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哲
学
用
語
と
し
て
の
「
超
越
」
を
古
代
か
ら
現
代
ま
で
歴
史
的
に
た
ど
る
こ
と
で
哲
学
の
歴
史
が
鮮
や
か
に
見
て
取
れ
る
。
大
き
く
分
け
て
三
つ

の
超
越
概
念
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
感
覚
的
な
自
然
世
界
の
か
な
た
に
イ
デ
ア
の
世
界
が
あ
る
と
想
定
し
た
。
こ
の
形
而
上
学
的
世
界
が
超
越
世
界

だ
。
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
イ
デ
ア
説
を
引
き
継
い
だ
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
神
と
い
う
考
え
で
、
こ
こ
に
神
学
的
超
越
概
念
が
認
め
ら
れ
る
。
近
代

で
は
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
哲
学
を
唱
え
る
。
コ
ギ
ト
や
主
観
か
ら
出
発
し
て
い
か
に
し
て
、
心
を
超
越
す
る
客
観
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
に
認
識
論
的
超
越
概
念
が
見
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
問
題
を
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
で
解
決
し
、
神
学
的
超
越
を
否
定

し
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
の
基
本
的
存
在
構
造
と
し
て
の
世
界=
内=

存
在
の
う
ち
に
超
越
を
見
る
。
現
存
在
は
個
々
の
存
在
者
に
か
か
わ
る

前
に
常
に
す
で
に
世
界
に
超
越
し
て
い
る
。
こ
の
世
界=

内=

存
在
こ
そ
が
超
越
な
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
存
在
論
的
超
越
概
念
か
ら
認
識
論
的
超

越
概
念
を
批
判
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
ト
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
超
越
、
世
界=

内=

存
在
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『
存
在
と
時
間
』
既
刊
部
が
課
題
に
し
た
も
の
は
、
超
越
の
具
体
的
解
明
の
企
て
以
外
に
は
な
い
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
（
（

）。

は 

じ 

め 

に

二
〇
歳
の
こ
ろ
か
ら
勉
強
を
始
め
て
、
数
え
て
み
れ
ば
五
〇
年
。
半
世
紀
も
哲
学
に
携
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
少
し

は
哲
学
の
こ
と
が
分
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
実
を
言
え
ば
最
近
は
ま
す
ま
す
こ
の
学
問
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
や
れ
ば
や
る
ほ

ど
謎
が
深
ま
る
。
し
か
し
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
そ
れ
が
哲
学
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
「
最
終
講
義
」
な
ど
と
い

う
仰
々
し
い
も
の
を
聴
い
て
も
ら
う
ほ
ど
、
自
分
な
り
の
哲
学
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
定
年
退
職
に
あ
た
っ
て
何
か
喋
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
ら
し
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
二
人
の
哲
学
者
の
話
を
少
し
だ
け
述
べ
て
お
茶
を
濁
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

わ
た
し
が
山
形
大
学
に
入
学
し
て
哲
学
を
専
攻
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

（
（

の
は
、
笹
谷
満（

（
（

先
生
に
出
会
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
初
の
恩
師

で
あ
る
。
笹
谷
先
生
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
専
門
家
で
、
そ
の
こ
ろ
は
「
古
代
中
世
哲
学
史
」
の
演
習
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
そ
の
演
習
で
、
な
ん
と
、
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
の
主
著
『
純
粋
理
性
批
判
』（K

ritik der reinen Vernunft

）
を
テ

キ
ス
ト
と
し
て
読
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
卒
業
論
文
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
書
き
、
東
北
大
学
の
大
学

院
で
も
引
き
続
き
カ
ン
ト
の
研
究
を
深
め
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
の
修
士
論
文
を
ま
と
め
た
。
そ
の
後
弘
前
大
学
に
赴
任

す
る
こ
と
に
な
り
、
弘
前
大
学
で
は
倫
理
学
を
担
当
し
た
の
で
、
今
度
は
同
じ
カ
ン
ト
の
倫
理
学
書
『
実
践
理
性
批
判
』（K

ritik der 

praktischen Vernunft

）
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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つ
ま
り
中
央
大
学
に
赴
任
す
る
ま
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
カ
ン
ト
を
研
究
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
北
大
学
の
大
学
院
で
は
細
谷
貞
雄（

（
（

先

生
に
師
事
し
、
そ
の
影
響
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
惹
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
文
章
が
曲
者
で
、
細
谷
貞
雄
先
生
の
名
訳
を

も
っ
て
し
て
も
な
か
な
か
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
。
中
央
大
学
に
転
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
一
番
嬉
し
か
っ
た
の
は
木
田
元（

（
（

先

生
と
ご
一
緒
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
だ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
で
当
時
、
唯
一
明
解
な
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
る
先
生
に
教
え
を

乞
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
中
央
大
学
に
来
て
か
ら
は
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
二
刀
流
、
と
言
え
ば
、
野
球
の
大
谷
翔
平
選
手
の
よ
う
に

か
っ
こ
い
い
言
い
方
だ
が
、
実
態
は
「
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
を
も
得
ず
」
状
態
で
、
こ
こ
ま
で
中
途
半
端
な
研
究
生
活
を
お
く
っ
て

き
た
気
が
す
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
最
近
は
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
か
ら
め
て
ず
っ
と
論
文
を
書
い
て
き
た
。
そ
こ
で
今

日
は
、
こ
の
二
人
が
つ
か
う
あ
る
言
葉
の
意
味
を
比
較
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
を
少
し
浮
き
彫
り
に
し
て
み
よ
う

と
思
う
。
そ
の
言
葉
が
、
ち
ょ
っ
と
硬
い
言
葉
で
恐
縮
だ
が
、「
超
越
」（T

ranszendenz

）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

一　

超　
　
　

越

Ａ　

超 

越 

一 

般

超
越
と
い
う
言
葉
は
、
超
も
越
も
、
要
す
る
に
、
越
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
で
は
、
越
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

今
日
わ
た
し
は
多
摩
川
を
越
え
て
大
学
に
来
た
。
そ
う
い
う
ひ
と
は
こ
の
場
に
多
い
か
も
知
れ
な
い
。
哲
学
で
言
わ
れ
る
超
越
と
い

う
の
も
、
こ
の
日
常
的
な
行
為
と
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
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超
越
に
は
、（
（
）
超
越
す
る
も
の
、（
（
）
超
越
さ
れ
る
も
の
、（
（
）
超
越
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
行
な
わ
れ
る
先
、
と
い
う
三
つ
の

構
成
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、「
誰
が
」、「
何
を
」、「
ど
こ
へ
」
超
越
す
る
か
と
い
う
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

わ
た
し
の
例
で
言
え
ば
、
わ
た
し
が
、
多
摩
川
を
、
中
央
大
学
に
向
け
て
越
え
て
来
た
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
哲
学
で
は
、「
超
越
者
」
と
い
う
言
葉
が
と
き
ど
き
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
三
つ
の
要
素
の
う
ち
三
番
目
の
構
成
要

素
の
こ
と
を
言
う
。
川
で
言
え
ば
、
川
の
向
こ
う
に
超
越
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
側
、
此
岸
か
ら
み
て
彼
岸
に
あ
る
も
の
と

い
う
意
味
だ
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
超
越
者
」
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
場
合
、（
（
）
と
（
（
）
の
要
素
は
ど
う
な
る
の
か
。
誰
が
何
を
越
え
る
の
か
。
超
越
さ
れ
る
も
の
、
こ
れ
は
決
ま
っ
て

い
る
。
此
岸
と
彼
岸
の
間
、
い
ま
の
例
で
言
え
ば
川
の
こ
と
で
あ
る
。
此
岸
と
彼
岸
の
境
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
と
に
か
く
そ
の
境
界
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
境
界
を
越
え
て
向
こ
う
へ
渡
る
も
の
は
何
か
。
此
岸
を
こ
の
世
と
す
る
と
、
こ
の

世
の
果
て
を
越
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
わ
た
し
た
ち
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
多
摩
川
を
越
え
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
こ
の
世
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
人
間
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
世
界
の
こ
ち
ら
側
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
此
岸
と
彼
岸
の
間
に
は
断
絶
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
越
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
壁
の

向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
、
こ
れ
を
哲
学
で
は
通
常
、
超
越
者
と
呼
ぶ
。
こ
の
超
越
者
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
た
ど
る
こ
と
は
、
同
時
に
哲
学
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
に
も
な
る
。
少
し
哲
学
の
歴
史
に
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。

Ｂ　

哲
学
的
超
越

此
岸
を
越
え
た
彼
岸
、
と
い
ま
述
べ
た
。
通
常
わ
た
し
た
ち
は
川
の
こ
ち
ら
側
、
此
岸
に
生
き
て
い
る
。
彼
岸
は
そ
の
世
界
を
越
え
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超越の哲学

た
か
な
た
に
あ
る
。
さ
て
、
此
岸
を
越
え
た
別
の
世
界
に
、
も
の
ご
と
の
真
の
姿
が
あ
る

―
そ
う
い
う
こ
と
を
、
西
洋
で
最
初
に
説

い
た
哲
学
者
が
プ
ラ
ト
ン
（
紀
元
前
四
二
七
年
～
三
四
七
年
）
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
感
覚
的
な
世
界
を

越
え
た
か
な
た
に
、
そ
の
原
型
と
な
る
イ
デ
ア
（idea

）
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
原
型
で
あ
る
か
ら
、
イ
デ
ア
の
ほ
う

が
本
物
、
本
当
に
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
個
々
の
事
物
、
た
と
え
ば
個
々
の
家
は
、
本
物
の
家
の
い
わ
ば
模
造
、
つ

ま
り
コ
ピ
ー
だ
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
子
供
が
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
で
作
る
家
は
、
本
物
の
家
、
わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
家
の
い
わ

ば
コ
ピ
ー
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
あ
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
が
住
ん
で
い
る
個
々
の
家
も
、
原
型
と
し
て
の
家
、

イ
デ
ア
と
し
て
の
家
の
模
造
な
の
だ
。
個
々
の
家
は
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
の
家
と
同
じ
よ
う
に
、
時
と
と
も
に
や
が
て
壊
れ
て
な
く
な
る
が
、

そ
の
家
を
家
た
ら
し
め
て
い
る
イ
デ
ア
、
家
と
い
う
も
の
の
理
想
的（

（
（

な
原
型
は
永
遠
不
滅
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
イ
デ
ア
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
、
肉
体
の
眼
に
は
見
え
な
い
。
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
る
世
界
を
越
え
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
が
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
世
界
、
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
世
界

