い
の
構
造
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
気
づ
か
い
の
（
極
端
で
は
あ
る

が
）
あ
る
特
定
の
一
様
態
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
死
は
現
存
在
の
存
在
構
造
の
分
節
や
形
成
に
は
じ
め
か
ら
関
わ
る
よ
う
な
仕

方
で
は
理
解
さ
れ
な
い
。
道
具
の
問
題
に
限
っ
て
み
て
も
、
事
情
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン

は
、
ま
ず
道
具
が
正
常
に
存
在
し
た
あ
と
で
特
定
の
機
会
に
生
じ
る
よ
う
な
事
実
的
な
出
来
事
と
し
て
の
み
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
実
存
で
あ
れ
手
許
性
で
あ
れ
、
存
在
理
解
そ
の
も
の
の
成
立
条
件
に
無
の
理
解
（
§
閤
℃
鼠
卜
。
。
。
蒔
）
を
組
み
入
れ
る
と
い
う
課

題
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
果
た
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
こ
の
問
題
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
で
次
の
よ
う
に

問
う
て
い
る
か
ら
で
あ
る
一
す
な
わ
ち
、
道
具
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
の
時
的
（
8
導
℃
o
壇
巴
な
意
味
を
現
在
性

（
勺
「
m
F
①
ω
Φ
づ
N
）
か
ら
不
在
性
（
諺
げ
ω
①
嵩
）
へ
の
時
間
地
平
の
否
定
的
変
様
と
し
て
解
釈
す
る
場
合
、
「
こ
の
存
在
の
構
造
、
こ
こ
で
は
手
許

性
の
構
造
の
う
ち
に
否
定
的
な
要
素
（
Φ
角
器
α
q
薮
く
Φ
ω
寓
。
琶
Φ
琶
が
必
ず
し
も
構
成
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
な
の
か
」
（
○
震
島
）
と
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
正
常
に
存
在
す
る
道
具
に
あ
と
か
ら
生
じ
る
事
実
的
な
出
来
事
と
し
て
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ

障
害
状
況
（
σ
「
Φ
餌
評
伍
O
≦
P
）
か
ら
の
存
在
論

九
五
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り
、
否
定
や
無
が
存
在
の
本
質
そ
の
も
の
に
は
じ
め
か
ら
属
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
何
故
に
存
在
が
否
定
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
否
定
的
な
要
素
」
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の

か
が
、
全
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
O
勺
置
卜
。
h
）
。

　
b
　
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
の
克
服

　
『
存
在
と
時
間
睡
以
後
、
一
九
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
連
の
論
考
の
う
ち
に
、
以
上
の
問
題
点
を
解
消
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の

試
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
死
や
無
の
よ
う
な
欠
如
的
な
事
柄
は
、
存
在
認
識
一
般
の
驚
能
性
の
制
約
に
は
じ
め
か
ら
属
す
る
よ
う
な

も
の
と
し
て
表
明
的
に
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
察
の
最
初
と
最
後
に
位
置
す
る
一

九
二
七
年
夏
学
期
講
義
と
、
｝
九
二
九
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
就
任
講
演
『
形
而
上
学
と
は
何
か
睡
を
季
が
か
り
と
し
て
簡
単
に
確
認
し

て
お
こ
う
。

　
す
で
に
晃
た
よ
う
に
、
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
は
、
時
間
性
の
析
出
に
際
し
て
そ
も
そ
も
死
と
い
う
現
象
に
言
及
し
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
の
講
義
は
一
見
、
『
存
在
と
時
間
撫
か
ら
死
に
関
わ
る
記
述
を
削
除
し
、
存
在
の
問
の
圏
域
か
ら
総
じ
て
無
の
問
題
を
追
放
す
る
こ

と
を
正
当
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
じ
つ
は
事
実
は
正
反
対
で
あ
っ
て
、
こ
の
講
義
に
お
け
る
数
少
な
い
死
へ
の

言
及
は
、
ま
さ
に
存
在
理
解
一
般
の
成
立
条
件
が
問
わ
れ
る
当
所
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
義
の
あ
る
個
所
で
、
存
在
者
が
存
在
へ
と
、
存
在
が
時
問
へ
と
企
投
さ
れ
る
と
い
う
企
投
の
系
列
を

想
定
す
る
こ
と
は
無
限
遡
行
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
に
対
し
、
時
問
性
は
そ
も
そ
も
「
…
…
へ
と
企
投
ず
る
」
と
い
う
こ
と
自
体

を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
は
も
は
や
他
の
何
も
の
へ
も
企
投
さ
れ
な
い
端
的
な
自
己
企
投
（
ω
鉱
ぴ
ω
8
三
乏
二
鍬
ω
o
巳
①
o
げ
学

7
ヨ
V
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
（
○
震
ω
メ
§
○
勺
ω
8
h
）
。
こ
の
自
己
企
投
と
い
う
概
念
が
カ
ン
ト
の
自
己
触
発
（
ω
Φ
ぽ
ω
審
ゑ
①
算
δ
昌
）
と
い

う
概
念
に
関
わ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
ふ
れ
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
こ
の
無



限
遡
行
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
時
間
性
の
地
平
に
お
い
て
企
投
の
系
列
が
終
わ
り
（
国
a
Φ
）
に
達
す
る
と
言
い
う
る
た

め
に
は
、
時
間
の
有
限
性
（
国
コ
自
。
算
Φ
ε
の
問
題
に
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
○
震
鵯
）
。

　
こ
の
時
間
の
有
限
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
存
在
一
般
が
理
解
さ
れ
る
と
い
う
事
態
そ
の
も

の
の
成
立
条
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
時
間
が
企
投
系
列
の
終
わ
り
と
し
て
、
つ
ま
り
他
の
何
も
の
を
も
参
照
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
だ

け
で
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
自
ら
を
開
示
し
、
提
示
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
存
在
を
時
間
へ
と
企
投
ず
る
こ
と
自
体
が
不
可
能

に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
同
じ
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
で
、
上
述
の
時
聞
の
有
限
性
が
「
死
と
い
う

難
し
い
問
題
に
関
わ
る
」
（
○
℃
Q
。
○
。
刈
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
義
に
お
い
て
、
死
を
あ
ら
か
じ
め
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

