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序本
稿
で
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
お
け
る
「
適
用A

nw
endung/

A
pplikation

」
概
念
に
つ
い
て
、
主
著
『
真
理
と
方
法
』（
1
）、
W
M

以
前
に
書
か
れ
た
論
文
、
ま
た
W
M
刊
行
直
後
に
書
か
れ
た
論
文
の
記

述
を
用
い
て
分
析
を
行
う
。
後
者
二
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文

を
本
稿
で
用
い
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
読
解
や
、
哲
学
に
お
け
る
倫
理
学
の
位
置
付
け
の
解
釈

に
大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。「
適
用
」
概
念
の
概
説

に
沿
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ト
ピ
ッ
ク
と
「
適
用
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
も

説
明
を
行
う
。
こ
の
説
明
の
際
、
中
心
的
な
仕
方
で
現
れ
る
の
は
ガ
ダ

マ
ー
の
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
スφρόνησις

」
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
概
念
と
彼

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
読
解
に
お
け
る
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

Phronēsis

」
が
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
お

い
て
も
度
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
（M

arafioti, 2022. 

巻
田
、2004

年
。）

が
、
本
稿
で
は
「
適
用
」
と
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
の
関
係
を
追
っ
て
い

く
こ
と
で
、「
適
用
」
概
念
の
由
来
、
そ
し
て
W
M
以
降
の
こ
の
概
念

の
強
調
点
を
そ
れ
ぞ
れ
見
出
す
こ
と
を
企
図
す
る
。

W
M
に
お
い
て
、「
適
用
」
は
第
二
部
「
精
神
諸
科
学
に
お
け
る
理

解
へ
の
、
真
理
へ
の
問
い
の
拡
張
」
の
第
二
章
「
解
釈
学
的
経
験
の
一

理
論
の
根
本
的
諸
特
性
」
の
第
二
節
「
解
釈
学
の
根
本
問
題
の
取
り
返

し
」
の
a
項
「
適
用
と
い
う
解
釈
学
的
問
題
」
に
お
い
て
、
主
題
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
。
項
題
の
通
り
、
ガ
ダ
マ
ー
は
「
適
用
」
を
解
釈
学

の
根
本
問
題
に
お
け
る
鍵
概
念
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
項
の
冒

頭
に
お
い
て
、
聖
書
解
釈
の
文
脈
か
ら
導
入
さ
れ
る
の
が
、「〔
…
〕
理

解
に
お
い
て
は
常
に
、
理
解
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
、
解
釈
者
の
現
在
の

状
況
へ
の
適
用
が
起
こ
る
」（W

M
. 313

）
と
い
う
、「
適
用
」
の
特
徴

づ
け
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
お
い
て
は
、解
釈
者
自
身
の「
先

入
見Vorurteil
」
の
形
成
す
る
「
地
平H

orizont

」
を
起
点
と
し
た
、

自
身
の
地
平
の
揺
れ
動
か
さ
れ
と
い
う
運
動
で
も
っ
て
進
む
も
の
と
し

下　

山　

千　

遥

ガ
ダ
マ
ー
に
お
け
る〈
適
用
―
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
〉の
関
係
性

―
―
『
真
理
と
方
法
』
前
後
と
の
比
較
を
通
じ
て
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て
理
解
現
象
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
テ
ク
ス
ト
が
示
そ

う
と
し
て
い
る
、
あ
る
種
„
普
遍
的
“
な
「
事
柄Sache

」
へ
と
至
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
進
む
現
象
で
あ
る
と
も
表
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
の

「
適
用
」
が
解
釈
学
に
お
い
て
本
質
的
契
機
と
み
な
さ
れ
る
。

W
M
で
の
文
脈
を
み
る
と
、
第
二
章
「
解
釈
学
的
経
験
の
一
理
論
の

根
本
的
諸
特
性
」
の
前
節
で
最
後
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
作
用
史

W
irkungsgeschchite

」
で
あ
る
。（V

gl. W
M

. 305 ff.

）「
作
用
史
」
と

は
、
あ
り
て
い
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
平
が
編
ま
れ

て
い
る
が
た
め
に
理
解
現
象
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
歴
史
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
理
解
に
お
け
る
作
用
史
の
効
用
、
そ
の
問
題
点
へ
の
考
察

か
ら
、
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
筋
書
き

と
な
っ
て
い
る
。
前
者
を
よ
り
詳
述
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、「
先
入
見
」、
お
よ
び
「
地
平
」
は
歴
史
の
影
響
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
理
解
を
正
し
く
遂
行
す
る
た
め

の
妨
げ
と
な
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
理
解
の
本
質
的
部
分
を
形
成
し
て

い
る
。「
地
平
」
が
理
解
の
起
点
と
な
る
の
は
、ま
さ
に
「
地
平
」
が
「
伝

統
／
伝
承Tradition/Ü

berlieferung

」
と
い
う
形
で
の
歴
史
に
よ
っ
て

満
た
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。（V

gl. W
M

. 302

）
そ
の
一
方
で
、

「
先
入
見
」
が
正
し
い
理
解
へ
と
進
み
、
誤
っ
た
理
解
か
ら
修
正
さ
れ

る
た
め
に
、
常
に
「
問
いFrage

」
を
投
げ
ら
れ
か
け
ら
れ
、
試
さ
れ

る
も
の
と
し
て
「
先
入
見
」
を
位
置
付
け
る
と
い
う
態
度
が
解
釈
者
に

は
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
ガ
ダ
マ
ー
は
主
張
す
る
。（V

gl. W
M

. 304

）

よ
っ
て
、
理
解
に
際
し
先
入
見
は
テ
ク
ス
ト
へ
と
「
企
投Entw

urf

」

（
2
）さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
理

解
現
象
を
表
す
「
地
平
融
合H

orizontverschm
elzung

」
と
い
う
語
を

用
い
て
以
下
の
よ
う
な
論
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

歴
史
的
地
平
と
い
う
企
投Entw

urf

は
、
た
だ
理
解
遂
行
の
段
階

的
契
機
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
過
去
の
意
識
に
お
け
る
自
己
疎