―
こ
の
世
界
はphysical

な
世
界
、
物
質
的

な
自
然
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
を
越
え
た
世
界
は
、
自
然
的
な
世
界
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、m

eta-physical

な
世
界
、
つ
ま

り
形
而
上
学
的
な
世
界
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
語
のm

eta

に
は
越
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
イ

デ
ア
の
世
界
、
す
な
わ
ちm

etaphysical

な
世
界
、
形
而
上
学
的
な
世
界
は
超
自
然
的
な
世
界
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
世
界
が
彼
岸

的
な
も
の
の
世
界
、
超
越
的
な
も
の
、
つ
ま
り
超
越
者
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
お
話
で
あ
っ
た
。
超
越
者
と

し
て
の
彼
岸
と
い
う
こ
の
考
え
方
を
、
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
が
採
用
す
る
。
神
は
こ
の
世
界
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
るm

etaphysical

な
存
在
者
で
あ
る
。
こ
う
し
て
今
度
は
神
が
超
越
的
な
も
の
、
超
越
者
と
な
る
。
超
越
神
と
い
う
考
え
方（

（
（

だ
。
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カ
ン
ト
以
前
の
こ
の
よ
う
な
超
越
者
の
概
念
を
、
い
ま
「
神
学
的
超
越
」
と
言
っ
て
お
こ
う
。
こ
の
超
越
は
、
い
ま
見
て
来
た
よ
う

に
プ
ラ
ト
ン
が
元
祖
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
お
な
じ
み
な
形
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
超
越
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（
（

。

二　

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学

以
上
は
カ
ン
ト
以
前
の
超
越
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
次
は
、
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
年
～
一
八
〇
四
年
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
哲
学
の

な
か
で
も
う
ひ
と
つ
の
超
越
が
問
題
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
主
著
『
純
粋
理
性
批
判
』（
一
七
八
一
年
）
の
な
か
で
、
自
分
の
哲
学
を

「
超
越
論
的
哲
学
」（T

ranszendental-Philosophie

）
と
称
し
て
い
る（
（1
（

。
で
は
、
カ
ン
ト
は
こ
の
言
葉
で
神
や
イ
デ
ア
の
こ
と
を
論
ず
る

哲
学
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
以
降
新
し
い
「
超
越
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど

ん
な
超
越
で
あ
り
、
ど
ん
な
超
越
者
が
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

〈
近 

代 

哲 

学
〉

こ
こ
で
改
め
て
、
近
代
哲
学
の
出
発
点
に
身
を
置
い
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

近
代
哲
学
の
祖
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
自
我
か
ら
出
発
す
る
。「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
の
「
わ
れ
」

で
あ
る
。
な
ぜ
、「
わ
れ
」
が
出
発
点
に
な
る
の
か
。

デ
カ
ル
ト
は
、
数
学
的
自
然
科
学
を
し
っ
か
り
し
た
基
礎
の
上
に
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
知
の
確
か
な
基
礎
を
見
出
そ

う
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
確
実
だ
と
さ
れ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
疑
っ
た
。
そ
し
て
ひ
と
つ
の
結
論
に
達
す
る
。
世
界
の
存
在
も
神
の
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超越の哲学

存
在
も
数
学
の
真
理
も
、
つ
ま
り
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
存
在
を
疑
っ
て
も
、
そ
ん
な
ふ
う
に
疑
わ
し
い
と
思
っ
て
い
る
私
は
、
疑

え
ば
疑
う
ほ
ど
、
疑
い
な
く
存
在
す
る
。
こ
れ
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
有
名
な
方
法
的
懐
疑
と
言
わ
れ
る
議
論

で
あ
る
。「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
は
、
こ
の
方
法
的
懐
疑
の
試
練
を
潜
り
抜
け
た
絶
対
に
確
か
な
知
で
あ
る
。
い
ま
「
わ

れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
を
英
語
に
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、I think,therefore I am

.

と
な
る
。
人
間
と
はI

、
つ
ま
り
わ
れ
、

考
え
る
心
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
側
に
、
物
体
か
ら
な
る
外
界
が
広
が
っ
て
い
る
。
い
や
、
広
が
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は

ま
だ
確
か
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
分
の
心
が
あ
る

0

0

（I am

）
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
わ
た
し
の
心
、

あ
る
い
は
意
識
、
主
観
と
言
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
確
か
な
内
側

0

0

・
内
面
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
難

し
い
言
葉
で
言
え
ば
、
内
在
で
あ
る
。
で
は
、
内
在
の
反
対
は
？　

そ
う
、
超
越
で
あ
る
。
唯
一
確
実
だ
と
確
か
め
ら
れ
た
心
、
外
界

か
ら
隔
絶
し
た
カ
プ
セ
ル
の
よ
う
な
心
が
、
い
か
に
し
て
外
界
、
つ
ま
り
物
体
の
広
が
っ
た
世
界
に
到
達
す
る
の
か
。
主
観
が
客
観
に

ど
う
し
た
ら
正
し
く
到
達
す
る
の
か
。
逆
に
、
客
観
が
ど
う
し
て
主
観
に
正
し
く
認
識
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
認
識
論
と
い

う
問
題
設
定
だ
が
、
そ
う
し
た
問
題
設
定
が
近
代
哲
学
で
は
支
配
的
だ
っ
た
。
こ
こ
に
超
越
の
問
題
が
出
て
く
る
。
主
観
つ
ま
り
わ
た

し
は
、
こ
ち
ら
側
、
つ
ま
り
此
岸
に
い
て
、
そ
の
主
観
の
壁
を
い
か
に
し
て
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
自
分
の
哲
学
を
「
超
越
論
的
哲
学
（
（（
（

」
と
呼
ん
だ
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
、
ど
う
し
て
主
観
は
自
分
の
彼
岸
に
あ

る
客
観
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
、
簡
単
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
眼
の
前
に
あ
る
も
の
を
知
る
た
め
に
は
、
眼
で
見
れ
ば
い

い
。
手
で
触
れ
ば
い
い
。
あ
る
い
は
耳
で
音
を
聴
け
ば
い
い
。
感
覚
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
心
に
情
報
が
入
っ
て
く
る
。
主
観
は
感
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覚
的
経
験
に
よ
っ
て
客
観
を
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、
原
理
上
経
験
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
な
い
知
識
と
い
う
も
の
も

あ
る
。
そ
の
代
表
選
手
が
数
学
の
知
識
で
あ
る
。

た
と
え
ば
幾
何
学
。
幾
何
学
で
は
、
点
や
線
や
面
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
る
。
三
角
形
は
平
面
上
の
三
つ
の
直
線
で
囲
ま
れ
た
図
形

で
あ
る
。
こ
れ
は
三
角
形
の
定
義
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
三
角
形
は
眼
に
見
え
な
い
。
手
で
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
経
験
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
黒
板
や
紙
に
書
い
た
三
角
形
は
、
三
角
形
の
こ
の
定
義
に
合
わ
な
い
。
チ
ョ
ー
ク
や
イ
ン
ク
の
幅
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
細
く
、
直
線
と
言
わ
れ
る
も
の
を
描
い
て
み
て
も
、
眼
に
見
え
る
か
ぎ
り
幅
が
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
直

線
は
不
可
視
の
存
在
者
で
あ
る
。
そ
の
直
線
で
囲
ま
れ
た
三
角
形
も
当
然
見
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
数
と
い
う
も
の
も
同
じ
で
あ
る
。

（
＋
（
＝
（
だ
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
、
た
と
え
ば
（
個
の
ミ
カ
ン
と
（
個
の
ミ
カ
ン
を
足
し
て
、
（
個
の
ミ
カ
ン
に
な
っ
た
と

い
う
経
験
に
基
づ
い
て
そ
の
経
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
真
理
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
ミ
カ
ン
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の

経
験
で
証
明
さ
れ
た
が
、
果
た
し
て
リ
ン
ゴ
の
場
合
に
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
、
な
ど
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
数
学
的
知
識
は
経
験
に
関
係
な
く
、
あ
る
い
は
経
験
に
先
立
っ
て

0

0

0

0

、
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
知
識
を
、
哲
学
で
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
と
言
う
。
ア
プ
リ
オ
リ
（a priori

）
と
い
う
の

は
ラ
テ
ン
語
で
あ
っ
て
、「
よ
り
先
な
る
も
の
か
ら
」
と
い
う
意
味
だ
。
数
学
は
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
の
一
例
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、

も
っ
と
ほ
か
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
省
略
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
は
、
こ
れ
か
ら

外
界
で
起
こ
る
こ
と
を
経
験
す
る
「
よ
り
先
に
」、
す
で
に
心
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
は
、
そ
れ

で
は
、
ど
う
し
て
心
の
外
の
世
界
に
適
用
可
能
な
の
か
。
た
だ
心
で
考
え
た
だ
け
の
知
識
が
ど
う
し
て
眼
に
見
え
る
外
界
に
適
用
で
き

る
の
か
。
こ
れ
は
難
問
で
あ
る
。
近
代
自
然
科
学
は
数
学
を
使
っ
て
一
七
世
紀
以
降
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
一
体
そ
れ
は
ど
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う
し
て
可
能
だ
っ
た
の
か
。
言
い
か
え
る
と
、
心
は
い
か
に
し
て
外
の
世
界
に
超
越
で
き
る
の
か
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
問
題
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
認
識
に
お
け
る
超
越
に
か
か
わ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
先
の
神
学
的
超
越
と
区
別
し
て
、
こ
こ
で
認
識
論
的

超
越
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、
認
識
論
的
超
越
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
と
言
っ
て
い
い
。

カ
ン
ト
は
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う
な
発
想
転
換
で
解
決
し
よ
う
し
た
。

も
し
も
、
物
が
わ
た
し
た
ち
の
主
観
の
か
な
た
に
、
独
立
に
自
存
し
て
い
る（
（1
（

と
す
れ
ば
、
物
に
対
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
は
不
可

能
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
、
経
験
を
通
し
て
、
い
わ
ば
写
し
取
る
こ
と
に
よ
っ

て
し
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
れ
ば
、
経
験
だ
け
が
知
識
の
源
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
う
し

た
知
識
に
は
、
普
遍
性
と
必
然
性
、
つ
ま
り
〈
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
必
ず
当
て
は
ま
る
と
い
う
性
質
〉
は
望
む
べ
く
も
な
い（
（1
（

。
そ
う
し

た
知
識
は
、
い
ま
ま
で
経
験
し
た
か
ぎ
り
で
は
正
し
い
、
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
普
遍
性
と