理
解
一
般
の
可
能
性
の
制
約
そ
の
も
の
に
属
す
る
本
質
的
な
構
成
要
素
と
し
て
あ
ら
た
め
て
解
釈
し
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
実
存
と
い
う
特
殊
な
存
在
の
欠
如
で
あ
る
死
と
、
存
在
一
般
の
欠
如
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
存
在
一
般
の
理
解
可
能
性
に
関

わ
る
）
無
と
を
安
易
に
同
】
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
と
無
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
死
が
人
聞
の
死
で
あ

り
、
か
つ
無
が
存
在
認
識
一
般
の
可
能
性
の
制
約
に
関
わ
る
か
ぎ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
ー
ー
カ
ソ
ト
的
に
蓄
え
ぼ
一
「
自
然
的

素
質
（
Z
蝉
窪
重
三
謬
①
）
」
（
囚
蝉
暮
”
映
ミ
簿
§
喰
蕊
§
§
寄
§
ま
慧
”
u
d
潔
）
に
形
而
上
学
（
ζ
興
野
ξ
ω
節
）
が
属
す
る
か
と
い
う
大
問
題
に

結
び
つ
く
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
、
死
は
存
在
者
か
ら
の
離
別
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
存
在
者
で
は

な
い
も
の
、
つ
ま
り
無
の
経
験
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
後
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
よ
る
指
摘
を
参
照
す
る
に
と
ど
め
て
お
く

（N

ﾖ
N
ω
O
）
。

　
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
の
検
討
に
移
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
演
で
、
存
在
と
無
と
の
相
懸
の
問
題
を
は
じ
め
て
正
面
か
ら
取
り

上
げ
て
い
る
。
存
在
者
は
不
安
に
お
い
て
、
総
じ
て
「
崩
落
寸
前
（
三
誌
餌
匪
α
q
）
砿
（
芝
ヨ
目
ω
）
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
不
安
は
無
を
開
示
す

る
」
（
堵
ヨ
＝
ω
）
。
こ
の
無
が
は
じ
め
て
、
存
在
者
を
無
で
は
な
い
も
の
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
明
白
に
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

事
態
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ご
く
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
不
安
の
無
の
明
る
い
夜
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
存
在
者
が

障
害
状
況
（
げ
「
Φ
田
昇
O
O
〆
＜
コ
）
か
ら
の
存
在
論

九
七
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存
在
者
と
し
て
根
源
的
に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
『
存
在
者
が
存
在
す
る
一
…
無
で
は
な
い
（
§
山
三
。
耳
室
。
簿
ω
こ
と
い
う

こ
と
が
起
こ
る
」
（
を
諺
岩
轟
）
と
。

　
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
個
所
に
続
け
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
周
到
に
、
こ
の
「
無
で
は
な
い
」
は
あ
と
か
ら
の
っ
け
た
し
で
は
な
く
、
「
存
在

者
一
般
の
開
示
性
を
先
行
的
に
可
能
に
す
る
こ
と
（
＆
㊦
＜
o
薦
警
け
q
蒔
①
卑
ヨ
α
α
q
一
一
畠
§
α
q
）
」
（
芝
ヨ
一
H
心
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
無
の
開
示
を
あ
と
か
ら
の
対
比
に
お
い
て
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
へ
の
言
及
な
く
し
て
は
そ
も
そ
も
存
在

一
般
の
開
示
可
能
性
が
理
解
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
事
柄
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
無
は
決
し
て
存
在
者
の
対
立
概
念
を
提
供
す

る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
に
根
源
的
に
属
し
て
い
る
」
（
妻
ヨ
一
一
㎝
）
。
そ
こ
で
は
人
選
も
、
こ
の
無
の
開
示
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
、
特
定
の
実
存
的
な
変
様
に
お
い
て
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
「
無
の
た
め
の
場
所
の
保
持
者
（
山
Φ
尻
勺
圃
簿
N
ぴ
巴
8
門
儀
⑦
ω

Z
8
簿
ω
）
」
（
薫
筥
一
H
O
。
）
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
で
問
わ
れ
た
「
否
定
的
な
要
素
」
の
起
源
も
、
こ
の
「
存
在
の
本
質
に
無
が
属
す
る
」
と
い
う
根
源
的

な
事
態
に
求
め
ら
れ
る
。
「
『
な
い
隔
（
ズ
凶
。
耳
）
は
否
定
の
操
作
（
＜
①
コ
μ
①
ぎ
窪
α
q
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
否
定
の
操

作
の
方
が
『
な
い
隠
に
も
と
づ
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
他
方
、
こ
の
『
な
い
融
そ
の
も
の
は
無
が
無
化
す
る
こ
と
（
量
ω
Z
団
。
職
掌
号
ω

2
凶
。
導
。
。
）
か
ら
発
源
す
る
の
で
あ
る
」
（
論
旨
一
一
①
h
）
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
無
の
開
示
に
漫
透
さ
れ
た
、
し
か
も
た
ん
な
る
論
理
的
な

否
定
の
操
作
よ
り
も
さ
ら
に
実
践
的
に
深
刻
な
現
存
在
の
ふ
る
ま
い
と
し
て
、
「
反
駁
」
「
嫌
悪
」
「
拒
絶
」
「
禁
止
」
「
欠
乏
」
を
あ
げ
て
い

る
（
芝
葺
H
霜
）
。
こ
れ
ら
は
全
て
広
い
意
味
で
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
存
在
に
あ
と
か
ら
無
や
否
定
を
突

き
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
存
在
の
本
質
に
無
が
属
す
る
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
る
よ
う
な
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
到
達
点
か
ら
ふ
り
返
っ
て
見
る
な
ら
ぽ
、
『
存
在
と
時
間
輪
は
ど
の
よ
う
な
著
作
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
上
述
の
よ
う
な
無
の
開
示
に
は
じ
め
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
自
身
の
雷
葉
を
借
り
る
な
ら
「
無



に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
空
器
ぢ
ひ
q
9
巴
8
島
Φ
答
ぎ
匹
鋤
ω
蜜
。
寡
ω
）
」
（
超
ヨ
員
㎝
）
が
、
現
存
在
が
存
在
者
全
体
（
ω
Φ
δ
盈
Φ
ω
言

