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O
年
に
刊
行
さ
れ
た
H
l
G
・
ガ
!
ダ
マ
!
の
『
真
理
と
方
法
』
は
、

彼
の
哲
学
的
解
釈
学
の
全
貌
を
提
示
し
た
主
著
で
あ
り
、

解
釈
学
は
も
と
よ
り
歴
史
認

識
の
問
題
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
そ
れ
以
後
の
諸
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
著
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
主
題
は
、
近
代
の
科
学
的
方
法
論
の
普
遍
性
の
要

求
に
対
し
て
科
学
的
方
法
を
超
え
出
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
真
理
経
験
、
す
な
わ
ち
解
釈
学
的
経
験
で
あ
る
が
、

ガ
!
ダ
マ
ー
は
こ
れ
を
、
芸
術
論
、
歴
史
論
、

一言
語
論

の
三
部
構
成
に
お
い
て
論
述
し
て
い
る
。
本
小
論
で
は
こ
の
『
真
理
と
方
法
』
第
二
部
の
歴
史
論
を
中
心
に
、
彼
の
歴
史
認
識
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
哲
学
的
解
釈

学
に
お
け
る
と
く
に
へ

l
ゲ
ル
哲
学
の
受
容
と
批
判
の
意
味
を
「
経
験
」
概
念
を
中
心
に
検
討
し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
論
述
の
根
底
に
あ
る
へ

i
ゲ
ル
哲

学
の
影
響
は
根
本
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ガ

l
ダ
マ

i
が
立
脚
し
て
い
る
の
は
ハ
イ
デ
カ
!
の
基
礎
的
存
在
論
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
の
著

書
の
序
文
の
中
で
ガ

l
ダ
マ

i
が
自
分
の
先
達
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

フ
ツ
サ
!
ル
、
デ
ィ
ル
タ
イ

ハ
イ
デ
ガ
!
の

三
人
の
思
想
家
の
名
前
で
あ
る
が
、

し
力、

し
随
所
で
、
例
え
ば
「
へ

i
ゲ
ル
に
取
り
組
む
こ
と
が
解
釈
学
の
中
心
的
意
味
を
な
す
」
(
宅
宗
・
お
∞
)
と
一
訪
問
ら
れ
る
よ
う
に
、

へ
i
ゲ
ル
の
哲
学
に
対
す
る
、
深
い
理
解

と
対
決
が
ガ
l
ダ
マ
!
の
解
釈
学
の
論
述
を
一
貫
し
て
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
真
理
と
方
法
』
は
、

い
わ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
根
底
し
つ
つ
そ
れ
と
へ

l
ゲ
ル
を

結
合
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ガ
ー
ダ
マ
!
の
哲
学
的
解
釈
学
が
へ
!
ゲ
ル
の
哲
学
に
積
極
的
意
味
を
見
出
す
の
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、

そ
こ
に
、

歴
史
的
過
去
と
現
在
と
の
「
統

ム
口
」
(
同
門
戸
件
。
∞
口
淳
一
。
ロ
)

な
い
し
「
媒
介
」
(
〈
2
5
-
Z己

gm)
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
へ
!
ゲ
ル
と
も
共
有
す
る
こ
の
思
想
を
根
底

哲
学
・
思
想
論
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十
四
号



解
釈
学
的
経
験
と
弁
託
法

に
し
て
グ
ガ
l
ダ
マ

i
は
、
彼
の
中
心
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
作
用
史
的
意
識
」
(
者
片
付

gmω
嘗
月
三
号
忌
与

g
出

2
2白
言
。
古
)
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
釈
学
的
歴
史
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
作
用
史
的
意
識
」
を
語
り
は
じ
め
る
と
こ
ろ
で
、

ガ
ー
ダ
マ
!
は
へ

i
ゲ
ル
の
司
精
神
現
象
学
』
に
ふ
れ
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
中
主
観
性
を
規
定
し
て
い
る
実
体
性
を
、

い
っ
さ
い
の
主
観
性
の
う
ち
で
提
示
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
哲
学
的
解
釈
学
は
、