必
然
性
を
旨
と
す
る
数
学
的
自
然
科
学
は
、
そ
の
基
礎
が
怪
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
個
々
の
経
験
に
先
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
経
験
の

全
体
、
す
な
わ
ち
自
然
全
体
に
当
て
は
ま
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
識
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
然
的
世
界
は
わ
た
し
た
ち
か
ら
ま
っ

た
く
独
立
に
実
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
何
ら
か
の
意
味
で
わ
た
し
た
ち
の
主
観
に
依
存
し
て
存
在
す
る
世
界
、
い
わ
ば
主

観
色
に
染
ま
っ
た
世
界
、
の
ち
の
哲
学
の
言
葉
で
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

〈
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
〉

カ
ン
ト
は
こ
の
発
想
転
換
を
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
言
い
方
だ
が
、「
認
識
が
対
象
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
対
象
が
認
識
に
依
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存
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て（
（1
（

、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
偉
業
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
天
動
説
か
ら
地
動
説
に
天
体

理
論
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
説
明
不
可
能
だ
っ
た
天
体
現
象
が
説
明
可
能
に
な
っ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
も
従
来
の
認
識

論
、
つ
ま
り
〈
知
識
と
は
外
的
世
界
の
写
し
だ
〉
と
い
う
よ
う
な
従
来
の
認
識
論
を
逆
転
さ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
主
観
に
よ

る
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
可
能
性
を
説
明
で
き
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
た
わ
け
で
あ
る
。
人
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
に
対
象
が
依

存
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
間
的
な
知
性
が
近
代
科
学
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
道
が
開
け
る
わ
け
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
サ
ン
グ
ラ
ス
の
比
喩
を
使
う
と
よ
く
分
か
る（
（1
（

。
人
間
の
認
識
は
、
い
わ
ば
い
つ
で
も
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
て

世
界
を
見
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
裸
眼
で
見
れ
ば
白
い
も
の
も
、
赤
い
サ
ン
グ
ラ
ス
を
通
し
て
見
れ
ば
赤
く
見
え
る
。
こ

れ
と
同
様
に
、
人
間
は
あ
る
種
の
制
限
（
こ
れ
は
人
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
で
取
り
は
ず
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
本
質
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
だ
が
）、
そ
う
し
た
制
限
や
制
約
の
も
と
で
し
か
、
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
み
な
、
い
わ
ば
、
同
じ
色
の
、
し
か

も
取
り
は
ず
し
の
で
き
な
い
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
サ
ン
グ
ラ
ス
の
色
は
理
性
と
い
う
色
で
あ
り
、
も
っ
と
ラ
フ
な
言
い

方
を
す
れ
ば
、
科
学
と
い
う
色
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
客
観
と
な
る
の
は
、「
物
自
体
」、
物
そ
の
も
の
（D

ing an sich

）

で
は
な
く
て
、
こ
の
理
性
の
メ
ガ
ネ
を
通
し
て
現
れ
て
く
る
世
界
、
つ
ま
り
は
「
現
象
す
る
世
界
」、
現
象
界
で
し
か
な
い
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
自
然
と
は
、
理
性
と
い
う
メ
ガ
ネ
を
通
し
て
現
れ
て
く
る
現
象
な
の
で
あ
る
。

こ
の
現
象
界
に
つ
い
て
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
基
本
構
造
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
サ
ン
グ
ラ

ス
は
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
な
色
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
（
＋
（
は
古
今
東
西
、
い
や
未
来
の
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
あ
ら
ゆ
る
物
質

を
使
っ
て
数
え
て
も
（
に
な
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
認
識
論
的

超
越
を
説
明
し
て
み
せ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
神
学
的
超
越
の
批
判
に
も
な
っ
て
い
く
。
わ
た
し
た
ち
は
、
理
性
、
つ
ま
り
科
学
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と
い
う
色
メ
ガ
ネ
を
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
現
象
界
に
属
す
る
物
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
か
な
た
に
あ
る
物
自
体
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
現
象
界
を
超
越
す
る
世
界
や
存
在
者
を
知
っ
て
い
る
と
称
す
る
形

而
上
学
者
た
ち
は
、
い
わ
ば
裸
眼
で
物
自
体
を
認
識
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
カ
ン
ト
に
言
わ
せ
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
イ
デ
ア
や
神
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
不
可
知
論（
（1
（

の
立
場
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
不
可
知
論
と
は
、
真

理
は
知
り
え
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
カ
ン
ト
は
神
学
的
超
越
を
否
定
し
、
超
越
を
認
識
論
的
超
越
に
限
定
し
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

三　

ハ
イ
デ
ガ
ー

さ
て
次
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
年
～
一
九
七
六
年
）
で
あ
る
。

（　

現　

存　

在

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
七
年
に
主
著
『
存
在
と
時
間
』（Sein und Zeit

）
を
出
版
す
る
。
そ
の
第
六
九
節
で
超
越
の
問
題
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
こ
の
節
に
は
、「
世
界=

内=

存
在
の
時
間
性
と
、
世
界
の
超
越
の
問
題
」
と
い
う
難
し
い
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
。

書
か
れ
た
内
容
も
用
語
も
か
な
り
難
解
な
の
で
、
こ
こ
を
読
ん
だ
だ
け
で
こ
の
節
を
理
解
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
し
か
し
助
け

と
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
翌
年
一
九
二
八
年
の
夏
学
期
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
行
な
っ
た
講
義
「
論
理
学
の

形
而
上
学
的
基
礎
」
で
あ
る
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
は
大
変
分
か
り
や
す
い
も
の
が
多
く
、
著
作
で
は
練
り
上
げ
ら
れ
た
文
体
で
書
か
れ
て
い
て
と
て
も
難
解
な
主

張
で
も
、
そ
の
内
容
を
、
講
義
で
は
本
人
が
や
さ
し
く
解
説
し
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
連
の
講
義
を
読
む
こ
と
は
と

て
も
有
益
だ
し
楽
し
い
作
業
で
も
あ
る
。
一
九
二
八
年
の
こ
の
講
義
で
も
、
超
越
と
い
う
自
分
の
概
念
を
、
と
く
に
カ
ン
ト
の
そ
れ
と

比
較
し
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
、
以
下
話
を
進
め
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
講
義
で
「
現
存
在
の
超
越
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
、
現
存
在
と
い
う
言

葉
が
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
と
何
時
間
も
か
か
る
か
ら
、
い
ま
は
人
間
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。

こ
の
「
現
存
在
」
は
ド
イ
ツ
語
のD

asein

の
訳
だ
が
、D

ダ
ーa

は
英
語
のthere

「
そ
こ
」
と
い
う
副
詞
で
、s

ザ
イ
ン

ein

は
英
語
のto be

で
あ
る
。
文
字
ど
お
り
訳
せ
ば
「
そ
こ
に
あ
る
こ
と
」
だ
。
語
源
的
に
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
普
通
ド
イ
ツ
語
でD

asein

と
言
え
ば
、

一
般
に
事
物
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
言
う
。
そ
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
言
葉
だ
が
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
の
こ
と

を
表
す
の
に
使
う
。
そ
の
う
え
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

現
存
在
と
は
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
で
あ
る（
（1
（

。

な
ん
と
も
回
り
く
ど
い
言
い
回
し
だ
が
、
こ
う
し
た
表
現
に
は
、
こ
れ
ま
で
捉
え
切
れ
て
い
な
い
人
間
の
真
の
あ
り
方
を
捉
え
よ
う

と
す
る
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
従
来
人
間
は
、
た
と
え
ば
理
性
的
動
物
だ
と
か
、
罪
あ
る
被
造
物
だ
と
か
、
進
化
し
たD

N
A

の
運
搬

者
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
定
義
さ
れ
て
き
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
い
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
の
は
、
わ
た
し
た

ち
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
。
古
今
東
西
、
た
く
さ
ん
の
人
間
が
い
る
。
将
来
も
、
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ど
の
人
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も
、
た
と
え
ば
「
理
性
的
動
物
」
と
定
義
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
も
重
要
な
こ
と
だ
が
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
も
っ
と

切
実
な
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
自
分
は
、
そ
れ
ら
の
ど
の
理
性
的
動
物
で
も
な
く
、
な
ぜ
、
よ
り
に
よ
っ
て
こ
の

0

0

理
性
的
動
物
な
の
か

―
少
な
か
ら
ぬ
人
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
子
供
の
頃
悩
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
で
あ
る
と

こ
ろ
の
存
在
者
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
人
間
の
こ
と
で
あ
る（
（1
（

。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
者
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
見
る
と
、
要
す
る
に
現
存
在
と
言
っ
て

も
、
結
局
デ
カ
ル
ト
が
「
わ
れ
」
と
い
っ
た
も
の
、
カ
ン
ト
が
主
観
と
言
っ
た
も
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
し

か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
。
そ
の
理
由
は
、
世
界=

内=

存
在
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
現
存
在
に
は
世
界=

内=

存
在
が
、
そ
の
本
質
上
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
重
要
で
あ
る
。

（　

世
界=

内=

存
在

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
心
と
物
体
、
主
観
と
客
観
を
ま
ず
設
定
し
て
お
い
て
、
そ
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
従
来
の
認
識
論
は
、

人
間
や
世
界
を
考
え
る
う
え
で
か
な
り
不
自
然
な
問
題
設
定
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

現
実
に
存
在
す
る
人
間
は
、
ま
ず
心
で
は
な
い
し
、
わ
た
し
た
ち
の
身
の
回
り
の
世
界
も
、
人
間
と
無
関
係
な
物
体
の
塊
、
た
と
え

ば
ア
ト
ム
の
集
積
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
気
づ
い
た
と
き
に
は
す
で
に
、
一
定
の
、
意
味
の
あ
る
世
界
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て

い
る
し
、
世
界
の
ほ
う
も
、
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

世
界=

内=

存
在
と
い
う
言
葉
は
ド
イ
ツ
語
でIn-der-W

elt-sein

と
い
う
。
英
語
で
言
え
ばin-the-w

orld-being

、
あ
る
い
は

being-in-the-w
orld

だ
が
、
こ
れ
はI am

 in the w
orld.