外
へ
と
硬
化
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
企
投
が
現

在
に
固
有
の
理
解
の
地
平
へ
と
取
り
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
理
解
の
遂
行
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
地
平
の
企
投
と
同

時
に
、
そ
の
企
投
を
廃
棄
す
る
と
い
う
、
ほ
ん
と
う
の
地
平
融
合

が
起
こ
る
の
で
あ
る
。（W

M
. 312

）

「
先
入
見
」
を
起
点
と
し
た
理
解
の
運
動
は
、テ
ク
ス
ト
へ
の
「
企
投
」

を
繰
り
返
し
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
現
在
に
固
有
の
理
解
の
地
平
へ

と
取
り
返
さ
れ
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
作
用
史
に
影
響
さ
れ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
解
釈
者
は
た
だ
「
伝
統
／
伝
承
」
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ

れ
た
構
成
物
で
は
な
く
、
現
在
を
生
き
、
現
在
の
地
平
を
も
つ
者
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
理
解
と
は
、
こ
の
現
在
の
自
分
の
具
体
的
状
況
へ
の
「
適
用
」

が
本
質
的
に
関
わ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、

W
M
で
は
現
在
を
生
き
る
解
釈
者
に
よ
る
、
自
己
に
向
け
て
の
解
釈
対

象
の
「
適
用
」
の
問
題
へ
と
、
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
が
遷
移
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
一
九
三
〇
年
時
点
で
の
ガ
ダ

マ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を
、
特
に
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
解
釈
に
着

目
し
な
が
ら
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
適
用
」
概
念
の
萌
芽
が
こ

の
時
点
で
の
ガ
ダ
マ
ー
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
理
解
か
ら
見
出
せ
る
こ
と
と
、

W
M
で
の
「
適
用
」
―
―
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
解
釈
と
の
間
に
あ
る
差

異
が
見
出
せ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
に
第
二
節
に
お
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い
て
、
W
M
出
版
直
後
、
一
九
六
三
年
に
お
け
る
ガ
ダ
マ
ー
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
解
釈
を
取
り
上
げ
、
W
M
時
点
で
は
「
適
用
」
を
正
当
な
も

の
と
す
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
「
自
然
法N

aturrechts

」
の

取
り
扱
わ
れ
方
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
ガ
ダ
マ
ー
が

「
適
用
」
に
対
し
正
当
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
い
か
な
る
点
を
注
視

し
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
く
。

1
．
W
M
以
前
：「
適
用
」
概
念
形
成
の
萌
芽

本
節
で
は
、ガ
ダ
マ
ー
が
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を
行
っ

た
「
実
践
的
知
」（1930

）
の
読
解
を
通
し
て
、「
適
用
」
概
念
の
萌
芽

を
こ
こ
に
お
い
て
見
出
す
。
こ
の
際
着
目
さ
れ
る
の
が
、
前
述
の
「
フ

ロ
ネ
ー
シ
ス
」
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
差
異
と
し
て
ガ
ダ
マ
ー
が
強
調
す

る
の
が
、
理
論
的
知
の
有
効
範
囲
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
を
な
ぞ

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。（V

gl. G
W

. 239 ff.

）
プ
ラ

ト
ン
に
と
っ
て
、
理
論
家
と
し
て
の
哲
学
者
と
、
実
践
者
と
し
て
の
政

治
家
が
目
指
す
知
は
同
一
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
区
別
が
な
い
。
一
方
で

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
理
論
的
知
と
実
践
的
知
を
区
別
す
る
が
、
そ
の

意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
哲
学
と
政
治
の
結
び
つ
き
を
否
定
し
た
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
彼
は
個
々
の
魂
の
生
か
ら
、
既

知
の
も
の
の
哲
学
的
一
般
性
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
の
可
能
性
を
現
実
化
し

た
の
で
あ
る
。〔
…
〕
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
論
が
存
在
し
得
な
い
と
こ

ろ
の
、
個
別
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
自
体
に
対
す
る
知ein für  sich W

is-
sen

が
あ
る
か
ら
で
な
く
、
あ
る
理
論
、
す
な
わ
ち
全
て
に
対
す
る
知

ein  Für-alle-W
issen

が
あ
る
か
ら
、
全
て
に
対
す
る
知
と
そ
れ
自
体

に
対
す
る
知
の
差
異
が
現
れ
出
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼

は
ソ
フ
ィ
ア
と
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
を
区
別
す
る
」。 （ G

W
5. 240

）
つ
ま
り
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
個
々
の
生
が
各
々
の
具
体
的
場
に
お
い

て
、
個
別
的
な
も
の
に
対
し
て
も
つ
そ
れ
自
体
の
知
は
、
独
立
自
立
し

た
存
在
と
し
て
で
な
く
、
哲
学
的
な
意
味
で
一
般
と
い
う
語
が
付
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
普
遍
に
対
し
向
け
ら
れ
た
知
に
相
対
す

る
も
の
と
し
て
、
そ
の
位
置
を
与
え
ら
れ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
の
よ
う

に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
示
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
知
の
位
置
付
け
、

関
連
づ
け
を
解
釈
し
て
い
く
。

こ
こ
で
示
さ
れ
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
と
結
び
付
け
ら
れ
た
「
そ
れ
自
体

に
対
す
る
知
」
が
、
こ
の
の
ち
に
概
念
化
さ
れ
（ Für-sich-W

issen

）

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。（G

W
5. 241 ff.