○
碧
器
口
）
を
存
在
者
で
な
い
も
の
へ
と
超
え
出
る
「
超
越
（
↓
鎚
コ
ω
N
窪
匹
Φ
農
ご
（
芝
勇
躍
㎝
）
の
運
動
を
可
能
に
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と

っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
哲
学
（
臼
Φ
瞠
p
。
器
N
頭
高
窪
邑
①
勺
げ
｛
一
〇
ω
o
℃
ぼ
Φ
）
も
、
そ
れ
が
存
在
論
の
基
礎
づ
け
と
し
て
解
釈
さ

れ
る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
意
昧
で
の
超
越
か
ら
捉
え
な
お
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
妻
ヨ
H
ω
O
h
”
9
　
錦
］
℃
鼠
卜
⊃
ω
Q
O
）
。

　
「
超
越
論
的
」
や
「
可
能
性
の
制
約
」
と
い
っ
た
カ
ン
ト
的
な
術
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
』

が
カ
ン
ト
哲
学
の
強
烈
な
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
論
じ
た

一
九
二
七
年
冬
学
期
講
義
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
数
年
前
に
『
純
粋
理
性
批
料
』
を
あ
ら
た
め
て
研
究
し
、
い
わ
ば
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
を
背
景
に
し
て
読
ん
だ
と
き
、
ま
る
で
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
よ
う
な
思
い
を
し
た
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
私
に
と
っ
て
、

私
の
探
究
の
道
筋
の
正
し
さ
を
本
質
的
な
意
味
で
確
証
し
て
く
れ
る
人
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
器
量
お
H
）
。
『
存
在
と
伝
聞
』
が
成
立
す
る

た
め
に
は
カ
ン
ト
と
の
批
判
的
な
対
話
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
存
在
の
問
が
明
確
に
超
越
論
的
哲
学
と
し
て
の

骨
格
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
』
は
無
の
開
示
を
存
在
理
解
へ
と
有
機
的
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
じ
つ
は
『
存
在
と
時
間
』
は
、
存
在
の
問
を
上
述
の
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
捉
え
な
お
さ
れ
た
意
味
で
の
超
越
論
的
な
問

と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
途
上
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
無
の
問
は
存
在
の

問
が
ど
れ
ほ
ど
の
水
準
で
問
わ
れ
て
い
る
か
を
測
る
格
好
の
指
標
に
な
る
（
芝
筥
一
お
h
）
。
こ
の
指
標
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
超
越
論
的

哲
学
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
頂
点
は
、
し
ぼ
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
二
年
後
の
『
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

而
上
学
と
は
何
か
』
（
に
代
表
さ
れ
る
作
品
群
）
に
あ
る
の
で
あ
る
。

障
害
状
況
（
げ
『
Φ
餌
醤
島
O
♂
〈
昌
）
か
ら
の
存
在
論

九
九
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結

払fima

　
本
稿
の
課
題
は
、
『
存
在
と
時
間
』
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
思
想
に
お
い
て
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
（
存
在
者

と
の
関
わ
り
が
何
ら
か
の
意
味
で
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
事
態
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
第
～
節
に
お
い
て
、
私
は
『
存
在
と
時
問
譜
第
～
六
節
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
道
具
を
め
ぐ
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
、
存
在
（
こ

こ
で
は
手
許
性
）
に
つ
い
て
の
本
来
的
な
理
解
が
成
立
す
る
よ
う
な
範
例
的
な
場
面
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
解
釈
が
首
尾
一
貫
し
た
も
の
に
な
る
の
は
、
当
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
を
存
在
と
無
と
の
相
属
と
い
う
根
本
的
な
事
態
の
、
い
わ
ば

日
常
性
に
お
け
る
雛
型
と
し
て
理
解
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
た
。

　
続
く
第
二
節
に
お
い
て
、
私
は
『
存
在
と
時
間
嚇
第
四
〇
節
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
こ
の
著
作
全
体
の
主
題
で
あ
る
現
存
在
分
析
論

そ
の
も
の
が
、
死
の
不
安
と
い
う
現
存
在
に
と
っ
て
の
「
究
極
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
偏
（
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
）
に
依
拠
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
第
四
〇
節
の
議
論
は
第
一
六
節
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
の
取
り
扱
い
に
き
わ
め
て
正
確
に
対

応
し
て
お
り
、
第
一
六
節
の
議
論
を
め
ぐ
る
先
の
提
案
が
『
存
在
と
時
間
蝕
全
体
の
議
論
の
流
れ
に
照
ら
し
て
も
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
を

よ
く
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
考
察
を
　
般
化
す
る
な
ら
ぽ
、
以
上
の
結
論
は
存
在
認
識
、
と
り
わ
け
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
事
柄
に
関
わ
る
認
識
の
本
性
を
理
解
す
る
上
で

重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
一
切
の
積
極
的
な
も
の
は
と
り
わ
け
欠
如
的
な
も
の
の
方
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
提
案
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
も
の
が
つ
ね
に
そ
の
種
の
「
欠
如
的
な
も
の
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
属
す
る

存
在
の
規
定
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
対
比
に
お
い
て
分
節
・
形
成
さ
れ
る
も
の
ご
と
だ
け
が
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
存
在
認
識
の
本
来
の
主
題
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
私
は
第
三
節
に
お
い
て
、
『
存
在
と
時
間
隔
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
の
取
り
扱
い
が
、
存
在
と
無
と
の
尊
属
と
い



う
言
い
当
て
ら
れ
る
べ
き
事
柄
そ
の
も
の
に
照
ら
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
た
。
日
常
的
な
無
差
別
相
か
ら
出
発
す
る
と
い
う

『
存
在
と
時
間
』
の
方
針
は
、
そ
れ
な
り
の
動
機
と
正
当
性
を
有
し
て
は
い
る
が
、
ど
う
か
す
る
と
『
存
在
と
時
間
』
の
論
述
全
体
に
、

「
欠
如
的
な
も
の
」
へ
の
言
及
な
し
に
現
存
在
の
存
在
が
記
述
で
き
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
与
え
て
し
ま
う
。
手
許
性
の
記
述
に
し
て
も
、

道
具
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
が
道
具
の
存
在
に
あ
と
か
ら
生
じ
る
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
外
観
を
ま

と
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
『
存
在
と
時
間
』
以
後
、
あ
る
意
味
で
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
に
お
け
る
存
在
認
識
の
成
立
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
次