（
わ
た
し
は
世
界
の
内
に
あ
る
）
と
い
う
文
章
を
縮
め
た
表
現
だ
と
考
え
れ
ば
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い
い（
（1
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
表
現
を
便
宜
上
三
つ
の
要
素
に
区
分
け
す
る
。
つ
ま
りthe w

orld

とI

とam
 in

（
こ
のam

 in

を
動
名
詞

に
す
る
とin-being

で
あ
る
）。
さ
て
、
こ
のthe w

orld

とI

とin-being

と
い
う
三
つ
の
要
素
に
世
界=

内=

存
在
を
分
解
し
た
う
え
で
、

そ
の
三
要
素
を
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
い
ま
言
っ
た
順
序
で
論
じ
て
い
く
。
し
か
し
そ
の
さ
い
け
っ
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

ど
の
要
素
に
も
、
ほ
か
の
二
つ
の
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ばthe w

orld

（
世
界
）
の
な
か
に
す
で

に
ほ
か
の
二
つ
の
要
素I 

（
わ
た
し
）
とin-being

（
内
存
在
）
が
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
入
っ
て
い
る
。I

の
な
か
に
もthe w

orld

と

in-being

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
世
界
の
な
か
に
い
な
い
わ
た
し
は
あ
り
得
な
い
。
わ
た
し
の
い
な
い
世
界
は
あ
り

得
な
い
。
そ
し
て
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
場
合
の
「
世
界
」
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
わ
た
し
の
生
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
か

ら
な
る
、
い
わ
ば
「
意
味
の
織
物
」、
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
言
っ
て
も
、
言
葉
の
意
味
の
こ
と
で
は
な
く
、
も
っ
と
以
前
の
、
つ
ま
り
言
語
以
前
の
モ
ノ
の
あ
り
方
の

意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
交
通
信
号
の
赤
を
例
に
と
っ
て
以
下
で
考
え
て
み
よ
う
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
近
頃
自
動
車
に
取
り

付
け
ら
れ
た
回
転
可
能
な
矢
」
と
い
う
例
を
『
存
在
と
時
間
』
で
提
出
し
て
い
る（

11
（

が
、
最
近
の
若
い
人
に
は
こ
の
道
具
（「
方
向
指
示
器
」

と
い
う
意
味
）
は
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
信
号
機
の
例
を
使
っ
て
述
べ
る
。

信
号
機
の
赤
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
。
信
号
の
赤
は
た
ん
な
る
色
、
た
ん
な
る
視
覚
像
で
は
な
い
。「
と
ま
れ
」
と
い
う

意
味
で
あ
る（
1（
（

。
た
と
え
ば
そ
ん
な
ふ
う
に
、
す
べ
て
の
モ
ノ
に
は
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
モ
ノ
の
存
在
の
意
味
、
モ
ノ
が
そ
こ
に
そ
う

し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
ふ
つ
う
誰
で
も
あ
る
程
度
分
か
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
。
モ
ノ
が
そ
こ

に
あ
る
こ
と
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
「
存
在
了
解
」（Seinsverständnis
）
と
言
う
。
こ
の
存
在
了
解
、
つ
ま
り
存
在
す
る
モ

ノ
が
含
意
す
る
意
味
の
理
解
、
意
味
の
分
か
り
が
、
人
間
の
行
動
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
飛
行
機
の
コ
ッ
ク
ピ
ッ
ト
に
は
、
た
く
さ
ん
の
計
器
や
ボ
タ
ン
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
存
在
の
意
味
が
、
少
な
く
と
も
パ
イ

ロ
ッ
ト
は
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
世
界
に
慣
れ
親
し
ん
だ
人
は
、
そ
の
モ
ノ
の
意
味
を
分
か
っ
て
い
る
。
分
か
っ
て
い
る
人
は
、
操
作

が
で
き
る
。
し
か
し
わ
た
し
に
は
分
か
ら
な
い
。（
む
ろ
ん
、
分
か
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
が
、
操
作
の
仕
方
ま
で
は
分
か
ら
な
い
）。

分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
飛
行
機
を
操
縦
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
動
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
分
か
る
」
は
、「
で
き
る
」
に
通
じ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
難
し
く
言
え
ば
、
存
在
了
解
が

未
来
の
可
能
性
を
開
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
世
界
の
な
か
に
存
在
す
る
も
の
ご
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
す
べ
て
意
味
の
う
え
で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら

の
つ
な
が
り
が
、
結
局
は
、
人
間
が
こ
れ
か
ら
や
る
こ
と
を
指
し
示
し
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
支
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
の

例
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
さ
し
あ
た
り
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
世
界
に
存
在
す
る
道
具
た
ち
か
ら
分
析
を
始
め
て
い

る
。わ

た
し
た
ち
の
も
っ
と
も
身
近
に
あ
る
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
す
べ
て
道
具
と
い
う
あ
り
方
を
し
た
も
の
と
し
て
了
解

さ
れ
て
い
る
。
眼
の
前
に
あ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
、
も
の
を
書
く
道
具
だ
し
、
食
器
は
食
べ
る
道
具
、
テ
レ
ビ
や
ス
マ
ホ
は
情
報
を
得
る

道
具
、
さ
っ
き
乗
っ
て
き
た
電
車
や
モ
ノ
レ
ー
ル
は
身
を
運
ぶ
道
具
、
服
は
身
を
保
護
し
た
り
、
時
に
は
異
性
を
惹
き
付
け
た
り
す
る

道
具
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
然
、
た
と
え
ば
湖
や
森
も
、
降
っ
て
き
た
雨
水
を
貯
め
た
り
酸
素
を
造
っ
て
く
れ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、

広
い
意
味
で
道
具
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
わ
た
し
た
ち
の
身
の
周
り
に
は
、
道
具
が
氾
濫
し
て
い
る
。
し
か
も
、

道
具
は
つ
ね
に
そ
の
使
用
者
を
含
意
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
手
袋
は
片
方
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
右
と
左
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
手
袋
に
な
る
の
だ
。
使
う
人
間
が
左
右
二
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つ
の
手
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
手
袋
は
手
袋
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
手
袋
は
、
コ
ー
ト
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
マ
フ
ラ
ー
と
も
、
ブ
ー
ツ
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
手
袋
は
コ
ー
ト
、
マ
フ
ラ
ー
、
ブ
ー
ツ
、
冬
用
の
ズ
ボ
ン
等
々
と
つ
な
が
り
、

そ
れ
ら
と
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
手
袋
は
手
袋
、
つ
ま
り
防
寒
具
と
し
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
道
具
は
、
こ
の
よ

う
に
互
い
に
つ
な
が
り
な
が
ら
、
人
間
の
こ
れ
か
ら
の
行
動
を
準
備
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
手
袋
は
他
の
衣
類
と
協
力
し
て
、
冬

の
外
出
の
手
助
け
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
外
出
は
、
外
出
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
。
外
出
は
た
と
え
ば
学
校
に
行
く
た
め
だ
っ
た
り
、

コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
た
め
だ
っ
た
り
、
買
い
物
に
行
く
た
め
だ
っ
た
り
す
る
。
わ
た
し
が
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
か
ら
手
袋
を
取
り
出
す
と
き
、

た
と
え
ば
学
校
へ
行
く
こ
と
、
そ
こ
で
教
え
た
り
学
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
先
取
り
さ
れ
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

そ
の
と
き
わ
た
し
は
、
未
来
の
わ
た
し
の
あ
り
方
を
半
ば
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
は
、
現
在
眼
の
前
に

あ
る
事
や
モ
ノ
に
か
か
わ
り
没
頭
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
じ
つ
は
す
で
に
将
来
を
先
取
り
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
未
来
に
生

き
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
道
具
の
こ
の
よ
う
な
意
味
の
つ
な
が
り
、
こ
れ
を
道
具
連
関
と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ご
く
単

純
な
例
で
あ
る
。
事
物
の
意
味
の
つ
な
が
り
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
存
在
す
る
も
の
の
意
味
の
こ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
、
簡
単
に
言
う
と
、
世
界
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
世
界
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
な
る
純
然
た
る
物
体
の
塊
で
も
延
長
体
で
も
な
く
て
、
一
連
の
意
味
あ
る
も
の
に
満
ち
て
い
る
。

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
世
界
は
人
間
的
な
意
味
に
満
ち
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
に
便
利
な
グ
ッ

ズ
を
身
の
周
り
に
集
め
て
い
る
。
そ
の
人
の
持
ち
物
や
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
（
つ
ま
り
、
そ
の
人
の
道
具
世
界
）
を
見
れ
ば
、
そ
の
人

が
お
よ
そ
誰
で
あ
る
か
は
見
当
が
つ
く
。
年
齢
、
性
別
、
国
民
性
、
職
業
、
趣
味
、
性
格
等
々
、
人
が
違
え
ば
世
界
も
違
う
わ
け
で
あ
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る
。
世
界
が
違
え
ば
人
も
違
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
身
の
周
り
の
世
界
と
は
言
っ
て
も
、
世
界
を
構
成
す
る
の
は
必
ず
し
も
道
具
だ
け
で
は
な
い
。
わ
た
し
の
周
り
に
い
る
他

人
た
ち
も
、
わ
た
し
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
重
要
で
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
あ
る
人
を
知
り
た
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
友
達

を
見
な
さ
い
と
よ
く
言
わ
れ
る（
11
（

が
、
ひ
と
は
他
者
と
と
も
に
自
分
の
世
界
を
形
成
し
、
つ
ま
り
は
自
己
を
形
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
わ
た
し
」
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
世
界
で
あ
り
、
世
界
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
わ
た
し
で
あ
る
。
ひ
と
は
、

そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
孤
立
し
た
「
わ
れ
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・

ガ
セ
ッ
ト
は
、「
わ
れ
と
は
、
わ
れ
と
わ
れ
の
環
境
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る（
11
（

が
、
言
い
え
て
妙
で
あ
る
。
世
界=

内=

存
在
と
は
そ
う
い
う
人
間
の
基
本
的
な
あ
り
方
、
哲
学
者
が
作
り
あ
げ
る
抽
象
的
な
「
わ
れ
」
と
い
っ
た
も
の
以
前
に
あ
る
基
本
的
な

人
間
の
あ
り
方
を
表
す
概
念
な
の
で
あ
る（
11
（

。

（　

時　

間　

性

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
世
界
と
い
う
も
の
に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
、
現
に
あ
る
世
界
を
将
来
に

向
け
て
変
え
て
い
っ
た
り
、
新
し
い
世
界
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
世
界
に
投
げ

込
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
勝
手
に
親
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
代
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
な

い
。
わ
た
し
は
七
〇
年
前
に
千
葉
県
で
生
ま
れ
た
が
、
一
七
世
紀
や
二
三
世
紀
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生

ま
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
変
更
不
可
能
な
事
実
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
事
実
性
（Faktizität

）
と
言
う
の
だ
が
、
こ
の
事
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実
性
は
結
局
は
、
自
分
の
過
去
を
取
り
消
す
、
あ
る
い
は
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
来
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
特
定
の
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
特