）（
3
）こ
の
よ
う
な
知
の

特
殊
性
は
、
以
下
の
よ
う
な
仕
方
で
表
さ
れ
る
。

有
用
な
も
の
に
つ
い
て
の
実
践
的
吟
味
は
、
常
に
確
た
る
も
の
へ

の
理
論
的
確
定
と
は
異
な
る
思
索
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、

人
間
的
実
存
が
あ
る
思
索
の
可
能
性
あ
る
い
は
他
の
思
索
の
そ
の

可
能
性
を
形
成
し
よ
う
と
努
め
る
と
き
に
、
そ
の
実
存
が
そ
の
つ

ど
別
の
も
の
へ
と
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
自

明
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
相
違
で
な
く
、

む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
的
な
無
差
別
が
そ
の
解
明
を
必
要
と
す
る
。
上

で
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
的
ア
ガ
ト
ン
の
普
遍
的
意
味
で
の

こ
う
し
た
無
差
別
が
客
観
的
に
表
さ
れ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は

こ
の
こ
と
は
以
下
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
実
践
的
知
は

イ
デ
ア
論
に
お
い
て
解
釈
を
何
か
し
ら
に
変
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
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そ
う
で
は
な
く
て
、
イ
デ
ア
論
、
す
な
わ
ち
常
に
存
在
す
る
も
の

の
知
が
、
実
践
的
知
に
つ
い
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
や
り
方
で
、
自

身
の
周
り
の
人
間
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
知
へ
と
沈
み
込
む
の
で

あ
る
。
普
遍
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
独
自
の
学
と
し
て
の
理
論
哲

学
の
イ
デ
ア
を
も
っ
て
は
じ
め
て
、
実
践
的
知
は
そ
の
独
特
の
仕

方
で
概
念
化
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（G
W
5. 240

）

ガ
ダ
マ
ー
が
「
実
践
的
知
」
を
「
そ
れ
自
体
に
対
す
る
知
」
と
し
て

捉
え
、
こ
れ
が
全
て
に
対
す
る
知
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

こ
こ
に
お
い
て
、
人
間
的
実
存
、
す
な
わ
ち
個
別
的
で
有
限
な
人
間
と

そ
の
知
が
出
会
う
と
き
に
、
出
会
っ
た
そ
の
当
の
人
間
に
は
別
の
も
の

へ
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

W
M
に
透
か
し
合
わ
せ
る
と
、
常
に
「
問
い
」
を
投
げ
か
け
ら
れ
試
さ

れ
る
も
の
と
し
て
の
「
先
入
見
」、
そ
し
て
個
別
具
体
的
状
況
に
立
た

さ
れ
た
解
釈
者
が
理
解
に
際
し
て
行
う
「
適
用
」
の
特
徴
の
前
兆
を
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
上
の
引
用
で
の
記
述
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、「
実
践
的
知
」
論
文
の
段
階
で
は
あ
く
ま
で
、
全
て
に
対

す
る
知
で
あ
る
理
論
的
知
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
れ
が
基
礎
付
け
ら
れ
て

い
る
と
、
ガ
ダ
マ
ー
が
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
後
述
す
る
が
、

「
実
践
的
知
」
論
文
で
の
こ
の
よ
う
な
特
殊
と
普
遍
の
関
係
に
対
す
る

解
釈
は
、
W
M
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
続
け
て
テ
ク
ネ
ー
と
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
関
係
が
こ
こ
で
は
語

ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。

こ
の
分
析
は
ソ
フ
ィ
ア
の
理
論
的
な
も
の
に
対
す
る
こ
う
し
た
知

の
関
係
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ネ
ー
に
対
す
る
ソ
フ
ィ
ア
の
関
係
を

も
規
定
す
る
。
と
い
う
の
も
テ
ク
ネ
ー
の
知
と
は
、
理
論
的
に
確

定
す
る
熟
慮
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
実
践
的
な
熟
慮
で
あ
る
た
め

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
熟
慮
の
対
象

4

4

は
異
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
方
で
〈
技
巧
〉
に
よ
る
制
作
で
あ
り
、
他
方
で
実
践

的
実
存
そ
れ
自
体
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
一
方
で
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
で

あ
り
、
他
方
で
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
で
あ
る
。
知
の
目
的
と
な
る
も
の

W
orum

w
illen

は
、
一
方
で
は
制
作
で
あ
り
、
他
方
で
は
よ
く
実

践
す
る
こ
と
（
エ
ウ
プ
ラ
ク
シ
ア
）
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
が
も
し
唯
一
の
差
異
で
あ
る
な
ら
ば
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

は
ひ
ょ
っ
と
し
て
特
定
の
テ
ク
ネ
ー
、
す
な
わ
ち
何
か
別
の
も
の

を
制
作
す
る
こ
と
で
な
く
、
制
作
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
制
作
す

る
こ
と
の
技
巧
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
実
存
す
る
こ
と
の
技

巧
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
な
い
。
テ
ク
ネ
ー
の
本
質

と
は
、
制
作
す
る
こ
と
の
手
段
を
意
の
ま
ま
に
扱
い
支
配
す
る
た

め
に
、
こ
の
知
と
こ
の
知
の
正
確
さ
（
ア
ク
リ
ベ
イ
ア
）
か
ら
、

制
作
す
る
こ
と
が
、
確
た
る
指
示
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（1141 a30

）（
4
）〔
…
〕〔
テ
ク
ネ
ー
と
い
う
〕
こ
の
よ
う
な
知
は

何
か
を
制
作
す
る
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
、
誰
か
か
ら
学
ん
だ
り
、

教
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
実
存
す
る
そ
の
仕
方

に
つ
い
て
、
誰
か
に
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。〔
…
〕
す
な
わ
ち

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
と
は
ヘ
ク
シ
ス
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ケ
ー
と
し
て
の
善

に
つ
い
て
の
そ
れ
自
体
の
知Für-sich-W

issen

で
あ
る
。（G

W
5. 