第
に
修
正
、
ま
た
は
克
服
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
方
向
性
は
『
存
在
と
時
間
』
以
後
、
一
九
二

〇
年
代
に
公
に
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
連
の
論
考
の
う
ち
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
死
や
無
の
よ
う
な
「
欠
如
的
な

も
の
」
は
、
存
在
認
識
一
般
の
可
能
性
の
制
約
に
は
じ
め
か
ら
関
わ
る
よ
う
な
仕
方
で
捉
え
な
お
さ
れ
る
。
こ
の
捉
え
な
お
し
を
通
過
し
て

は
じ
め
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
の
問
は
、
存
在
者
全
体
を
存
在
者
で
な
い
も
の
へ
と
超
え
出
る
超
越
論
的
な
問
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
は
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
は
「
存
在
と
無
と
の
相
属
扁
と
い
う
存
在
の
問
に
と
っ
て
核
心
的

な
事
態
の
一
つ
を
指
示
し
、
ま
た
そ
の
限
界
に
お
い
て
は
『
存
在
と
時
間
』
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
の
動
き
を
「
超
越
論
的
な
問
と
し
て

の
存
在
の
問
」
と
い
う
観
点
か
ら
照
ら
し
出
す
、
き
わ
め
て
射
程
の
長
い
論
点
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
私
が
『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
の
動
き
に
つ
い
て
与
え
た
概
観
（
第
三
節
b
項
）
は
、
き
わ
め
て
不
十

分
な
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
私
は
そ
こ
で
「
存
在
と
無
と
は
相
属
す
る
」
と
い
う
洞
察
を
、
「
存
在
は
時
間
か
ら
そ
の
意
味
を
受
け
取

る
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
も
う
一
つ
の
根
本
的
な
着
想
に
関
係
づ
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
は
、
存
在
を
時
間
へ
と
企
投
ず
る
こ
と
が
成
り
立
つ
た
め
の
可
能
性
の
制
約
に
死
が

関
わ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
講
義
は
一
こ
れ
ま
で
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
が
－
例
の
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
状
況
に
お
け

障
害
状
況
（
耳
＄
H
a
o
≦
巳
か
ら
の
存
在
論

一
〇
一
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一
〇
二

る
「
否
定
的
な
要
素
」
の
起
源
を
廿
里
性
の
う
ち
に
求
め
（
O
勺
魔
・
。
h
）
、
あ
の
コ
切
の
積
極
的
な
も
の
は
と
り
わ
け
欠
如
的
な
も
の
の
方

か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
考
察
の
指
針
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
妥
当
性
の
根
拠
を
「
時
間
性
の
本
質
と
、
下
問
性
に
根
ざ
す
否
定

（
窯
①
ひ
q
薮
8
）
の
本
質
と
の
う
ち
に
」
（
○
置
ω
り
）
濁
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
。

　
否
定
や
無
と
時
間
性
と
の
関
わ
り
は
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
他
の
諸
論
考
に
お
い
て
も
く
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
と

、
兄
ぽ
、
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
は
、
時
間
性
の
時
熟
（
N
①
三
ぴ
q
§
α
Q
）
に
お
い
て
成
り
立
つ
世
界
地
平
こ
そ
が
根
源
的
な
無
（
鼠
ぼ
｝

o
鼠
α
q
ぎ
践
圃
ニ
ヨ
）
で
あ
る
と
語
る
（
冨
㌧
r
H
、
N
圃
一
団
■
）
。
ま
た
、
一
九
二
九
年
の
公
刊
著
作
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
に
よ
れ
ば
、
一
般

に
存
在
者
を
出
会
わ
せ
る
た
め
に
は
総
じ
て
何
か
を
対
象
的
に
対
立
さ
せ
る
働
き
（
島
。
ω
O
Φ
α
q
⑦
器
8
冨
三
p
ω
ω
Φ
コ
く
露
…
）
が
必
要
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
現
存
在
が
自
ら
を
無
に
引
き
入
れ
る
こ
と
（
①
繭
玉
ω
凶
0
7
7
圃
コ
Φ
坤
口
げ
鋤
一
け
①
コ
凶
昌
片
効
ω
一
4
向
O
げ
叶
ω
）
で
あ
る
と
岡
時
に
、
純
粋
自
己
触
発
と
し
て

の
時
間
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
働
き
な
の
で
あ
る
（
渚
勺
ζ
『
・
。
し
。
。
り
h
）
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
存
在
と
無
」
と
い
う
洞
察
を
「
存
在
と
時
間
」
と
い
う
問
題
設
定
の
う
ち
に
有
機
的
に
組

み
入
れ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
試
み
の
多
く
が
断
片
的
な
記
述
や
た
ん
な
る
示
唆
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
の
動
き
を
、
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
よ
り
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
注

（
1
）
　
譲
呂
。
云
い
」
）
閂
・
⑦
覧
⊆
ρ
恥
§
～
畷
－
き
・
、
、
誌
－
馨
ミ
職
－
》
O
ミ
ミ
甲
N
§
ミ
隠
§
ミ
ミ
薦
ミ
、
砺
b
ご
馬
二
上
§
叙
§
§
魯
b
ご
詠
帖
§
卜
三
監
置
質
ぎ
鉱
渇
α
q
一

〇
鯵
ヨ
σ
ユ
創
σ
q
o
ζ
〉
一
6
ぴ
⑦
】
≦
一
6
℃
冨
ω
ω
b
O
O
ド
O
．
b
。
お
曜

（
2
）
　
き
ミ

（
3
）
§
猟
も
．
漣
①
曜

（
4
）
O
巴
写
δ
量
。
7
0
象
一
壼
雪
P
．
、
鎖
○
ご
。
α
q
ひ
q
興
多
く
9
誤
の
魯
9
ρ
α
舘
口
讐
量
霧
ぎ
縛
ミ
N
馬
ミ
§
籍
、
ゴ
『
≧
ぎ
。
ヨ
巴
Φ
0
9
暮
岡
辺
あ
圃
Φ
h
の
嵩