へ
i
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
の
道
を
逆

に
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
当
ζ
w
自由)。

周
知
の
よ
う
に
、

へ
i
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
は
「
実
体
は
主
体
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
命
題
が
あ
る
。
こ
の
命
題
は
『
精
神
現
象
学
』
の
み
な
ら
ず
へ

i
ゲ

ル
哲
学
全
体
を
支
え
る
基
本
的
視
座
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
は
こ
の
「
実
体
」
と

体
」
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
寸
へ

l
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学

の
道
を
逆
に
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
諮
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
言
葉
は
「
精
神
現
象
学
』
解
釈
の
問
題
を
超
え
て
、

ガ
ー
ダ
マ
!
の
解
釈
学
の
本
質
を
表
現
し
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

へ
i
ゲ
ル
哲
学
へ
の
深
い
理
解
と
同
時
に
ま
た
批
判
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
哲
学
的

解
釈
学
の
歴
史
認
識
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
事
態
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
歴
史
観
か
ら
み
れ
ば
ど
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
む
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
ガ

i
ダ
マ
ー
が
へ

i
ゲ
ル
の
歴
史
観
に
お
い
て
見
届
け
た
限
界
の
と
こ
ろ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
の
意
味
に
つ
い

て
、
ガ

l
ダ
マ
!
の
解
釈
学
の
構
成
の
う
え
で
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
「
作
用
史
的
意
識
」
「
解
釈
学
的
経
験
」
な
ど
に
よ
り
つ
つ
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
「
統
合
」

な
い
し
「
媒
介
」
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
く
。

r--.. 

一'--./ 

『
真
理
と
方
法
』
の
「
精
神
科
学
に
お
け
る
理
解
へ
の
真
理
問
題
の
拡
大
」
と
い
う
表
題
を
も
っ
第
二
部
の

の
と
こ
ろ
で
、

ガ
ー
ダ
マ

i
は
「
わ
れ
わ
れ
が
シ
ユ

EN)
と
一
語
っ
て
、

ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
よ
り
へ

l
ゲ
ル
に
従
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
認
識
す
る
な
ら
ば
、

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
の
解
釈
学
に
対
比
し
て
へ

l
ゲ
ル
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
。

解
釈
学
の
歴
史
は
ま
っ
た
く
新
た
な
形
で
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」

(
者
戸

ガ
i
ダ
マ
ー
が
こ
の
よ
う
に
訪
問
る
の
は
、

歴
史
的
過
去
と

現
在
と
の
関
係
に
つ
い
て
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
的
「
再
構
成
」

(
F
u
r
8
2
2
Z芯
ロ
)

よ
り
も
へ

l
ゲ
ル
的
「
統
合
」
な
い
し
「
媒
介
」
の
思
想
の
方
が
、

解
釈
学

に
お
け
る
事
柄
の
本
質
を
正
し
く
表
現
し
て
い
る
と
み
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
再
構
成
」
よ
り
も
「
統
合
」
「
媒
介
」
の
思
想
の
う
ち
に
歴
史
認
識
の
本
質
を
見
て



と
る
と
い
う
考
え
方
は
、
解
釈
学
の
課
題
を
論
ず
る
と
き
に
首
尾
一
貫
し
て
と
ら
れ
る
ガ
l
ダ
マ
!
の
基
本
的
な
思
想
的
態
度
で
あ
る
。
第
二
部
の
前
半
で
は
、

シ
ユ
-
フ

イ
エ
ル
マ
ヅ
ハ

l
、
ラ

γ
ケ
や
ド
ロ
イ
ゼ
ン
な
ど
の
歴
史
学
派
、
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
歴
史
観
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
が
、

そ
こ
で
の
批
判
も
こ
の
よ
ろ
な
考
え
方
を

基
本
的
視
座
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
の
「
再
織
成
」
に
お
い
て
成
り
立
つ
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
の
解
釈
学
が
事
柄
の
本
質
に
迫
り
え
な
い
と