240 f.

、
強
調
は
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
）
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引
用
文
に
お
い
て
、
テ
ク
ネ
ー
の
う
ち
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
分
離
さ
せ

ら
れ
た
プ
ラ
ー
ク
シ
ス
の
対
象
に
つ
い
て
の
特
徴
づ
け
が
ま
ず
な
さ
れ
、

プ
ラ
ー
ク
シ
ス
に
対
し
て
善
と
い
う
方
向
づ
け
を
も
た
せ
た
も
の
と
し

て
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
が
規
定
さ
れ
る
。
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
含
ん
だ
、

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
と
テ
ク
ネ
ー
と
の
差
異
化
は
、
W
M
第
二
部
第
二
章
第

二
節
a
項
「
適
用
と
い
う
解
釈
学
的
問
題
」
に
接
続
す
る
b
項
「
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
学
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（W
M

. 322 ff.

）

W
M
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
適
用
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
が
連
続

し
て
論
述
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
解
釈
学
の
問
題
が
、
同
一
の
も

の
と
し
て
の
伝
承
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
つ
ど
別
様
に
理
解
さ

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
を
最
た
る
も
の
と
し
て
も
つ
な
ら
ば
、

 

―
―
論
理
的
に
見
れ
ば
―
―
普
遍
な
も
の
と
特
殊
な
も
の
の
関
係
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
扱
う
こ
と
と
な
る
」（W
M

. 317
）
か
ら
で
あ
る
。「
す

る
と
、
理
解
す
る
と
は
、
普
遍
的
な
も
の
を
個
別
具
体
的
な
状
況
に
適

用
す
る
特
殊
例
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
は
、
特
別
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
」（ebd.

）

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「〔
…
〕
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
は
、
解
釈

4

4

学
の
課
題
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
諸
問
題
の
モ
デ
ル

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
、
事
実
そ
の

真
価
が
発
揮
さ
れ
る
」（W

M
. 329

、
強
調
は
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
る
）
も

の
と
し
て
、
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
位
置

付
け
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
、
ガ
ダ
マ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
解
釈

し
、
そ
れ
を
自
身
の
解
釈
学
の
モ
デ
ル
と
し
て
据
え
る
に
至
っ
た
重
要

な
着
眼
点
が
、「
実
践
的
知
」
論
文
の
段
階
で
は
見
出
せ
な
い
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
そ
れ
が
先
述
の
、
全
て
に
対
す
る
知
と
そ
れ
自
体
の
知

と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
と
特
殊
の
関
係
に
対
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の

理
解
で
あ
る
。

W
M
で
ガ
ダ
マ
ー
は
次
の
点
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、
善
の
生
じ
る
場

と
は
つ
ね
に
自
身
の
い
る
実
践
的
状
況
の
具
体
化
で
あ
る
の
で
、
人
倫

的
知sittliche W

issent

は
、
何
が
そ
こ
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、

具
体
的
状
況
か
ら
見
て
と
る
こ
と
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方

で
「
行
為
者
は
彼
に
普
遍
的
にim

 allgem
einen

要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
も
の
に
照
ら
し
て
具
体
的
状
況
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（V

gl. 
W

M
. 318

）
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
次
の
こ
と
を
見
出
す
。

す
な
わ
ち
、
実
践
に
お
け
る
個
別
具
体
的
状
況
、
す
な
わ
ち
特
殊
と
、

普
遍
と
の
間
の
関
係
は
、
互
い
に
よ
っ
て
互
い
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
、

あ
る
種
の
循
環
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
解
釈
学
の
考
究

を
通
し
て
ガ
ダ
マ
ー
が
示
そ
う
と
し
た
、自
然
科
学
／
近
代
科
学
的「
方

法M
ethode

」
に
則
さ
な
い
こ
と
を
徹
底
化
し
た
も
の
と
し
て
の
、
精

神
科
学
の
像
を
描
出
す
る
こ
と
に
、
本
質
的
に
寄
与
し
て
い
る
。（
5
）

ガ
ダ
マ
ー
の
捉
え
る
精
神
科
学
の
像
に
つ
い
て
の
考
究
は
紙
幅
の
都

合
上
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
ま
と
め
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
本
節
に
お
い
て
以
下
の
二
点
が
描
出
さ
れ
た
。

第
一
に
、「
実
践
的
知
」
論
文
に
お
い
て
「
適
用
」
の
ア
イ
デ
ア
が
既

に
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
ガ
ダ
マ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

読
解
の
変
化
に
よ
り
、「
適
用
」
を
め
ぐ
る
特
殊
と
普
遍
の
関
係
が
変

化
し
て
い
っ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、次
節
で
は
W
M
直
後
の「
適

用
」
概
念
が
、
ど
こ
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
た
か
、
こ
れ
を
導
出
す
る

こ
と
を
目
指
す
。
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2
．
W
M
直
後
：
適
用
と
自
然
法
の
関
係

本
節
で
は
、W
M
出
版
か
ら
数
年
経
っ
て
か
ら
公
表
さ
れ
た
論
文「
哲

学
的
倫
理
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
」（1963

）
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

解
釈
か
ら
見
出
さ
れ
る
、「
適
用
」
と
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
の
関
連
の

仕
方
を
辿
っ
て
い
く
。
こ
の
分
析
に
よ
り
、「
適
用
」
概
念
で
ガ
ダ
マ
ー

が
W
M
以
降
に
強
調
し
た
か
っ
た
点
と
し
て
の
、
歴
史
性
や
有
限
性
と

の
関
連
が
浮
か
び
上
が
る
。

実
践
と
の
接
続
を
本
質
的
に
含
ん
だ
哲
学
と
し
て
の
哲
学
的
倫
理
学

を
構
想
す
る
こ
と
が
こ
の
論
文
に
お
け
る
主
た
る
目
的
で
あ
る
が
、
ガ

ダ
マ
ー
が
、
カ
ン
ト
と
並
べ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
を
実
践
的
哲

学
の
代
表
と
し
て
扱
う
姿
勢
に
は
変
化
が
み
ら
れ
な
い
。（V

gl. G
W
4. 