定
の
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
す
で
に
存
在
す
る
過
去
の
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
、
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ

ら
ず
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
育
ま
れ
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
た
し
に
固
有
な
こ
の
過
去
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

わ
た
し
の
未
来
は
ほ
か
の
人
に
は
な
い
わ
た
し
に
固
有
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
り
う
る
。
過
去
の
世
界
は
自
分
の
未
来
の
世
界
を
切
り

開
い
て
い
く
た
め
の
不
可
欠
な
基
盤
だ
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う（
11
（

。
こ
の
基
盤
の
上
で
ひ
と
は
誰
し
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
明
日
の
た
め
に
、

今
日
を
生
き
て
い
る
。

世
界=

内=

存
在
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界=

内=

存
在
の
根
底
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と

し
て
人
間
が
時
間
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
人
間
が
時
間
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
時
間
性
（Zeitlichkeit

）
と
言
う
。
世
界=
内=

存
在
が
可
能
な
の
は
時
間
性
と
い
う
人
間
の
存
在
の
仕
方
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
『
存
在
と
時
間
』
第
六
九
節
の
タ
イ
ト
ル
の
前
半
部
分
「
世
界=

内=

存
在
の
時
間
性
」

と
い
う
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

時
間
性
の
話
は
や
や
こ
し
い
の
で
今
回
は
や
め
て
お
く
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
我
（
わ
れ
）
と
は
、
は
じ
め
か
ら
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
う
ち
に
生
き
て
存
在
し
て
い
る
。
世
界=

内=

存
在
と
は
そ
う
い
う
概
念
で
あ
る
。

（　

存
在
論
的
超
越

さ
て
、
超
越
の
話
に
戻
ろ
う
。
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先
ほ
ど
の
一
九
二
八
年
の
講
義
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
箇
所
を
ひ
い
て
お
く
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
講
義
で
、

現
存
在
は
存
在
者
を
超
越
す
る
。
そ
の
飛
び
越
え
は
世
界
へ
の
飛
び
越
え
で
あ
る
。

と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る（
11
（

。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
た
ち
は
ふ
つ
う
、
眼
の
前
に
あ
る
個
々
の
物
事
を
見
た
り
、
聴
い
た
り
、
触
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
働
き
か
け
た
り
し

て
い
る
。
い
ま
現
に
眼
の
前
に
あ
る
モ
ノ
や
事
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
赤
信
号
で
言
え
ば
、
赤
信
号
を
見
て
、
歩
み
を
止
め

る
。
こ
う
し
た
行
為
が
で
き
る
の
は
、
す
で
に
わ
た
し
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
交
通
規
則
か
ら
な
る
全
体
、
い
わ
ゆ
る
交
通
体
系
を
分

か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
も
の
ご
と
の
存
在
の
意
味
が
分
か
り
、
そ
れ
ら
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
前
に
す
で
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
そ
れ
ら
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
、
そ
れ
ら
が
置
か
れ
て
い
る
意
味
の
体
系
が
分
か
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
交
通
体
系
を
意
味
の
体
系
と
い
う
の
は
少
し
大
げ
さ
だ
が
、
全
体
が
ま
ず
分
か
っ
た
う
え
で
個
々
の
記
号
や
信
号
の
意

味
が
分
か
る
と
い
う
点
で
は
、
ほ
か
の
場
合
も
同
じ
だ
。
言
語
は
記
号
の
代
表
例
だ
が
、
言
葉
の
意
味
も
文
脈
で
決
ま
っ
て
く
る
と
よ

く
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
も
全
体
が
先
に
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
の
意
味
が
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
記
号
や
信
号
の
体
系
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
体
系
、
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
中
に
生
き
て
い
る
。
私
た
ち
が
参
加
す
る
ゲ
ー
ム（
11
（

は
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
体
系
は
相
互
に
絡
み
合
い
、

ま
た
互
い
に
矛
盾
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
同
じ
ひ
と
つ
の
存
在
者
が
、
複
数
の
意
味
体
系
、
い
ろ
い
ろ
な
ゲ
ー
ム
に
同
時
に

属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
い
ま
大
事
な
こ
と
は
、
眼
の
前
の
個
々
の
存
在
者
、
個
々
の
事
柄
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
背
景
と
し
て
世
界
が
分
か
っ
て
い

る
、
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
知
覚
や
行
動
の
前
提
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
内
部
に
あ
る

個
々
の
存
在
者
の
意
味
は
、
こ
の
全
体
と
し
て
の
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
際
立
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
現
存
在
の
行
な
う
了
解
の
順

序
か
ら
言
う
と
、
先
ほ
ど
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
い
回
し
、
つ
ま
り
「
現
存
在
が
存
在
者
を
越
え
る
、
そ
れ
も
世
界
へ
向
か
っ
て
越
え
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
存
在
が
個
々
の
存
在
者
を
越
え
て
世
界
へ
至
る
こ
の
超
越
を
、
い
ま
こ
こ
で
「
存
在
論
的
超
越
」

と
言
っ
て
お
く
。
現
存
在
つ
ま
り
人
間
は
、
こ
と
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
世
界
へ
と
存
在
論
的
に
超
越
し
て
、
そ
の
う
え
で
、
世
界
の
内

部
に
あ
る
個
々
の
も
の
ご
と
に
戻
っ
て
く
る
。
こ
の
往
復
運
動
を
、
現
存
在
は
、
み
ず
か
ら
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
行
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

（　

地　
　
　

平

さ
て
、
難
し
い
つ
い
で
に
、
も
う
ひ
と
つ
哲
学
用
語
を
紹
介
す
る
。
哲
学
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
と
き
ど
き
「
地
平
」（H

orizont

）

と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。

何
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
。
わ
た
し
も
最
初
こ
の
言
葉
を
聴
い
た
時
、
何
を
考
え
て
い
い
か
分
か
ら
な

く
て
と
て
も
困
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
地
平
線
は
、
分
か
る
。
し
か
し
地
平
と
は
な
に
ご
と
だ
！　

と
思
っ
た
も
の
だ
。
今
は
少
し
分
か

る
。
地
平
と
は
、
一
定
の
地
平
線
で
囲
ま
れ
た
場
の
こ
と
だ
。
い
わ
ば
土
俵
で
あ
る
。
そ
の
土
俵
の
上
で
い
ろ
い
ろ
な
具
体
的
な
こ
と

が
行
な
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
場
の
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
や
言
説
や
行
動
が
そ
れ
を
背
景
に
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
土
俵
の
上
で
行
な
わ

れ
る
場
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
こ
の
机
を
机
と
し
て
知
覚
す
る
と
き
に
、
じ
っ
さ
い
に
わ
た
し
に
見
え
て
い
る
の
は
、
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こ
ち
ら
側
つ
ま
り
一
面
だ
け
で
あ
る
。
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
画
家
が
描
く
絵
で
な
い
か
ぎ
り
、
同
時
に
す
べ
て
の
面
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
わ
た
し
た
ち
は
一
面
し
か
モ
ノ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
視
覚
像
を
机
の
一
面
と
し

て
見
て
い
る
、
つ
ま
り
ほ
か
の
面
も
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
机
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
知
覚
の
場
合
に
は
、

顕
在
化
し
て
い
な
い
ほ
か
の
側
面
、
潜
在
的
な
背
景
が
し
ば
し
ば
地
平
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
机
を
机
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
大
き
な
地
平
を
必
要
と
す
る
。
私
た
ち
は
、
ま
ず
椅
子
や
教
壇
や
黒
板
な
ど
か
ら
な
る
地
平
へ
と
超
越
し
、
教
室
あ
る
い
は
学

習
と
い
う
世
界
を
理
解
し
た
う
え
で
、
こ
の
机
と
い
う
眼
の
前
の
道
具
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
机
を
机
と
し
て
見
る
と
は
、
そ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
室
全
体
を
、
い
わ
ば
「
込
み
」
で
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
地
平
、
あ
る
い
は
大
げ
さ
に
言
え
ば

意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
地
平
の
う
ち
に
現
存
在
す
な
わ
ち
人
間
は
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
が
世
界=

内=

存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（　

世
界=

内=

存
在
と
超
越

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
「
世
界=

内=
存
在
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
よ
う
な
超
越
だ

と
言
う（
11
（

。
で
は
こ
の
場
合
、
最
初
に
述
べ
た
超
越
の
三
つ
の
構
成
要
素
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
う
な
る
。（
（
）
現
存
在
が
、（
（
）
個
々

の
存
在
者
を
、（
（
）
世
界
に
向
け
て
越
え
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
も
う
い
ち
ど
、
個
々
の
存
在
者
、
個
々
の
も
の
ご
と
に
帰
っ
て
く

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
往
復
運
動
は
、
さ
し
あ
た
り
わ
た
し
た
ち
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
い
ま
現
前
し
て
い
る
モ

ノ
や
事
や
人
に
没
頭
し
て
い
て
、
自
分
が
実
際
に
あ
ら
か
じ
め
行
な
っ
て
い
る
、
世
界
へ
の
存
在
論
的
超
越
に
気
づ
か
な
い（
11
（

。
樹
を
見
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て
森
を
見
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
頽
落
」（Verfallen

）
と
呼
ん
で
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ふ
つ

う
、
眼
の
前
の
仕
事
や
相
手
に
の
め
り
込
み
、
そ
こ
に
い
わ
ば
落
っ
こ
ち
て
、
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
、
と
で
も
言
え
ば
い
い

だ
ろ
う
か（
1（
（

。

わ
た
し
た
ち
が
現
に
見
て
い
た
り
、
相
手
に
し
て
い
た
り
し
て
い
る
モ
ノ
や
事
や
人
は
、
本
当
は
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
一
ピ
ー
ス
で

あ
る
。
こ
の
小
さ
な
一
ピ
ー
ス
の
意
味
が
分
か
る
た
め
に
は
、
す
で
に
全
体
が
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
を
言
え
ば
、
い
っ

た
ん
全
体
図
を
見
る
な
り
、
そ
れ
を
予
感
す
る
な
り
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
世
界
の
内
に
あ
る
個
々
の
も
の
ご
と
の
意
味
が
分
か
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
う
え
で
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ら
の
存
在
者
た
ち
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
え
て

し
て
、
現
前
の
存
在
者
に
の
め
り
込
ん
で
全
体
を
見
な
い
も
の
だ
。
こ
の
頽
落
は
日
常
的
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
ご
く
自
然
な
態
度
だ

が
、
こ
の
態
度
こ
そ
、
近
代
哲
学
の
主
観
客
観
関
係
を
基
軸
に
し
た
認
識
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
主
観
が
あ
り
、
あ
ち