は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

シ
ユ
一
フ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
は
解
釈
学
の
方
法
と
し
て
、
文
法
的
(
言
語
的
)
解
釈
と
技
術
的
(
心
理
的
)
解
釈
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
前
者
は
、
作
品
は
既
成
の
客

観
的
な
一
言
語
体
系
に
依
存
す
る
が
ゆ
え
に
作
品
を
純
粋
に
一
言
語
的
側
面
か
ら
扱
う
解
釈
で
あ
り
、
後
者
は
、
既
成
の
言
語
体
系
に
依
存
し
つ
つ
も
言
語
的
活
動
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
言
語
体
系
の
枠
を
抜
け
出
よ
う
と
す
る
、
作
者
の
言
語
的
創
造
性
を
把
濯
す
る
こ
と
で
あ
る
。
解
釈
対
象
と
し
て
の
作
品
を
め
ぐ
る
こ
の
こ
つ
の
、

い
わ
ば
客

観
的
全
体
的
生
と
主
観
的
部
分
的
生
の
両
側
面
を
総
合
的
に
把
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
気
に
満
ち
た
作
品
の
成
立
の
創
造
過
程
に
身
を
お
き
入
れ
て
、
著
者
と
作
品

全
体
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ガ
!
ダ
マ

i
は、

る
が
、
そ
の
解
釈
学
を
特
徴
づ
け
て
、
そ
れ
が
創
造
的
行
為
の
「
模
写
」
「
陶
再
生
産
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
は
、
作
品
が
所
属
す
る
「
世
界
」
や
作
者
の
本
来
的

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
の
解
釈
学
に
も
最
も
固
有
な
も
の
は
心
理
的
解
釈
で
あ
る
と
考
え
て
い

図
」
を
再
構
成
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
作
品
を
真
の
意
味
に
お
い
て
理
解
し
誤
っ
た
現
代
化
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
潜
ん
で
い
る
と
み
な
す
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
歴
史
を
超
え
た
純
粋
な
る
再
構
成
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
過
去
も
現
代
化
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!

の
「
再
構
成
」
の
解
釈
学
に
対
し
て
、

ガ
i
ダ
マ
ー
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。
「
再
構
成
さ
れ
た
生
は
:
:
:
本
来
の
と
お
り
の
生
で
は
な
い
」
が
ゆ
え
に
、
過
去
の
再
構

成
、
復
元
は
「
無
力
な
企
て
を
は
じ
め
る
こ
と
」
(
さ
ζ
w

同
日
中
)
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ

i
は、

シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
の

「
再
構
成
」
が
解
釈
の
対
象
と
主
体
と
を
規

定
し
て
い
る
歴
史
性
を
忘
却
し
た
方
法
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
、
「
再
構
成
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
外
面
的
行
為
」
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
批
判
し
て

い
る
が
、

ガ
ー
ダ
マ
!
の
論
点
は
、
理
解
は
つ
ね
に
理
解
者
の
歴
史
性
に
ま
と
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
「
理
解
の
歴
史
性
」
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

カ
ー
ダ

マ
!
の
解
釈
学
に
と
っ
て
最
も
基
木
的
な
こ
の
点
で
、

へ
i
ゲ
ル
は
シ
エ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
に
優
位
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

へ
!
ゲ
ル
は
既
に
存
在
し

な
い
過
去
の
い
か
な
る
復
元
も
無
力
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
自
覚
し
、

で
あ
る
歴
史
的
次
元
を
反
省
し
ぬ
い
た
の
で
あ
る
」
(
若
宮
w

お∞)。

理
解
の
歴
史
性
を
真
に
見
す
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
へ

i
ゲ
ル
は
、

解
釈
学
の
問
題
の
根
拠

へ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
過
去
は
「
精
神
」
の
う
ち
に
内
面
化
さ
れ
、

「
精
神
」
と
し
て
理
解
者
の
現
在
に
立
ち
現
わ
れ
る
。

へ
!
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』

哲
学
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四
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解
釈
学
的
経
験
と
弁
証
法