175

）
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
が
、
理
論
を
背
負
っ
た
自
然
科

学
的
／
近
代
科
学
的
な
学
知
と
対
比
さ
れ
た
、
実
践
に
お
い
て
置
か
れ

た
状
況
へ
と
「
適
用
」
さ
れ
る
知
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
構
図
も

依
然
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。（ebd.

）

哲
学
的
倫
理
学
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
知
を
「
適
用
」

す
る
こ
と
を
正
当
に
評
価
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
こ

と
が
課
題
と
し
て
の
ぼ
っ
て
く
る
と
、
法
倫
理
と
の
接
続
を
示
し
な
が

ら
ガ
ダ
マ
ー
は
主
張
す
る
。「
そ
れ
〔
法
倫
理
へ
の
疑
わ
し
さ
〕
は
い

か
に
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
良
心
が
、
ま
た
は
公
正
の
感
覚
が
、
ま
た

は
愛
の
宥
和
が
状
況
に
応
え
る
と
こ
ろ
の
具
体
化
を
、
正
し
く
評
価
す

る
べ
き
だ
ろ
う
か
」。（G

W
. 177

）
こ
の
引
用
箇
所
で
は
「
状
況
に
応

え
る
と
い
う
仕
方
で
の
具
体
化
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
理

解
に
お
け
る
「
適
用
」
の
契
機
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
を

解
決
す
る
二
つ
の
道
と
し
て
ガ
ダ
マ
ー
が
提
示
す
る
の
が
、
カ
ン
ト
と

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
各
々
が
提
示
し
た
倫
理
学
な
の
で
あ
る
。（V

gl. 
ebd.

）本
稿
の
意
図
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
こ
こ
で
は
「
哲
学
的
倫
理
学
の
可

能
性
に
つ
い
て
」
論
文
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
そ
の
直
前
の
カ
ン
ト
解
釈
の
文
脈
で
も
問
題
と
さ
れ
て
い
た
、

倫
理
的
現
象
の
無
制
約
性U

nbedingtheit

（
6
）へ
の
ま
な
ざ
し
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
未
だ
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
到
来
し
て
い
な

い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
ガ
ダ
マ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
を
以

下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。（
7
）

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
成
し
遂
げ
た
の
は
、
人
倫
的
知
の
本

質
を
次
の
よ
う
に
解
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
倫

的
知
と
そ
の
つ
ど
の
選
択
を
規
定
す
る
、
法
と
人
倫
を
負
う
実
体

性
と
同
様
に
、
軋
轢
が
起
こ
っ
た
ケ
ー
ス
を
評
価
す
る
道
徳
的
意

識
の
主
体
性
を
、「
優
先
的
選
択Vorzugsw

ahl

」
の
概
念
に
お
い

て
裏
付
け
る
と
い
う
仕
方
で
解
明
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
分
析
は
、
人
倫
的
知
に
お
い

て
人
倫
的
存
在
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
を
認
識
す
る
。
そ
の
あ
り
方

と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
エ
ー
ト
ス
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ

る
具
体
化
か
ら
適
切
に
は
引
き
剥
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

あ
り
方
で
あ
る
。
人
倫
的
知
が
認
識
す
る
の
は
、
実
行
可
能
な
も

の
、
す
な
わ
ち
状
況
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

人
倫
的
知
は
次
の
よ
う
な
考
察
に
基
づ
い
て
実
行
可
能
な
も
の
を

認
識
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
考
察
は
、
一
般
にüber-
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haupt

正
し
い
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
具
体
的
状
況
を

関
連
づ
け
る
。（G

W
4. 183

）

後
半
に
お
い
て
、
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
が
具
体
的
状
況
に
対
す
る
も
の
で

あ
り
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
人
倫
的
知
が
見
出
さ
れ
る
一
方
で
、
一

般
か
ら
具
体
的
状
況
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
、
前
節
で
は
W
M
に
お
い

て
見
出
し
た
と
さ
れ
る
循
環
構
造
に
つ
い
て
の
記
述
と
同
円
を
描
く
よ

う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
前
半
に
着
目

す
る
と
き
、
ま
ず
も
っ
て
目
に
つ
く
の
は
「
優
先
的
選
択
」
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
何
を
指
し
て
い
る
か
。
ガ
ダ
マ
ー
の
そ
の
後
の
議
論
を
追
っ
て

い
く
と
、
こ
れ
が
「
自
然
法
」
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。

W
M
に
お
け
る
自
然
法
で
の
議
論
も
、「
哲
学
的
倫
理
学
の
可
能
性

に
つ
い
て
」
論
文
で
は
明
確
に
参
照
さ
れ
て
い
る
。（V

gl. G
W
4. 

188

）
こ
こ
で
W
M
で
の
記
述
を
確
認
す
る
と
、
そ
こ
で
は
自
然
法
の

可
塑
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。（V

gl. W
M

. 324 ff.