ら
に
客
観
が
あ
る
と
い
う
構
図
は
、
そ
も
そ
も
世
界
の
う
ち
で
は
じ
め
て
描
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
も
う
す
で
に
世
界
が

開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
構
図
で
あ
る（

11
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
近
代
哲
学
の
ひ
そ
か
な
前
提
を
、
そ
う
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
を

超
越
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
な
る
。
認
識
論
的
超
越
は
、
存
在
論
的
超
越
を
前
提
に
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ

と
自
体
を
忘
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
批
判
を
、
そ
う
言
い
表
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
近
代
哲
学
は
忘
却（
11
（

の
上
に
乗
っ

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
面
白
い
、
な
か
な
か
う
が
っ
た
見
方
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
忘
却
を
否
定
し
て
存
在
論
的
超
越

を
思
い
起
こ
す
こ
と
。
そ
れ
が
哲
学
の
真
の
使
命
だ
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

だ
い
ぶ
難
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
最
後
に
し
よ
う
。
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四　

む　

す　

び

ド
イ
ツ
の
詩
人
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
い
う
ひ
と
が
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
詩
人
の
詩
を
講
義
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
て
い
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
「
回
想
」（A

ndenken

）
と
い
う
詩
が
あ
る
が
、
そ
の
詩
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
四
一
年
～
四
二
年
の
冬
学
期
の
講

義
で
丁
寧
に
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
中
で
詠
わ
れ
て
い
る
「
祭
り
の
日
々
」
と
い
う
言
葉
を
解
釈
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ

う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
重
要
な
の
で
引
用
す
る
。

 

祝
祭
。
そ
れ
は
自
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
注
意
深
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
問
う
こ
と
で
あ
り
、
熟
慮
す
る
こ
と
、
待
つ
こ
と
で

あ
っ
て
、
不
思
議
な
こ
と
へ
の
予
感
を
い
っ
そ
う
目
覚
め
さ
せ
る
べ
く
越
え
出
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
で
は
不
思
議
な
こ
と
と
は

な
に
か
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の
周
り
に
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
存
在
者
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
無
が

あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
モ
ノ
た
ち
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
れ
ら
の
モ
ノ
た
ち
の
只
中
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

自
身
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
自
分
た
ち
が
何
者
で
あ
る
か
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し

た
こ
と
す
べ
て
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と

―
こ
れ
こ
そ
が
不
思
議
な
こ
と
な
の
で
あ
る（
11
（

。

お
祭
り
の
日
、
す
な
わ
ち
祝
日
に
わ
た
し
た
ち
は
仕
事
を
休
む
。
ス
ィ
ッ
チ
を
切
っ
て
、
オ
フ
の
状
態
に
な
る
。
仕
事
を
休
む
の
は

何
の
た
め
か
と
言
う
と
、
次
の
日
に
元
気
に
働
く
た
め
、
そ
の
英
気
を
養
う
た
め
と
い
う
の
で
は
、
祝
日
は
結
局
は
日
々
の
労
働
に
さ
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さ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
祝
日
に
は
、
労
働
へ
向
か
う
自
分
を
自
制
し
て
、
も
っ
と
別
の
こ
と
、

も
っ
と
本
質
的
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
わ
た
し
た
ち
が
眼
の
前
の
日
々
の
仕
事
に
追
わ
れ
て
忘
れ

て
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
。
自
分
と
世
界
の
存
在
が
、
じ
つ
は
と
て
も
不
思
議
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
日
々
の
歩
み
を
止
め

て
熟
慮
し
て
み
る
こ
と
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
祝
日
の
意
味
を
こ
こ
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
、
先
ほ
ど
の
話
に
引
き
付
け
て
言
え
ば
こ
う
な
る
。
わ
た
し
た
ち
は
み
ず
か
ら
行
な
っ
て
い
る
世
界
へ
の
超
越
を
、
眼
の
前

の
仕
事
に
没
頭
し
た
り
そ
れ
を
追
い
か
け
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
忘
却
を
否
定
し
、
超
越
を
思
い
起
こ
す
こ

と（
11
（

。
こ
れ
こ
そ
、
祝
祭
の
日
に
な
す
べ
き
こ
と
だ
、
そ
ん
な
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
カ
ン
ト
も
ま
た
そ
の
哲
学
の
な
か
で
似
た
よ
う
な
祝
祭
に
参
加
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト

も
、
認
識
論
的
超
越
を
自
覚
化
す
る
こ
と
に
、
自
分
の
超
越
論
的
哲
学
の
役
割
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の

眼
の
前
に
あ
る
客
観
は
、
わ
た
し
た
ち
主
観
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
に
成
立
し
て
い
る
、
そ
ん
な
ふ
う
に
わ
た
し
た
ち
は
日
常
的
に
思
い

込
ん
で
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
向
こ
う
側
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
理
性
の
メ
ガ
ネ
を
通
し
て

現
れ
て
く
る
現
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
理
性
を
通
し
て
、
客
観
へ
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
超
越
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
従
来

の
認
識
論
は
、
経
験
に
先
立
つ
こ
の
超
越
を
い
わ
ば
忘
れ
て
、
認
識
は
対
象
に
依
存
す
る
と
考
え
て
い
る
。
忘
れ
ら
れ
た
そ
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
超
越
を
反
省
し
自
覚
す
る
こ
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
目
標
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
カ
ン
ト
の
哲
学
も
、
い
わ
ば
真
の
祝
祭
の
営
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、
哲
学
の
問
題
設
定
も
、
目
指
す
目
標
も
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
つ
ね
に

す
で
に
、
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
行
な
っ
て
い
る
超
越
と
い
う
営
み
の
不
思
議
に
驚
き
の
眼
を
向
け
る
と
い
う
そ
の
一
点
で
、
二
人
は
同
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じ
祭
日
を
寿
い
で
い
た
の
で
は
な
い
か（
11
（

。

哲
学
は
実
存
の
本
来
的
な
可
能
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
せ
わ
し
な
い
日
常
か
ら
眼
を

転
じ
て
、
た
と
え
つ
か
の
間
で
あ
れ
、
こ
の
祝
祭
の
歴
史
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
は
、
よ
く
生
き
る
た
め
に
是
非
と
も
必
要
な
の
で

は
な
い
か
。
わ
た
し
は
つ
ね
づ
ね
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
思
う
の
は
、
む
ろ
ん
わ
た
し
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
、
も
う
ひ
と
り
の
偉
大
な
ド
イ
ツ
の
詩
人
も
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
千
年
を
解
く
す
べ
を
も
た
な
い
者
は

闇
の
な
か
、
未
熟
な
ま
ま
に

そ
の
日
そ
の
日
を
生
き
る（
11
（

注
（
（
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
七
日
に
中
央
大
学
文
学
部
で
行
な
わ
れ
た
最
終
講
義
の
原
稿
を
基
に
し
、
そ
の
論
考
に
大
幅
に
手
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。
論
述
の
内
容
は
（
と
く
に
注
に
お
い
て
）
口
頭
発
表
時
よ
り
も
専
門
的
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
原
稿
の
一
部
（
主

に
前
半
部
）
は
『
中
央
評
論
』
二
〇
二
〇
年
春
号
（no. （（（

）
に
エ
ッ
セ
イ
「
ち
ょ
っ
と
だ
け
哲
学
用
語
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
文
脈
が
異

な
れ
ば
そ
の
意
味
も
お
の
ず
と
異
な
る
の
で
、
重
複
を
恐
れ
ず
こ
の
部
分
も
再
録
し
た
。

（
２
）  H

eidegger, W
egm

arken

所
収
のVom

 W
esen des G

rundes

（
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
）
よ
り
。G

esam
tausgabe

〔
以
下G

A
.

と
略
記
〕

B
d. （ , S. （（（ , A

nm
. （（ .

な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
引
用
はSein und Zeit
以
外
は
こ
の
全
集
版
に
よ
る
。
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（
３
） 

筆
者
の
略
年
譜
に
つ
い
て
は
『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』（
哲
学
、
第
五
九
号
、
二
〇
一
七
年
）
の
一
三
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。

（
４
） 

笹
谷
満
（
一
九
二
一
年
～
一
九
九
三
年
）、
山
形
大
学
名
誉
教
授
。
著
書
に
、『
懐
疑
・
言
語
・
真
理
―
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
哲
学
』（
理
想
社
、

一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
笹
谷
先
生
の
思
い
出
を
つ
づ
っ
た
拙
稿
「
異
国
に
て
笹
谷
先
生
を
悼
む
」
が
追
悼
集
『
ボ
レ
ア
ス
の
如

く
に
』（
一
九
九
四
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（
） 
細
谷
貞
雄
（
一
九
二
〇
年
～
一
九
九
五
年
）、
東
北
大
学
名
誉
教
授
、
岡
山
大
学
名
誉
教
授
。
著
書
に
、『
歴
史
哲
学
』（
一
九
四
八
年
、
春

秋
社
）、『
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
』（
一
九
七
一
年
、
未
來
社
）、『
哲
学
の
作
文
―
現
代
ド
イ
ツ
哲
学
研
究
―
』（
一
九
七
五
年
、
未
來
社
）、『
細

谷
貞
雄　

ニ
ー
チ
ェ
特
殊
講
義
』（
二
〇
一
三
年
、
東
北
大
学
出
版
会
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、『
細
谷
貞
雄　

ニ
ー
チ
ェ
特
殊
講
義
』
に
つ
い

て
は
拙
稿
（「
宙
（
お
お
ぞ
ら
）」
第
二
八
号
、
東
北
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
の
書
評
も
参
照
せ
よ
。

（
（
） 

木
田
元
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
木
田
元
先
生
と
読
書
会
の
思
い
出
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
哲
学
、
第
五
七
号
、
二
〇
一
五
年
）
で
詳

し
く
論
じ
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）  ideal

（
ド
イ
ツ
語
で
読
む
と
「
イ
デ
ア
ー
ル
」）
は
、「
理
想
的
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
８
） 

神
は
創
造
主
で
あ
っ
て
、
被
造
世
界
を
超
越
し
て
い
る
と
西
欧
で
は
お
お
む
ね
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
、
と
き
に
は
内
在
神
と
い
う

考
え
方
も
思
想
史
に
登
場
し
て
く
る
。
近
代
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
神
即
自
然
」
と
い
う
汎
神
論
思
想
も
、
そ
う
し
た
内
在
神
（
世
界
の
内
部
に

存
在
す
る
神
）
の
考
え
方
で
あ
る
。

（
（
） 

ニ
ー
チ
ェ
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
大
衆
向
け
の
プ
ラ
ト
ン
哲
学
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
善
悪
の
彼
岸
』
序
文
）。「
神
は
死
ん
だ
」
と
い

う
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
は
、
直
接
に
は
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
意
味
す
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
真
の
敵
は
そ
の
背
後
に
潜
む
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
は
自
分
の
哲
学
を
「
逆
転
し
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
」（『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
第
三
巻
〔
第
Ⅰ
期
〕
白
水
社
、
二
六
七
頁
）
と
呼
ん
で
、
そ
の
プ

ラ
ト
ン
と
対
決
し
て
い
る
。

（
（0
）  K

ant, K
ritik der reinen Vernunft, A（ .