　
§
幽
○
艀
。
℃
α
ひ
q
ひ
q
δ
『
門
ぼ
ω
α
q
■
］
リ
ミ
ミ
馨
壕
ミ
誌
職
ミ
二
世
暮
職
笥
評
恥
き
さ
面
訴
ミ
Q
b
●
〉
二
ρ
頃
『
p
葺
く
注
冨
遊
蕩
ζ
巴
『
G
o
強
弓
冨
腰
窓
一
り
。
。
P
ψ
一
①
ド
’

（
5
）
　
こ
こ
で
言
う
環
境
、
ま
た
は
環
境
世
界
と
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
術
語
で
言
え
ば
世
界
内
部
の
存
在
者
（
ぎ
器
門
≦
魁
二
間
。
冨
ω
G
o
蝕
Φ
鵠
匹
①
ω
）
の
こ

　
と
で
あ
る
。
こ
の
講
義
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
だ
存
在
者
の
現
出
の
場
で
あ
る
世
界
（
芝
Φ
ε
と
、
そ
こ
で
現
出
す
る
存
在
者
の
総
体
で
あ

　
る
引
用
符
つ
き
の
「
世
界
」
（
》
芝
①
田
隈
）
と
の
区
別
（
①
㎝
）
を
明
確
に
行
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
世
界
は
出
会
わ
れ
方
（
私
書
込
み
で
考

　
え
ら
れ
た
存
在
者
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
の
存
在
性
格
が
世
界
性
（
ぐ
刈
Φ
一
け
嵩
0
ぽ
搾
Φ
凶
け
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
℃
O
N
b
。
ミ
ご
。

（
6
）
　
こ
れ
は
決
し
て
例
外
的
な
語
法
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、
存
在
者
の
存
在
に
形
式
的
に
言
及
す
る
場
面
に
さ
し
か
か

　
る
た
び
に
こ
の
語
（
目
前
性
、
目
前
に
あ
る
こ
と
）
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
一
九
二
四
年
冬
学
期
講
義
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
で
は
、

　
「
生
あ
る
も
の
が
真
に
目
前
に
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
か
」
と
い
う
趣
旨
の
問
が
く
り
返
し
提
起
さ
れ
る
。
「
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

　
ま
さ
に
生
あ
る
も
の
が
本
来
的
に
目
前
に
あ
る
こ
と
（
留
ω
皿
α
q
Φ
葺
一
一
〇
冨
く
。
皆
目
巳
窪
ω
鉱
雛
）
、
そ
の
現
前
性
で
あ
る
扁
（
℃
G
Q
嵩
①
）
。
ま
た
、
『
存
在
と
時

　
間
』
以
後
に
お
い
て
も
、
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
に
は
「
自
然
が
事
実
的
に
目
前
に
あ
る
こ
と
（
匹
田
ω
上
高
閤
け
一
ω
O
げ
①
＜
O
鴨
げ
P
欝
α
①
一
μ
ω
①
同
昌
）
」
（
竃
》
口
8
）

　
と
い
う
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
自
然
は
翌
年
の
講
演
『
形
而
上
学
と
は
何
か
隠
に
お
け
る
存
在
者
全
体
（
ω
①
同
Φ
昌
伍
Φ
ω
　
凶
B
　
∩
｝
鋤
コ
N
①
づ
）

　
に
相
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
典
型
的
に
は
自
然
科
学
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
た
ん
な
る
事
物
の
総
体
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

（
7
）
　
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
イ
デ
ア
化
の
手
続
き
は
「
そ
の
何
で
あ
る
か
（
芝
鋤
ω
）
が
ま
さ
に
存
在
す
る
こ
と
（
N
二
ω
Φ
ヨ
）
で
あ
っ
て

　
そ
れ
以
外
で
は
な
い
よ
う
な
」
（
℃
O
N
一
器
）
存
在
者
に
は
通
用
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
イ
デ
ア
化
が
通
用
し
な
い
存
在
者
と
は
現
存
在
の
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。

（
8
）
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
四
年
冬
学
期
講
義
で
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
存
在
の
意
味
は
「
作
る
（
噂
。
一
Φ
営
と
、
つ
ま
り
「
存
在
し
な
い
も
の
を
存

在
へ
と
も
た
ら
す
（
農
①
官
Φ
凶
ω
o
鼠
9
。
昌
）
」
（
§
霊
讐
o
P
の
愚
ミ
的
虜
”
さ
。
一
㊤
び
恥
ω
ρ
）
と
い
う
ふ
る
ま
い
と
相
関
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
を
示

　
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
存
在
（
o
¢
ω
一
鋤
）
へ
と
も
た
ら
す
」
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
さ
ら
に
i
o
諺
冨
の
日
常
的
な
語
義
（
所
有
物
・
財
産
な
ど
）

　
を
参
照
し
な
が
ら
　
　
「
日
常
的
な
生
の
た
め
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
（
冒
臼
Φ
＜
臼
霊
α
q
σ
豊
《
①
評
ω
け
巴
①
巳
」
（
勺
ω
b
。
①
り
）
と
も
雪
口
い
換
え
て
い
る
。
そ

　
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
「
存
在
す
る
（
ω
Φ
ぎ
）
と
は
使
え
る
こ
と
（
N
霞
－
く
興
塗
ひ
q
毒
α
q
－
ω
8
び
①
づ
）
を
意
味
す
る
」

　
（
勺
ω
卜
。
ざ
）
の
で
あ
る
。

　
　
プ
ラ
ト
ン
解
釈
の
枠
内
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
議
論
は
、
使
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
（
な
い
こ
と
と
対
比
さ
れ
た
意
味
で
の
）
あ
る
こ
と
そ

　
の
こ
と
の
規
定
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、
存
在
し
な
い
も
の
を
「
存
在
へ
と
も
た
ら
す
」
こ
と
と
、
そ
の
存
在
し

障
害
状
況
（
再
紹
犀
創
。
≦
跡
）
か
ら
の
存
在
論

一
〇
三
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な
い
も
の
を
「
使
え
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
と
が
、
同
一
の
事
柄
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
9
）
　
具
体
的
に
何
を
す
る
か
が
規
定
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
存
在
者
に
面
し
て
た
だ
何
か
を
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
へ
と
促
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
む
し

　
ろ
、
本
質
的
に
つ
ね
に
そ
の
よ
う
な
促
し
に
さ
ら
さ
れ
た
存
在
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
そ
の
つ
ど
の
場
面
に
お
い
て
個
々
具
体
的
に
す
る
べ
き