）

自
然
と
い
う
人
間
の
外
部
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
静
的
で
固
定
的
な

も
の
と
し
て
で
な
く
、
恣
意
性
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
つ
ま
り
遊
び
の

部
分
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
可
塑
性
は
説
明
さ
れ
る
。

理
解
に
お
け
る
「
適
用
」
の
正
し
さ
を
評
価
す
る
と
き
に
持
ち
出
さ
れ

る
も
の
と
し
て
自
然
法
は
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
可
塑
的
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
民
族
や
社
会
を
通
底
す
る
倫
理
的
規
範
の
基
づ
け
と

い
う
役
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
役
を
担
う
が
た
め
に
、
自
然

法
か
ら
は
「
事
柄
の
本
性eine N

atur der Sache

」
が
見
出
さ
れ
る
と

ガ
ダ
マ
ー
は
語
っ
て
い
る
。「
事
柄
の
本
性
」
は
、
一
般
的
規
則
と
し

て
具
体
的
状
況
に
対
し
て
万
能
な
尺
度
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
も

の
で
は
な
い
こ
と
、
各
々
が
各
々
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
そ
の
つ
ど

別
の
仕
方
で
見
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
よ
う
に
、
ガ
ダ

マ
ー
は
読
者
に
配
慮
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
哲
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
に
つ
い

て
」
論
文
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
自

然
法
が
具
体
か
ら
被
る
影
響
に
つ
い
て
も
目
配
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
る

こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
少
々
長
い
が
、
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

も
っ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
洞
察
の
制
約
性
は
み
な
―
―
そ
の
語
の

顕
著
な
意
味
で
の
決
断
で
は
な
く
、
よ
り
よ
き
も
の
の
選
択
（
フ

ロ
ハ
イ
レ
シ
ス
）
が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
―
―
決

し
て
不
足
や
障
害
で
は
な
い
。
こ
の
制
約
性
は
、個
別
の
社
会
的
・

政
治
的
な
規
定
性
を
積
極
的
内
容
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
性

は
し
か
し
、
社
会
的
生
と
歴
史
的
生
の
相
互
の
条
件
付
け
に
左
右

さ
れ
る
こ
と
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
誰
し
も
が
そ
の
時
代
、

そ
の
世
界
で
の
表
象
に
左
右
さ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

こ
か
ら
、
道
徳
的
懐
疑
主
義
の
正
当
性
や
、
政
治
的
な
権
力
行
使

の
観
点
で
の
全
て
の
意
見
形
成
の
技
術
操
作
の
正
当
性
は
生
じ
な

い
。
あ
る
時
代
の
慣
習
や
思
考
様
式
に
お
い
て
広
ま
り
、
と
り
わ

け
年
長
者
に
慣
習
全
体
の
解
消
と
い
う
危
機
感
を
抱
か
せ
る
こ
と

を
常
と
す
る
変
化
は
、
あ
る
確
固
た
る
地
盤
の
も
と
で
起
こ
る
。

家
族
、
社
会
、
国
家
は
、
そ
の
エ
ー
ト
ス
が
相
互
に
変
化
す
る
内

容
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
間
の
本
質
的
な
構
造
を
規
定
す
る
。

確
か
に
、
人
間
や
そ
の
共
同
生
活
の
形
態
か
ら
生
成
さ
れ
る
全
て
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の
も
の
が
何
に
な
り
う
る
の
か
、
誰
に
も
そ
の
言
い
方
は
わ
か
ら

な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
、
ど
ん
な
可
能
性
も
あ
る
、
す

な
わ
ち
、
す
べ
て
が
権
力
者
の
望
む
よ
う
な
恣
意
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
、
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
本
性
か
ら
正
し
い
も
の
が
あ
るEs gibt ein von N

atur 
R

echtes

（
8
）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
倫
的
・
政
治
的
存
在
に

よ
る
人
倫
的
知
全
て
の
制
約
性
に
対
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
と
共
通
す

る
確
信
の
も
と
、
存
在
の
秩
序
は
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
混
乱
に
限
界

を
引
く
の
に
十
分
な
権
力
を
も
つ
と
い
う
反
論
を
見
出
し
て
い
る
。

い
か
な
る
歪
み
が
あ
ろ
う
と
、
理
念
は
依
然
と
し
て
破
壊
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。「
そ
れ
自
身
の
本
性
に
基
づ
い
た
ポ
リ
ス
が
、

そ
れ
で
も
な
お
い
か
に
強
い
こ
と
か
。」（
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』

302a

）（G
W
4. 188

）

こ
の
箇
所
に
お
い
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
倫
理
学
に
お
い
て
歴
史
拘
束
性

を
認
め
る
こ
と
と
、
権
力
者
の
恣
意
的
な
決
定
な
ど
に
よ
っ
て
倫
理
や

法
が
自
由
に
変
え
ら
れ
る
可
能
性
の
承
認
と
の
間
に
は
、
決
定
的
な
分

断
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
自
然
法
の
観
点
を

導
入
す
る
こ
と
で
説
明
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

自
然
法
の
も
つ
効
力
の
確
信
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
と
プ
ラ
ト
ン
は
共
通
の
地
盤
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
の
ち
、
以
下
の
よ
う
な
文
言
で
こ
の
論
文

は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
エ
ー
ト
ス
論
の
内
容
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
論
〔
エ
ー
ト
ス
論
〕
そ
れ
自
体
が
そ
の
制
約

性
を
否
認
す
る
こ
と
な
し
に
、
全
て
の
人
間
的
存
在
に
か
か
る
制

約
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
的
倫
理
学
は
、
自
分
自

身
の
疑
わ
し
さ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
こ

の
疑
わ
し
さ
を
本
質
的
な
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
哲
学

的
倫
理
学
の
み
が
、
人
倫
的
な
も
の
の
無
制
約
性
に
適
っ
て
い
る

よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。（ebd.