な
お
、
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
個
所
は
以
下
、
慣
例
に
従
っ
て
表
記
す
る
。

（
（（
） 

カ
ン
ト
は
「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。「
わ
た
し
が
〈
超
越
論
的
〉
と
名
づ
け
る
認
識
は
、
対
象
に
〔
直
接
〕

か
か
わ
る
認
識
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
一
般
を
認
識
す
る
仕
方
―
そ
れ
も
、
そ
の
認
識
の
仕
方
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
だ

と
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
―
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
認
識
を
、
わ
た
し
は
〈
超
越
論
的
（transzendental

）〉
と
名
づ
け
る
」（K

ritik der reinen 

Vernunft, B（（

）。
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（
（（
） 

主
観
の
か
な
た
に
主
観
か
ら
独
立
に
実
在
す
る
物
の
こ
の
よ
う
な
自
体
存
在
（an sich Sein

）
を
、
哲
学
で
は
伝
統
的
に
「
実
在
性
」（reality, 

R
ealität, réalité

）
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
、R

ealität

概
念
お
よ
び
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
概
念
に
関
す
る
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
は

拙
論
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
―
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
―
」（「
人
文
研
紀
要
」
第
九
四
号
お
よ
び
第
九
七
号
、
中
央
大
学
人
文

科
学
研
究
所
、
二
〇
一
九
年
～
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
せ
よ
。

（
（（
） 
昨
日
ま
で
太
陽
は
東
か
ら
昇
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
過
去
の
経
験
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
経
験
か
ら
、
明
日
も
必
ず

0

0

太
陽
が
昇
る
と
い
う

保
証
は
導
き
出
せ
な
い
。
そ
う
語
る
人
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
代
表
的
な
哲
学
者
の
ひ
と
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
太
陽
が
明
日
昇
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
仮
説
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
わ

れ
わ
れ
は
太
陽
が
昇
る
か
ど
う
か
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」（W

ittgenstein, T
ractatus logico-philosophicus,6. 36311, 

W
erkausgabe, B

d. I, Suhrkam
p, S. （（

〔『
論
理
哲
学
論
考
』
六
・
三
六
三
一
一
〕）。

（
（（
）  K

ant, K
ritik der reinen Vernunft, B

, X
V

I.

（
（（
） 

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
平
明
な
注
釈
書
を
書
い
た
H
・
J
・
ペ
イ
ト
ン
も
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
「
青
い
サ
ン
グ
ラ
ス
」

の
比
喩
で
説
明
し
て
い
る
。
詳
し
く
はH

. J. Paton, K
ant’s M

etaphysic of E
xperience, vol. I,

（A
LLE

N
 &

 U
N

W
IN

 LT
D

, （（（（

） p. （（（ . 

を
参
照
せ
よ
。
な
お
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
初
期
（
一
九
一
二
年
）
の
論
文
で
、
現
象
主
義
の
代
表
を
カ
ン
ト
だ
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
立
場
を

次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
事
物
を
、
た
ん
に
主
観
的
な
ベ
ー
ル
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
姿
で
の
み
認
識
す
る
」

（H
eidegger, Frühe Schriften, G

A
., B

d. （ , S. （
）。

（
（（
） 

不
可
知
論
（agnosticism

）
と
は
、〈
現
象
の
背
後
に
あ
る
事
物
の
本
当
の
姿
は
知
り
え
な
い
〉
と
す
る
説
で
あ
る
。
な
お
、
近
代
哲
学
に

お
け
る
不
可
知
論
の
意
義
に
つ
い
て
は
カ
イ
・
ニ
ー
ル
セ
ン
の
「
不
可
知
論
」（『
知
の
分
光
学
』
平
凡
社
、
所
収
）、
お
よ
び
そ
の
解
説
（
拙
稿
）

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
（（
）  H

eidegger, Sein und Zeit, M
ax N

iem
eyer, S. （ .

（
（（
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
、
現
存
在
を
定
義
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
存
在
」（D

asein

）
と
い
う
言

葉
が
こ
の
書
の
な
か
で
人
間
を
表
わ
す
た
め
に
最
初
に
出
て
く
る
箇
所
（
第
二
節
）
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
で
あ
る
と

こ
ろ
の
こ
の
存
在
者
、
と
り
わ
け
問
う
と
い
う
存
在
可
能
性
を
有
す
る
こ
の
存
在
者
に
、
わ
れ
わ
れ
は
現
存
在

0

0

0

と
い
う
専
門
用
語
を
あ
て
る
」

（Sein und Zeit, ibid.

）。
現
存
在
と
い
う
存
在
者
を
他
の
存
在
者
か
ら
区
別
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
特
徴
の
う
ち
、「
問
う
と
い
う
存
在
可
能
性
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を
有
す
る
」
の
く
だ
り
は
、
少
し
説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
答
え
ど
こ
ろ
か
、
問
い
を
立
て
る
こ

と
が
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
い
。
だ
か
ら
ま
ず
し
っ
か
り
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
指
摘
し
た
う
え
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

そ
も
そ
も
問
う
と
い
う
こ
と
に
は
三
つ
の
契
機
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
①
問
い
の
テ
ー
マ
、
②
問
い
の
答
え
、
そ
し
て
③
問
い
か
け

る
相
手
だ
。
た
と
え
ば
骨
董
市
で
見
つ
け
た
旧
い
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
買
う
と
き
の
問
い
で
は
、
こ
う
な
る
。
問
い
の
テ
ー
マ
は
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
、
そ
の
答
え
は
値
段
、
問
い
か
け
る
相
手
は
売
り
手
だ
。
さ
て
、
存
在
の
問
い
で
は
こ
の
三
つ
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
テ
ー
マ
は
当
然

「
存
在
」
だ
。
答
え
は
「
存
在
の
意
味
」。
で
は
だ
れ
に
こ
の
問
い
を
問
い
か
け
る
か
、
だ
れ
を
尋
問
す
れ
ば
い
い
か
。
石
や
動
物
や
机
や
数
式

は
、
問
い
か
け
て
も
答
え
て
く
れ
な
い
。
答
え
て
く
れ
そ
う
な
の
は
、
存
在
し
な
が
ら
も
そ
の
存
在
を
な
ん
と
な
く
分
か
っ
て
い
る
存
在
者
だ

け
で
あ
る
。
た
と
え
ど
ん
な
に
漠
然
と
し
た
分
か
り
方
で
あ
れ
、
自
分
や
他
人
や
事
物
や
過
去
や
未
来
が
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
と
な

く
分
か
っ
て
い
る
存
在
者
。
分
か
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
な
ん
で
キ
リ
ン
は
あ
ん
な
に
首
が
長
く
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
か
、「
な
ん
で
自
分
は

い
ま
こ
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
か
、
存
在
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
者
。
こ
ん
な
ふ
う
に
問
う
と
い
う
存
在
の
仕
方
が
で
き
る

存
在
者
に
、
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
は
訊
ね
て
み
る
し
か
な
い
。「
問
う
と
い
う
存
在
可
能
性
を
有
す
る
こ
の
存
在
者
」
と
い
う
こ
の
一
節
は
、

こ
う
し
た
文
脈
で
出
て
く
る
の
で
あ
る
。「
ど
の
存
在
者
に
存
在
の
問
い
を
尋
ね
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
、
問
い
の
こ
の
第
三
の
契
機
か
ら
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
（
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
）
は
、
一
気
に
実
存
分
析
（
現
存
在
の
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
）
に
舵
を
き
る
こ
と
に

な
る
。

（
（（
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
ん
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（Sein und Zeit, S. （（（

）。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
「
わ
れ
」
か
ら
始
め
る
の
は
方
法
上

よ
ろ
し
く
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
ど
う
し
て
も
「
わ
れ
」
か
ら
出
発
し
た
い
と
い
う
人
が
い
る
よ
う
だ
か
ら
、
百
歩
譲
っ
て
「
わ
れ
」
と
い

う
表
現
を
使
っ
て
も
い
い
が
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
「
わ
れ
思
う
、
わ
れ
あ
り
」（cogito sum

）
で
は
な
く
て
、
順
序
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、「
わ

れ
あ
り
、
わ
れ
思
う
」（sum

 cogito

）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
のsum

（
ラ
テ
ン
語
でI am

の
こ
と
）

は
、I am

 in a w
orld.(Ich bin in einer W

elt.)

の
略
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
。

（
（0
） 

Sein und Zeit, S. （（ .

（
（（
） 

も
っ
と
も
、「
赤
」
と
い
う
像
も
す
で
に
特
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
現
前
し
て
い
る
も
の
が
「
こ
の
赤
さ
」
と
言

え
る
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
す
で
に
感
覚
与
件
へ
の
悟
性
の
働
き
か
け
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
感
性
と
悟
性
を
媒
介
し
て
こ
の
働

き
か
け
を
実
現
す
る
機
能
を
カ
ン
ト
は
「
図
式
機
構
」（Schem

atism
us

）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問

 28 



超越の哲学

題
』（
一
九
二
九
年
）
の
な
か
で
、
認
識
に
果
た
す
こ
の
機
構
の
隠
れ
た
重
要
性
を
明
解
に
指
摘
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「〈
図
式
―
像
〉

と
は
な
に
か
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
へ
の
一
考
察
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
哲
学
、
第
五
八
号
、
二
〇
一
六
年
）

を
参
照
せ
よ
。

（
（（
）  Sage m

ir,m
it w

em
 du um

gehst,so sage ich dir,w
er du bist.