　
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
退
屈
な
気
分
に
襲
わ
れ
る
と
き
、
私
た
ち
を
い
ら
だ

　
た
せ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
健
し
で
あ
る
。
ま
た
、
後
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
仕
事
熱
心
な
人
が
退
職
後
に
鰐
に
陥
る
と
い
っ
た
精
神
病
理
学
的

　
な
現
象
の
う
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
促
し
が
そ
れ
自
体
で
際
立
っ
て
く
る
あ
り
さ
ま
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
病
態
に
陥
る
人
は
、
具
体
的
に

何
を
す
る
か
に
つ
い
て
の
～
切
の
規
定
を
奮
わ
れ
た
ま
ま
、
た
だ
何
か
を
す
る
と
い
う
要
求
だ
け
を
過
剰
に
被
り
、
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る

　
（
N
G
っ
一
〇
。
刈
）
。

　
　
ち
な
み
に
、
こ
の
促
し
の
無
規
定
性
（
⊆
旨
。
ω
回
田
ヨ
簿
虫
け
）
が
覚
悟
性
（
野
ρ
房
〇
三
〇
ω
ω
o
魯
Φ
詫
）
の
そ
れ
（
N
㊤
。
。
）
に
、
た
と
え
同
一
で
は
な
い
と
し

　
て
も
密
接
に
関
わ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
こ
こ
で
は
頽
落
（
く
Φ
臥
鋤
＝
Φ
鵠
）
の
問
題
は
考
慮
に
入
れ
な
い
。
Q
一
N
ω
一
。
。
O
）
。
ま
た
、
そ
れ
は
人
間
が

　
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
当
為
（
ω
o
＝
窪
）
に
関
心
を
も
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
本
質
的
に
属
す
る
よ
う
な
無
規
定
性
で
も
あ
る
。
「
何
を
す

　
る
べ
き
か
扁
と
問
う
者
は
、
自
分
が
つ
ね
に
「
何
を
す
る
べ
き
な
の
か
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
未
だ
無
規
定
な
要
求
を
未
だ
満
た
し
て
い
な
い
こ
と

　
（
Z
o
o
｝
ゴ
三
〇
算
。
ヨ
。
。
。
。
。
巴
ぴ
ω
θ
箒
o
o
げ
≡
き
㊦
ω
凱
ヨ
ヨ
帯
コ
じ
弓
「
h
艶
δ
諺
）
」
（
同
ハ
℃
ζ
ひ
。
峯
）
を
知
っ
て
い
る
（
こ
れ
が
噸
存
在
と
時
間
舳
で
言
う
と
こ
ろ
の
責

　
め
（
ω
o
げ
湊
山
）
で
あ
ろ
う
）
。
紙
帳
の
都
合
上
、
く
わ
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
論
点
へ
の
通
路
を
提
供
し
う
る
と
こ
ろ
に
も
、

　
ブ
レ
イ
ク
ダ
ウ
ン
問
題
が
蔵
す
る
長
大
な
射
程
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
0
）
　
こ
の
単
純
化
の
意
味
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
蛇
身
が
こ
の
よ
う
に
明
確
に
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仮
に
こ
の
解
釈
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

　
以
下
の
私
の
議
論
の
妥
当
性
に
は
全
く
影
響
し
な
い
と
思
う
。
な
お
、
㎎
存
在
と
時
間
婦
で
は
「
そ
れ
に
面
し
て
…
…
」
と
門
そ
れ
の
た
め
に
…
…
」
だ

　
け
で
な
く
、
「
不
安
に
な
る
こ
と
そ
の
こ
と
（
量
ω
望
畠
警
シ
q
馨
①
雛
ω
㊦
一
σ
巴
」
も
世
界
内
存
在
の
～
様
態
と
し
て
他
の
二
要
素
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
指

　
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
掃
。
。
。
。
）
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

（
1
1
）
　
「
そ
れ
に
面
し
て
…
…
駄
と
「
そ
れ
の
た
め
に
…
…
」
の
一
致
と
い
う
論
点
は
、
職
存
在
と
時
間
㎞
の
後
半
に
お
け
る
良
心
（
○
①
≦
δ
。
。
魯
）
の
分
析

　
に
も
形
を
変
え
て
登
場
す
る
。
良
心
の
呼
び
声
に
お
い
て
は
呼
び
返
し
先
と
呼
び
出
し
先
が
同
じ
現
存
在
で
あ
る
と
い
う
論
点
が
そ
れ
で
あ
る
（
鱒
。
。
O
）
。

　
な
お
、
良
心
現
象
が
現
存
在
分
析
論
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
存
在
認
識
と
良
心
…
ハ
イ
デ
ガ
…
『
存
在
と
時
間
㎞
に
お
け
る
良

　
心
論
」
（
窟
都
宗
教
哲
学
会
編
『
宗
教
哲
学
研
究
㎞
　
一
八
号
、
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
三
三
－
四
八
頁
）
を
参
照
。



（
1
2
）
　
こ
の
．
．
N
『
ω
9
眺
、
が
「
関
わ
る
存
在
」
な
ど
で
は
な
く
、
た
ん
に
「
存
在
す
る
こ
と
偏
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
Φ
ω
ω
Φ
簿
冨
と
①
×
圃
ω
8
簿
冨
を
対
立

　
さ
せ
る
後
続
の
文
脈
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
後
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
よ
る
注
記
も
、
「
…
…
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
当
為
や

　
負
荷
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
調
し
た
点
を
除
け
ば
、
こ
の
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
（
お
”
菊
動
巳
び
Φ
ヨ
Φ
二
藍
ひ
q
び
）
。
さ
ら
に
本
稿
の
注
（
7
）
を
も
参
照
。

　
　
ち
な
み
に
、
『
存
在
と
時
間
臨
の
二
つ
の
英
語
訳
は
、
こ
の
．
．
N
『
ω
Φ
冒
、
．
を
い
ず
れ
も
．
、
8
σ
①
、
、
と
訳
し
て
い
る
。
切
魁
謹
§
気
§
§
魯
q
き
ω
。
薯
』
．