四

の
「
啓
示
宗
教
」
を
諮
る
に
あ
た
っ
て
、

う
諮
る
。
「
こ
の
精
神
と
は
、

こ
れ
ら
の

ギ
リ
シ
ア
精
神
の
崩
壊
と
ロ

l

マ
世
界
の
誕
生
の
時
代
を
描
き
な
が
ら
、
過
去
を
自
己
の
胸
に
納
め
る
「
精
神
」

作
品
の
う
ち
で
は
な
お
外
商
化
せ
ら
れ
て
い
た
精
神
を
、
内
部
化
し
て
追
憶
の
う
ち
に
お
さ
め
て
い
る
(
開
門
l
H
ロ
5
8

に
つ
い
て
こ

〔
芸
術
〕

g
p
m
)
。

i
こ
の
精
神
は
、
あ
の
個
体
化
さ
れ
た
神
々
と
、
実
体
の
属
性
を
す
べ
て
一
つ
の
パ
ン
テ
オ
ソ
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
自
分
を
精
神
と
し
て
意
識
し
て
い
る
精

(
3〉

神
の
な
か
に
集
成
す
る
悲
劇
的
運
命
の
精
神
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
。
歴
史
的
過
去
の
な
か
に
表
出
さ
れ
た
実
体
の
属
性
の
い
っ
さ
い
を
自
己
の
う
ち
に
開
門
l
H
D
S
門
口
し

て
い
る
精
神
が
、
歴
史
の
全
現
実
の
う
ち
に
自
己
を
浸
透
さ
せ
て
い
る
。
歴
史
と
過
去
を
理
解
す
る
と
は
、
隆
史
を
超
絶
し
た
理
解
者
に
よ
っ
て
外
面
的
に
な
さ
れ
る
表

象
的
再
構
成
な
ど
で
は
な
く
、
「
精
神
」
が
語
り
だ
す
真
理
要
求
と
理
解
者
の
現
在
と
の
絶
え
ざ
る
応
答
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て

「へ

l
ゲ
ル

に
と
っ
て
解
釈
学
の
課
題
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
哲
学
、
す
な
わ
ち
精
神
の
歴
史
的
な
自
己
浸
透
で
あ
る
。
・
:
:
歴
史
的
精
神
の
本
質
は
、
過
、
ぎ
去
っ
た
も
の
の
復
元
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
生
と
の
思
索
的
媒
介
(
応
可
巳

grozo
〈

R
B山門広

]gmw)
に
存
す
る
か
ぎ
り
、

へ
i
ゲ
ル
は
こ
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決

定
的
な
真
理
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
さ
玄
W
5
3
0

「
現
在
の
生
と
の
思
索
的
媒
介
」
と
い
う
考
え
方
は
、
「
伝
承
全
体
と
現
在
と
の
思
索
的
媒
介
」

(
若
宮
M
ω
N
品
)
「
歴
史
と
現
在
と
の
全
体
的
媒
介
」
(
宅
玄
wωω
∞
)
な

ど
の
表
現
を
と
っ
て
く
り
返
し
諒
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

ガ
l
〆
マ
!
の
解
釈
学
の
基
底
を
流
れ
る
主
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
は
、
決

し
て
か
つ
で
あ
っ
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
過
去
は
現
在
の
生
に
お
い
て
の
み
生
き
、
現
在
と
し
て
の
み
現
存
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
表
わ
さ
れ

〈

i
)

る
。
「
生
き
て
い
る
過
去
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己

i
表
現
の
中
に
生
き
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
媒
介
」
の
思
想
に
は
一

一
重
の
否
定
と
肯
定
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
歴
史
的
過
去
と
現
在
と
の
関
係
と
い
う
場
面
で
「
再
構
成
」
が
否
定
さ
れ
て
「
媒
介
」
が
肯
定
さ
れ
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
に
お
い
て
「
表
象
」
が
否
定
さ
れ
て

「
思
索
」
が
肯
定
さ
れ
る
。
「
媒
介
」
は
単
な
る
媒
介
、
形
式
主
義
的
媒
介
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
、