）

ガ
ダ
マ
ー
は
、
自
然
法
へ
の
依
拠
を
根
拠
と
し
て
、
倫
理
学
の
制
約

性
を
十
分
な
も
の
と
み
な
す
見
方
に
つ
い
て
、「
哲
学
的
倫
理
学
の
可

能
性
に
つ
い
て
」
論
文
の
前
半
部
で
議
論
さ
れ
た
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お

け
る
無
制
約
性
に
引
き
つ
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
自
然
法
と
「
事
柄
の
本
性
」
を
結
び
付
け
、
そ
れ
に
よ
る
制
約

を
十
分
に
評
価
す
る
こ
と
が
、
無
制
約
的
な
正
し
さ
に
孕
む
疑
念
を
払

拭
す
る
の
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
主
題
化
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
ガ
ダ
マ
ー
が

何
度
も
強
調
す
る
歴
史
性
を
、
こ
の
自
然
法
に
関
わ
る
形
で
、
倫
理
的

無
制
約
性
に
干
渉
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
適
用
」
が
起
こ
っ
た
際
、
そ
の
内
容
の
正
し
さ
に
正
当
性
を
も
た

せ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
「
事
柄
の
本
性
」、す
な
わ
ち
自
然
法
は
、

疑
わ
し
さ
か
ら
逃
げ
切
る
た
め
の
免
罪
符
と
し
て
機
能
す
る
の
で
な
く
、

人
間
の
有
限
性
、
歴
史
性
に
よ
る
拘
束
を
積
極
的
に
認
め
た
上
で
、
は

じ
め
て
そ
の
効
力
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
絶
対
的
法
と
し
て
わ
れ
わ

れ
の
前
に
君
臨
し
、
そ
の
効
力
を
無
制
限
に
発
揮
す
る
も
の
、
わ
れ
わ
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れ
が
具
体
的
状
況
に
際
し
て
お
こ
な
う「
適
用
」の
手
綱
を
完
全
に
握
っ

て
し
ま
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
個
別
具
体
的
状
況
に
お

け
る
有
限
性
、
歴
史
性
を
意
識
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、「
本
性
か
ら

正
し
い
も
の
」
―
―
「
自
然
法
」
―
―
「
事
柄
の
本
性
」
が
評
価
さ
れ
る
。

本
節
で
の
「
哲
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
」
論
文
へ
の
考
察
か

ら
、
以
上
の
よ
う
な
ガ
ダ
マ
ー
の
立
場
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
。（
9
）

結本
稿
で
は
、ま
ず
「
実
践
的
知
」
論
文
に
お
け
る
「
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」

概
念
の
読
解
を
追
う
こ
と
で
、
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
W
M
で
語
ら
れ

る
「
適
用
」
の
萌
芽
が
、
ま
た
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
「
適
用
」
に
お

け
る
特
殊
と
普
遍
の
関
係
に
つ
い
て
の
相
違
が
見
出
せ
る
こ
と
を
、

W
M
で
の
記
述
を
参
照
し
な
が
ら
行
っ
た
。
次
に
、「
哲
学
的
倫
理
学

の
可
能
性
に
つ
い
て
」
論
文
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の

解
釈
に
際
し
、
以
下
の
よ
う
な
ガ
ダ
マ
ー
の
理
解
を
確
認
し
た
。
す
な

わ
ち
、
有
限
性
、
歴
史
性
へ
の
観
点
を
補
う
こ
と
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
議
論
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
て
い
た
、「
適
用
」
概
念
と
深
く
関
係

す
る
「
自
然
法
」
の
効
力
が
は
じ
め
て
妥
当
に
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
適
用
」
の
正
当
性
が
評
価
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
こ
と
、こ
の
よ
う
な
ガ
ダ
マ
ー
の
「
適
用
」
理
解
で
あ
る
。

今
回
は
W
M
と
そ
れ
以
前
、
そ
の
出
版
直
後
の
論
文
を
一
本
ず
つ

扱
っ
た
が
、
ガ
ダ
マ
ー
が
一
〇
二
歳
で
没
す
る
ま
で
に
、「
適
用
」
概

念
が
い
か
に
変
容
し
た
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
資
料
を
参
照
し
て
考

察
す
る
べ
き
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

【
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献
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m
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篇
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。
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倫
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幸
司
訳
、
光
文
社
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マ
ヌ
エ
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・
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ン
ト
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実
践
理
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批
判
』
深
作
守
文
訳
（
原
佑
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ン
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巻
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収
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理
想
社
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。

【
付
記
】

本
研
究
は
、JST 

次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム JPM

-
JSP2110 

の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
は
「
ガ
ダ
マ
ー
と
哲
学
的
解
釈
学
の
新
た
な
位
相
：
ガ

ダ
マ
ー
没
後
20
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た

原
稿
を
基
に
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
会
場
の
皆
様
か
ら
ご
指
摘
、
ア
ド

バ
イ
ス
等
を
頂
き
、
改
稿
に
お
い
て
大
い
に
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
司

会
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
森
裕
亮
さ
ん
（
慶
應
義
塾
大
学
／
株
式
会
社
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A

）
に
は
、
本
稿
で
引
用
し
た
ガ
ダ
マ
ー
の
訳
文
に
つ
い
て

も
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
、
ご
指
摘
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
深

謝
の
意
を
表
す
。

ま
た
引
用
は
、
ガ
ダ
マ
ー
に
つ
い
て
は
筆
者
が
翻
訳
し
た
が
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
原
典
を
確
認
の
も
と
邦
訳
を
参
照

し
、
一
部
改
変
し
た
。

【
註
】

（
1
） H

-G
 G

adam
er, W

ahrheit und M
ethode

（1960

）. G
esam

m
elte 

W
erke, B

d. I, Tübingen 1986.
〔
ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
ク
・
ガ
ダ
マ
ー
『
真

理
と
方
法
』（
全
三
巻
）、
轡
田
収
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、1986-

2012

年
〕
以
下
W
M
と
略
記
す
る
。 

（
2
） 

地
平
概
念
を
練
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
ガ
ダ
マ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
地
平
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
「
先

入
見
」
に
つ
い
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と

を
W
M
で
明
言
し
て
お
り
、
こ
の
箇
所
で
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
のEntw

urf

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。（W

M
. 270 ff.