　
竃
8
爵
匿
冨
俸
¢
閥
。
げ
『
ω
8
”
○
×
断
。
乙
　
じ
d
一
8
詳
≦
①
H
一
讐
一
8
。
。
（
｛
凶
噌
ω
け
　
㊦
α
一
け
一
〇
部
　
一
〇
①
N
）
”
℃
．
①
ご
b
口
竃
鑓
§
叙
§
ミ
郵
け
錘
づ
ω
．
9
一
●
ω
3
繋
げ
翌
α
q
貫

　
》
一
σ
餌
昌
讐
ω
β
8
d
急
く
Φ
諺
剛
け
《
o
h
Z
Φ
≦
鴫
。
碑
℃
話
ω
ρ
一
8
①
，
P
。
。
㊤
．

（
1
3
）
　
厳
密
に
は
、
現
存
在
と
他
の
存
在
者
と
で
は
存
在
と
無
と
の
関
お
り
方
に
違
い
が
あ
る
。
前
者
は
相
属
、
つ
ま
り
存
在
と
無
と
の
取
り
集
め
そ
の
も

　
の
を
自
ら
の
存
在
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
開
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
そ
も
そ
も
無
で
あ
る
が
、
後
者
は
現
存
在
の
実
存
に
よ
っ
て
相
属
の
場
を
与
え
ら
れ
な

　
く
て
も
、
そ
の
存
在
に
お
い
て
開
示
（
発
見
）
さ
れ
な
い
だ
け
で
、
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
§
℃
H
内
一
㊤
）
。

（
1
4
）
　
既
在
性
（
○
Φ
≦
①
ω
Φ
P
げ
鉱
叶
）
や
現
在
（
○
①
ひ
q
Φ
昌
≦
m
詳
）
に
つ
い
て
は
○
℃
G
。
誤
h
h
を
参
照
。

（
1
5
）
　
こ
れ
ほ
ど
極
端
で
は
な
く
て
も
、
『
存
在
と
蒋
間
廓
の
前
半
と
後
半
の
間
に
何
ら
か
の
断
絶
を
見
る
解
釈
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
以
前
に
も
存
在
し
た
。

　
た
と
え
ぽ
、
木
田
元
『
現
象
学
』
（
岩
波
書
店
、
｝
九
八
五
年
）
九
【
一
九
二
頁
を
参
照
。

（
1
6
）
　
細
川
亮
一
は
、
こ
の
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
に
お
け
る
時
間
の
有
限
性
は
、
『
存
在
と
時
間
輪
で
死
と
の
連
関
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
暗
間
性
の

　
有
限
性
（
。
。
b
。
窯
ご
と
は
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
細
川
亮
｝
『
意
味
・
真
理
・
場
所
』
解
文
社
、
一
九
九
二
年
、
二
七
三
頁
）
。

　
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
同
じ
講
義
で
時
間
の
有
限
性
と
死
と
の
連
関
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
以
上
、
両
者
が
無
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

　
い
。

（
1
7
）
　
こ
こ
で
私
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
講
演
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
（
芝
ヨ
H
O
。
。
－
時
邸
）
と
と
も
に
『
道
標
』
（
妻
ヨ
）
に
収
録
さ
れ
た
論
文

　
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
隠
（
芝
ヨ
お
ω
山
上
）
と
、
単
独
の
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
（
閑
℃
竃
）
で
あ
る
（
い
ず
れ
も

　
公
に
さ
れ
た
の
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
）
。

（
！
8
）
　
存
在
と
無
と
の
相
属
と
い
う
事
態
と
時
間
性
と
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
有
力
な
試
み
と
し
て
は
、
仲
原
専
門
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
お
け
る
存
在

　
と
無
の
同
一
性
」
（
京
都
宗
教
哲
学
会
編
『
宗
教
哲
学
研
究
聴
一
二
号
、
北
斗
出
版
、
一
九
九
五
年
、
四
〇
一
五
六
頁
）
が
あ
る
。

障
害
状
況
（
σ
『
①
鋤
匿
α
O
≦
旨
）
か
ら
の
存
在
論

一
〇
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
九
号

一
〇
六

　
　
　
文
献
・
そ
の
他

　
使
用
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
文
献
と
、
そ
の
略
号
は
以
下
の
通
り
（
O
p
目
O
塁
§
蕊
ミ
月
奏
魅
魯
「
憎
O
郎
一
鼠
鎧
答
鋤
ヨ
聞
く
【
巴
⇒
”
＜
沖
8
臨
O
｝
資
O
ω
酔
Φ
吋
ヨ
9
ゆ
ヨ
μ
り
H
㊤
刈
α
1
）
。

な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
原
文
に
お
け
る
強
調
は
全
て
省
略
し
た
。

i○
℃

駁
霊
≦

い
司
芝

窯
》
び

○
属
司

℃
O
N

国
訳

勺
ω

乏
ヨ

N
ω

の
職
蕊
嚇
§
職
讐
豊
瞬
メ
〉
慧
r
↓
蝶
げ
貯
α
q
①
ジ
お
㊤
G
。
．
（
略
号
は
用
い
な
か
っ
た
）

O
§
§
§
き
ミ
軸
§
軽
職
ミ
、
ぎ
ミ
8
ミ
免
嵩
ミ
亮
蜀
O
p
じ
ご
儀
幽
b
。
♪
一
ミ
9

諮
謎
妹
ミ
～
犠
§
、
き
ミ
ミ
嵩
叙
Q
埴
、
さ
§
書
隷
”
○
鋤
．
じ
d
9
ω
讐
同
Φ
㊤
日

卜
薦
き
．
b
紺
き
誌
Q
謎
ミ
》
§
、
、
罫
ミ
忌
竃
き
O
P
⇔
ご
9
卜
。
ど
一
〇
蕊
．

ミ
§
曹
冴
審
鴨
寓
爵
壽
夏
篭
き
職
Q
職
驚
｝
、
卜
武
野
鳥
ミ
ト
国
悉
夕
霧
ミ
蕊
卜
竃
ミ
N
締
”
○
費
。
ご
阜
b
O
g
N
■
｝
ρ
銭
。
”
一
8
0
噸