自
己
の
歴
史
性
を
規
定
し
て
い
る
歴
史
的
精
神
を
、

外
側
か
ら
後

追
い
的
に

(
s
n
Z
ユm
Z《

υ
ケ
)
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
「
思
索
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

歴
史
の
う
ち
に
自
己
を
浸
透
さ
せ
、

生
の
現
場
に
つ
ね
に
立
ち
現
わ
れ

て
そ
れ
自
ら
真
理
に
お
い
て
諮
り
だ
す
「
精
神
」
の
声
に
、
応
答
し
て
対
決
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
の
う
ち
に
見
届
け
た
こ
の
「
思
索
的
媒
介
」
の
思
想
を
、

ガ
l
ダ
マ
ー
は
「
作
用
史
的
意
識
」
の
概
念
を
通
し
て
熟
成
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ

が
、
こ
の
作
用
史
的
意
識
と
そ
の
意
識
の
経
験
を
論
じ
つ
つ
自
己
の
哲
学
的
解
釈
学
を
仕
上
げ
て
ゆ
く
過
程
で
、

へ
!
ゲ
ル
的
「
思
索
的
媒
介
」
は
な
に
ほ
ど
か
ガ

i
ダ

マ
l
的
変
容
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
先
に
挙
げ
た
「
精
神
現
象
学
の
道
を
逆
行
す
る
」
と
い
う
表
現
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
次
に
こ
の
こ
と
を
、



作
用
史
的
意
識
と
意
識
の
経
験
と
い
う
点
を
中
心
に
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

/戸、、

¥、，ノ

岡
山
索
的
媒
介
の
思
想
は
、
理
解
は
理
解
に
先
立
っ
て
つ
ね
に
自
己
の
う
ち
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
「
精
神
」
と
の
応
答
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
結

局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
理
解
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
理
解
は
、

ガ
ー
ダ
マ

i
に
お
い
て
は
人
間
思
惟
の
さ
ま
ざ
ま
な
振
舞
い
の
中
の
一
つ
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
現
存
在
の
根
木
的
動
き
で
あ
っ
て
存
在
論
的
観
念
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
l
は
理
解
の
存
在
論
的
性
格
と
い
う
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
学
ん

2h
」
O

J
i
 

(
F
3
〉

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
理
解
と
は
「
現
存
在
の
存
在
の
根
本
様
態
」
で
あ
り
、

「
先
(
予
め
と
い
う

)
l構
造
一
(
〈
O
司

l
伊

g
広
三
)

を
も
っ
。
人
間
が
す
で
に
音
山

味
連
関
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
被
投
的
な
、

し
た
が
っ
て
先
行
的
な
全
体
的
な
意
味
連
関
の
中
で
、
理
解
は
遂
行
さ
れ
る
。
理
解
は
そ
れ
自
身

に
お
い
て
、
予
め
す
で
に
一
定
の
意
味
違
関
の
世
界
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
|
構
造
を
も
っ
理
解
に
お
い
て
了
解
さ
れ
て
い
た
も
の
が
そ
の

後
で
解
釈
に
お
い
て
「
あ
る
も
の
と
し
て
」
自
覚
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
解
釈
は
理
解
の
先
行
性
を
超
え
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
理
解
の
意
味
地
平
を

解
釈
は
動
き
、
解
釈
に
お
い
て
個
々
の
事
象
の
真
理
が
明
確
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
と
解
釈
の
循
環
構
造
を
、
現
存
在
自
身
が
も
っ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
理
解
と

い
う
よ
う
な
認
識
レ
ベ
ル
の
理
解
も
、

か
か
る
存
在
論
的
構
造
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
l
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
こ
の
理
解
と
解
釈
の
存
在