（
君
が
誰
と
交
際
し
て
い
る
か
を
わ
た
し
に
言
い
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
、

君
が
誰
で
あ
る
か
を
言
お
う
―
ド
イ
ツ
の
諺
）。

（
（（
） 

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
め
ぐ
る
省
察
』（『
オ
ル
テ
ガ
著
作
集
１
』
長
南
実
訳
、
白
水
社
）
三
二
頁
。

（
（（
） 

こ
う
し
た
「
世
界
」
概
念
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
た
と
え
ば
現
代
の
文
化
人
類
学
者
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
人
間
は
自
分
自
身
が
は
り
め
ぐ
ら
し
た
意
味
の
網
の
中
に
か
か
っ
て
い
る
動
物
で
あ
る
」（
Ｃ
・
ギ
ア
ー
ツ
『
文
化
の
解
釈
学
Ⅰ
』
吉
田

禎
吾
・
柳
川
啓
一
・
中
牧
弘
允
・
板
橋
作
美
訳
、
岩
波
現
代
選
書
、
六
頁
）。
こ
の
「
意
味
の
網
（w

ebs of significance

）」
は
ギ
ア
ー
ツ
の

場
合
「
文
化
」
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
世
界
」
は
、
い
っ
そ
う
包
括
的
で
い
っ
そ
う
根
源
的
な
概
念
で
あ
る
。「
世
界=

内=

存
在
」

は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
」
概
念
を
も
可
能
に
す
る
現
存
在
の
根
源
的
な
存
在
構
造
で
あ
る
か
ら
だ
。

（
（（
） 

未
来
の
世
界
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
過
去
を
基
盤
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
で
、

根
拠
（G

rund

）
と
い
う
概
念
の
多
様
な
含
意
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
のG

rund

に
は
①Stiften

（
創
設
す
る
）

②B
oden-nehm

en

（
基
盤
・
足
場
を
と
る
）
③B

egründen

（
理
由
づ
け
る
）
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
あ
り
、
未
来
に
向
け
て
あ
り
う
べ
き

世
界
を
「
創
設
す
る
」
こ
と
が
可
能
な
た
め
に
は
、〔
す
で
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
〕
存
在
者
全
体
の
只
中
に
「
足
場
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て
現
前
の
対
象
に
つ
い
て
〈
な
に
ゆ
え
に
〉
と
い
う
「
理
由
づ
け
」
作
業
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て

い
る
（H

eidegger, Vom
 W

esen des G
rundes, G

A
., B

d. （ , S. （（（ ff

）。
な
お
、
こ
こ
に
は
時
間
性
と
の
相
似
性
（gleichw

ie, ibid., S. （（（

）

が
垣
間
見
ら
れ
る
が
、「
当
面
の
考
察
で
は
超
越
の
時テ
ン
ポ
ラ
ー
ル

間
的
な
解
釈
は
一
貫
し
て
意
図
的
に
脇
に
置
か
れ
続
け
て
い
る
」（ibid., S. （（（ , A

nm
. 

（0

）
た
め
に
、
時
間
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
、
残
念
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
一
九
二
九
年
に
発

表
さ
れ
た
こ
の
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
で
は
、
論
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
が
「
超
越
」
の
概
念
で
あ
る
。

（
（（
）  H

eidegger, M
etaphysiche A

nfangsgründe der Logik, G
A

., B
d. （（ , S. （（（ f.

（
（（
） 

後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
言
語
に
関
し
て
だ
け
で
は
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
発
想
で
言
語
ゲ
ー
ム
（Sprachspiel

）
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
は
、
こ
の
い
わ
ば
ゲ
ー
ム
は
、
言
語
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
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（
（（
） 

こ
の
よ
う
な
有
意
味
的
な
空
間
と
自
然
科
学
的
な
均
質
空
間
の
関
係
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
私
の
い
る
空
間
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
―
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
哲
学
、
第
四
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
に
詳
し
い
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
） 
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
何
度
も
、「
超
越
」
を
「
世
界=

内=

存
在
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。H

eidegger, 

Vom
 W

esen des G
rundes (ibid.) 

を
参
照
せ
よ
。
と
く
に
こ
の
書
のS. （（（ , S. （（（

な
ど
の
箇
所
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
（0
） 

「
超
越
は
、
お
の
お
の
の
現
存
在
が
現
存
在
す
る
こ
と
で
、
も
う
か
な
ら
ず
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
だ
い
た
い
の
場
合
は
隠
さ
れ
た
ま

ま
起
こ
っ
て
い
る
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。H

eidegger, Vom
 W

esen des G
rundes, (ibid.) S. （（0 f. 

を
参
照
せ
よ
。

（
（（
） 

こ
う
し
た
頽
落
は
、
現
存
在
の
本
来
の
あ
り
方
、
本
来
的
な
実
存
で
は
な
い
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
こ
の
非
本
来
的
な
実
存
を
克
服
し

お
の
れ
の
本
来
性
へ
立
ち
帰
る
よ
う
に
促
す
の
が
、「
良
心
」
の
声
で
あ
る
。
良
心
現
象
は
多
く
の
哲
学
者
が
注
目
し
考
察
対
象
に
し
て
き
た
が
、

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
」

（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
哲
学
、
第
五
四
号
、
二
〇
一
二
年
）
お
よ
び
「
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
―
良
心
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
人
文
研
紀
要
』

第
七
七
号
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
せ
よ
。

（
（（
） 

主
観
（
心
）
も
客
観
（
物
体
）
も
、
広
い
意
味
で
、「
世
界
の
内
部
に
属
す
る
（innerw

eltlich

）」
存
在
者
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
両
者
の
存

在
を
了
解
す
る
こ
と
は
、
世
界
を
世
界
に
し
て
い
る
性
質
、
つ
ま
り
「
世
界
性
」（W

eltlichkeit

）
の
了
解
が
な
け
れ
ば
、
不
可
能
で
あ
る
（
比

喩
で
言
え
ば
、「
主
観
山
」
と
「
客
観
川
」
が
相
撲
を
と
る
た
め
に
は
す
で
に
両
力
士
は
土
俵
の
上
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る

い
は
、
観
る
眼
と
見
ら
れ
る
対
象
の
間
で
知
覚
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
光
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
か
も
知
れ

な
い
が
）。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
主
観
」
も
「
客
観
」
も
、
す
で
に
世
界
へ
の
超
越
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
（（
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
存
在
忘
却
」
の
、
こ
れ
は
一
例
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
真
理
の
本
質
に

つ
い
て
」（Vom

 W
esen der W

ahrheit

）
で
は
、
個
々
の
存
在
者
に
光
を
当
て
る
こ
と
は
全
体
と
し
て
の
存
在
者
（
地
平
）
を
い
わ
ば
暗
闇
に

隠
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
光
と
闇
の
秘
密
（G

eheim
nis

）
の
関
係
（Verhältnis

）
は
現
存
在
を
あ
ま
ね
く
支
配
し
て
い
る
の
に
そ
れ

が
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
指
摘
も
認
め
ら
れ
る
（W

egm
arken, G

A
., B

d. （ , S. （（（ ff.

）。

（
（（
）  H

eidegger, H
ölderlins H

ym
ne »A

ndenken«, G
A

., B
d. （（ , S. （（ .

な
お
、
問
う
こ
と
と
待
つ
こ
と
の
等
置
は
少
し
分
か
り
に
く
い
。
ハ

イ
デ
カ
ー
は
『
形
而
上
学
入
門
』（
一
九
三
五
年
）
の
最
後
で
、
こ
れ
ま
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
理
解
の

ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。「
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
待
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
言
え
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る
こ
と
だ
。
け
れ
ど
も
、
手
っ
取
り
早
く
い
く
も
の
、
両
手
で
掴
め
る
も
の
だ
け
が
現
実
だ
と
す
る
よ
う
な
時
代
に
と
っ
て
は
、
問
う
こ
と
は

〈
現
実
離
れ
し
た
も
の
〉、
費
用
対
効
果
の
低
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
数
値
が
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
正
し
い
時
間
、
す

な
わ
ち
し
か
る
べ
き
瞬
間
と
〔
そ
れ
を
待
つ
〕
正
し
い
忍
耐
が
、
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
。〈
と
い
う
の
も
熟
慮
す
る
神
は
、
未
熟
な
成
長
を

忌
み
嫌
う
か
ら
で
あ
る
〉（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
「
巨
人
た
ち
」
の
主
題
か
ら
）」（H

eidegger, E
inführung in die M

etaphysik, G
A

., B
d. （0 , S. 

（（（
）。

（
（（
） 

真
理
の
認
識
は
想ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス

 

起
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
に
も
存
在
す
る
。『
メ
ノ
ン
』、『
パ
イ
ド
ン
』
な
ど
の
対
話
編
を
参
照
せ
よ
。

（
（（
） 

驚
き
の
念
は
古
来
、
哲
学
の
起
源
と
言
わ
れ
て
来
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
驚
異
の
念
（θαυμάζειν=

to w
onder

）
―
ま
さ
に
こ

れ
こ
そ
が
哲
学
者
の
パ
ト
ス
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
哲
学
の
根
源
は
あ
り
え
な
い
」（『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』（（（ d

）
と
述
べ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

も
「
今
も
昔
も
人
々
は
、
驚
異
の
念
に
導
か
れ
て
、
哲
学
す
る
こ
と
を
始
め
た
」（『
形
而
上
学
』（（（ b（（

）
と
述
べ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
真
の
哲
学
者
は
み
な
、
こ
の
祝
祭
に
集
う
人
々
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
知
的
好
奇
心
」

と
こ
の
「
驚
異
の
念
」
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。「
好
奇
心
（N

eugier

）
は
、
も
の
ご
と
を
観
察
し
つ
つ
時
を
過
ご
す
閑
暇
を
求
め
る
の
で

は
な
く
、
た
え
ざ
る
新
し
い
も
の
、
次
々
と
出
会
っ
て
く
る
も
の
に
よ
っ
て
刺
激
と
騒
が
し
さ
を
求
め
る
。
そ
の
落
ち
着
き
の
な
さ
に
お
い
て

好
奇
心
は
、
た
え
ず
気
晴
ら
し

0

0

0

0

（Zerstreuung

）
の
機
会
が
尽
き
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。
好
奇
心
は
、
感
嘆
し
つ
つ
存
在
者
を
観
察
す
る

こ
と
（θαυμάζειν

）
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
」（Sein und Zeit, S. （（（

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
好
奇
心
と
哲
学
を
明
確
に
区

別
し
て
い
る
が
、
正
鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
ろ
う
。

（
（（
） 

ゲ
ー
テ
の
『
西
東
詩
集
』
所
収
の
詩
。
ち
な
み
に
、『
ソ
フ
ィ
ー
の
世
界
』（
ゴ
ル
デ
ル
著
、
池
田
香
代
子
訳
・
須
田
朗
監
修
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）

で
は
、
こ
の
ゲ
ー
テ
の
詩
が
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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