O
ミ
ミ
薦
鳶
（
ミ
憶
ミ
ミ
幅
ミ
賎
馬
隷
職
ミ
、
建
ミ
蹄
蟄
ミ
γ
○
鉾
¢
d
傘
①
○
。
噛
μ
㊤
○
◎
○
。
■

、
ミ
、
§
ミ
ミ
ミ
N
ミ
、
0
8
ら
ミ
ら
ミ
Q
織
題
浴
凡
導
麸
M
§
博
○
斜
じ
d
α
．
笛
ρ
目
零
P

ミ
ミ
嵩
。
ミ
恥
蕊
ミ
麸
釣
審
Q
守
篭
ミ
§
爲
ミ
篭
。
蕊
ミ
嵩
き
鳶
㌃
N
（
鳩
盛
簿
気
ミ
誌
疑
ミ
嵩
壽
こ
ミ
ミ
樋
O
p
じ
d
侮
卜
。
伊
ω
・
〉
煽
⇒
”
一
り
Φ
朝
■

℃
～
ミ
ミ
N
㌦
物
ミ
V
ミ
笥
Q
3
0
9
■
切
α
。
｝
P
屑
円
塾
2
三
焦
二
喬
餌
ヨ
鼠
蝕
ジ
一
㊤
㊤
u
Ω
。

葺
ミ
§
寿
帖
斜
○
騨
b
σ
ρ
P
男
憎
鋤
包
瓢
≡
，
け
鍵
5
ζ
巴
戸
一
㊤
刈
①
◆

§
畿
簿
。
鳶
ミ
、
留
ミ
§
§
怠
ぼ
．
ω
磯
・
く
。
コ
H
≦
①
創
p
尻
窪
b
ご
O
ω
ρ
b
。
甲
》
薮
冒
讐
男
鑓
三
焦
蕪
，
肯
p
⇒
ヨ
鼠
臥
同
ピ
一
〇
㊤
蒔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ま
つ
も
と
・
な
お
き
　
大
阪
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
／
宗
教
学
）



mativity　of　hypothetical　imperative　is　inextricable　form　the　binding　force　of

categorical　imperative，　and　therefore　we　must　presuppose　the　existence　of　categor－

ical　imperative　if　we　are　to　comprehend　the　normative　status　that　hypothetical

imperative　exerts　on　us，　which　point　both　defenders　and　critics　of　Kant　have　been

failing　to　take　into　account．

　　　　　　　　“Breakdown　Condition”

vom　Zusammenhang　zwischeR　Sein　uRd　Nichts
　　　　　　　in　M．　Heideggers　Sein　ttnd　Zeit

　　　　　　　　　　　　　　　　　VOI・l

　　　　　　　　Naoki　MATsuiv｛oTO

　　　　　　　　　Dozent　fur　Philosophie

an　der　Osaka　University　of　Foreign　Studies

　　In　Sein　und　Zeit　ana｝ysiert　Heidegger　die　Situation，　in　der　das　uns　zunachst

stehende　Seiende，　d．　h．　das　Zeug　den　Dienst　versagt，　die　englischsprachige　Forscher

oft　“breakdown　（＝＝Zusammenbruch）　condition”　nennen．　Heidegger　behauptet，

am　in　einer　solchen　Situation　unverwendbar　gewordenen　Zeug　trete　die　Zeug－

haftigkeit　des　Zeugs，　d．　h．　die　Zuhandenheit　in　den　Hintergrund，　und　statt　dieser

1〈omme　die　pure　“Vorhandenheit　des　Zuhandenen”　zum　Vorschein．

　　Diese　eigenttimliche　Vorhandenheit　wird　meist　interpretiert　als　die　Zwischen－

stufe　der　Modifikation　von　der　Zuhandenheit　zu　derienigen　puren　Vorhandenheit，

die　sich　typischerweise　im　nur　hinsehenden　“theoretischen”　Verhalten　des　Daseins

zeigt．　Dagegen　schlage　ich　in　diesem　Aufsatz　eine　andere　lnterpretation　vor：

namlich　daB　diese　Vorhandenheit　die　ausdrttcl〈lich　gesehene　Zuhandenheit　selbst

ist．　Nach　dieser　lnterpretation　soll　die　“condition”　als　diejenige　verstanden　werden，

in　der　sich　die　ontologische　Erkenntnis　Uber　die　Zuhandenheit　als　solche　kon－

stitulert．

　　Diese　interpretation　wird　vom　ganzen　DenkprozeB　der　Daseinsanalytik　selbst　in

Sein　und　Zeit，　vor　allem　aber　durch　die　Analyse　des　Phanomens　der　Angst

bestatigt．　ln　der　Angst　als　Todesangst　wird　das　Dasein　vor　sein　eigenes　Nichts

gebracht　und　in　seiner　eigentlichen　Seinsart　erschlossen．　lm　Hintergrund　dieses

Befundes　steht　die　Grundeinsicht　Heideggers，　daB　nur　im　Zusamrnenhang　mit　dem

Nichts　so　etwas　wie　Sein　ttberhaupt　versttindlich　werden　kann，　d．　h．　daB　Sein　und

Nichts　zusammengehdren．　Dann　mu3　auch　die　“Vorhandenheit　des　Zuhandenen”

4



als　das　im　Bereich　des　alltaglichen　Besorgens　eigentlich　vom　Nichts　her　（d．　h．　hier

von　der　Unzuhandenheit　her）　verstandene　Sein　（d．　h．　als　Zuhandenheit）　iRter－

pretiert　werden．

　　Ich　versuche　aber　auch　zu　zeigen，　daB　Heidegger　in　Sein　und　Zeit　die　besagte

Einsicht　nicht　hinreichend　entwickelt．　Das　bedeutet，　daB　Heidegger，　insofern　das

Sichbringen　vor　das　Nichts　nichts　anderes　ist　als　das　Transzendieren　des　Seienden，

seine　eigene　Seinsfrage　noch　nicht　一　wie　in　der　sp2teren　Periode　一　als　die　“transzen－

dentale”　festlegen　kann．　Hier　liegt　der　Grund　dafUr，　daB　die　vielen　lnterpreten　die

“breakdown　condition”　miBverstehen　als　diejenige　“condition”，　in　der　sich　das

abkUnftige　Verstehen　der　puren　Vorhandenheit　1〈onstituiert，　und　daB　in　gewisser

Weise　die　Problematik　der　“breakdown　condition”　von　geidegger　selbst　ttberwun－

den　wird．

5