）
ま
た
、
少
な
く
と
も
『
存
在

と
時
間
』
に
お
け
る
企
投Entw

urf

と
は
、「
現
存
在
の
そ
の
と
き
ど

き
の
世
界
の
世
界
性
と
し
て
の
有
意
義
性
を
め
が
け
て
、
そ
れ
と
同

じ
く
根
源
的
に
、
目
的
で
あ
る
も
のW

orum
w

illen

を
め
が
け
て
、

現
存
在
の
存
在
を
」（H

eidegger, M
artin; Sein und Zeit （1927

）, 19. 
A

uflage., Tübingen, 2006: 145

）
了
解
（
理
解
）Verstehen

が
行
う

こ
と
、
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
こ
こ
で
は
企
投

と
訳
し
た
。 

（
3
） 

W
M
で
も
、
テ
ク
ネ
ー
がSich-W

issen

で
あ
る
の
に
対
し
、
フ
ロ

ネ
ー
シ
ス
がFür-sich-W

issen

で
あ
る
の
だ
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。

（V
gl. W

M
. 321

） 

（
4
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
当
該
箇
所
で
は
以
下

の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

他
方
で
、
知
恵
が
政
治
学
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
自
ら
に
と
っ

て
有
益
な
も
の
に
か
ん
す
る
知
識
を
「
知
恵
」
と
呼
ぶ
の
で
あ

れ
ば
、
数
多
く
の
知
恵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
そ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
お
よ
ぶ
ひ
と
つ
の

医
術
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
と
っ
て
の
善

さ
を
扱
う
た
だ
ひ
と
つ
の
知
恵
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
知
恵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。（
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
下
）』、
54
頁
。）

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ガ
ダ
マ
ー
が
、
プ
ラ
ー
ク
シ
ア
が
何
か
特
定

の
対
象
を
持
つ
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
何
か
し
ら
の
対
象
に
対
し

て
の
取
り
組
み
方
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
知
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
重

点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

（
5
） 

W
M
に
お
い
て
、
精
神
科
学
と
「
方
法
」
の
関
係
の
中
で
フ
ロ
ネ
ー

シ
ス
に
関
す
る
言
及
が
ま
ず
見
ら
れ
る
の
は
、
第
一
部
冒
頭
の
「
共

通
感
覚sensus com

m
nis

」
に
関
す
る
論
述
に
お
い
て
で
あ
る
（V

gl. 
W

M
.26 ff

）. 

（
6
） 

こ
の
論
文
の
前
半
部
で
は
、も
っ
ぱ
ら
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』

に
お
け
る
実
践
的
法
則
の
無
制
約
性
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
仕
方
で
「
自

由
と
無
制
約
な
実
践
的
法
則
」（
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
実
践
理
性

批
判
』、174

頁
。）
と
の
関
係
が
語
ら
れ
る
。

実
践
的
法
則
の
実
質
、
す
な
わ
ち
格
率
の
客
体
は
全
く
経
験
的

に
し
か
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
し
自
由
な
意
志
は
、

経
験
的
な
（
す
な
わ
ち
感
性
界
に
属
す
る
）
諸
制
約
か
ら
は
独
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立
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
規
定
さ
れ
う
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
自
由
な
意
志
は
法
則
の
実
質

4

4

か
ら
は
独
立
で
あ
る

が
、
や
は
り
規
定
根
拠
を
法
則
の
中
に
見
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。（
同
上
）

　

カ
ン
ト
に
よ
る
こ
の
規
定
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
ガ
ダ
マ
ー
が
議
題

と
し
て
い
る
「
無
制
約
性
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う

に
な
る
。「
適
用
」
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
状
況
で
あ
る
「
格
率
の
客
体
」

は
、
経
験
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い

て
「
適
用
」
さ
れ
る
実
践
的
法
則
、
ま
た
法
則
を
「
適
用
」
す
る
自

由
意
志
は
、
経
験
に
先
立
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お

い
て
は
無
制
約
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
け
る
ガ
ダ
マ
ー

の
カ
ン
ト
批
判
の
妥
当
性
に
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。 

（
7
） 「
哲
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
」
論
文
に
お
い
て
、
展
開
さ

れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
が
前
節
で
取
り
上
げ
た
「
実
践
的

知
」
論
文
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
と
、
ガ
ダ
マ
ー
は
明
示
し
て

い
る
。（V

gl. G
W
4. 182

） 

（
8
） 

原
文
注
に
お
い
て
、
W
M
のS. 302ff. S 490f. 
で
近
し
い
こ
と
が
議

論
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
時
間
の
隔

た
り
に
よ
っ
て
事
柄
を
理
解
す
る
の
に
つ
き
ま
と
う
誤
解
の
源
泉
か

ら
解
釈
者
が
距
離
を
取
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
後
者
に
つ
い

て
、
W
M
の
主
題
と
も
言
え
る
、
言
語
と
存
在
の
同
一
視
、
そ
し
て

そ
れ
ら
の
も
つ
、
美
・
善
へ
と
向
か
っ
て
い
く
方
向
性
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
。 

（
9
） 

こ
の
よ
う
な
議
論
の
帰
着
に
対
し
、「
で
は
無
制
約
性
と
は
何
か
ら

無
制
約
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
感
じ
た
読
者
も
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
歴
史
・
伝
統
と
ど
の
側
面
か
ら
も
独
立
し
た

意
味
で
の
無
制
約
で
は
決
し
て
な
い
、
と
言
う
に
留
め
る
。