論
的
循
環
関
係
を
、
「
先
行
判
断
」
(
〈
O
門

l
d
z
巴
)
!
ハ
イ
デ
ガ

1
の
「
先
構
造
」
に
対
応
す
る
!
と
「
伝
統
」
!
ハ
イ
デ
ガ
!
の
「
被
投
生
」
に
対
応
!
と
の
、
間
い

と
応
答
と
の
構
造
を
も
っ
「
作
用
史
的
意
識
」
と
し
て
と
ら
え
返
し
、
自
己
の
歴
史
的
解
釈
学
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
生
を
、
理
解
し
つ
つ
生
き
る
。
存
在
す
る
と
は
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
伝
統
な
い
し
伝
承
と
い
う
廃
史
的
に
有
限
な
現
実
に
投
げ

出
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
歴
史
に
規
定
さ
れ
つ
つ
、
こ
の
現
実
と
先
行
判
断
と
の
応
答
を
通
じ
て
新
た
な
意
味
世
界
を
切
り
開
い
て
い
く
。
す
な
わ
ち
理
解
の
対
象
と
な
る

歴
史
的
現
実
と
理
解
す
る
者
の
理
解
の
働
き
と
が
、
相
互
に
作
用
し
作
用
さ
れ
る
と
い
う
一
つ
の
状
況
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況
を
意
識
す
る
こ
と
が
「
作

用
史
的
意
識
」
で
あ
る
。

い
か
な
る
理
解
も
「
作
用
史
l

一
(
宅
一
之
内
E
M
m
ω
m
g
n立
与
円
。
)
と
い
う
、
い
わ
ば
「
歴
史
の
力
」
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
ず
、
「
作
用
史
的
意
識
」

に
お
い
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ

i
は
作
用
史
的
意
識
の
意
味
を
「
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
識
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
歴
史
に
規
定
さ

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

]I 



解
釈
学
的
経
験
と
弁
証
法

/" 

れ
い
る
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
(
若
宮
w

M
Vハ
ロ
・
)
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
被
投
性
と
投
企
と
い
う
性
格
を
も
つ
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
「
解
釈
学
的
状
況
」
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
し
た
が 歴

史
的
先
所
与
性
と
し
て
の
伝
統
に
帰
属
し
つ
つ
、
そ
の
状
況
の
中
で
自
己
を
見
出
し
投
企
す
る
、

っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
理
解
の
可
能
性
を
限
界
み
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
世
界
を
理
解
す
る
主
体
の
う
ち
に
す
で
に
歴
史
的
先
所
与
的
な
伝
統
が
実
体
と
し
て
潜
む

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
に
お
い
て
、

ガ
ー
ダ
マ

l
は
「
精
神
現
象
学
を
逆
に
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
こ

れ
に
か
か
わ
る
部
分
を
引
用
し
よ
う
。

「
歴
史
的
広
存
在
す
る
と
は
、
自
己
知

(ω
片
ケ
ヨ
ω
ω
g
)

の
な
か
に
解
消
し
て
し
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
自
己
知
は
、
歴
史
的
先
所
与
性
か
ら

生
い
育
つ
が
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
へ

l
ゲ
ル
と
と
も
に
実
体
と
よ
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
意
見
や
態
度
を
支
え
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
ま

た
、
或
る
伝
承
を
そ
の
歴
史
的
に
異
な
っ
た
形
で
理
解
す
る
と
い
う
可
能
性
を
も
、
指
示
し
限
界
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
解
釈
学
の
課
題
は
、
こ
こ
か

ら
ま
さ
し
く
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
性
を
規
定
し
て
い
る
実
体
性
を
、

い
っ
さ
い
の
主
観
性
の
う
ち
で
提
示
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
哲
学
的
解
釈
学
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
の
道
を
逆
に
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
ぎ
冨
w

M

∞臼)。

わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
理
解
す
る
以
前
に
、
自
己
が
現
に
生
き
て
い
る
歴
史
的
世
界
の
中
で
自
己
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
歴
史

が
わ
れ
わ
れ
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
歴
史
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(
宅
ζ
w
以
同
)
。
「
状
況
」
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
有
限
な
限
界
づ
け
ら

れ
た
立
場
か
ら
理
解
す
る
よ
り
他
な
い
と
い
う
こ
と

(
認
識
の
先
所
与
性
H

先
行
判
断
な
い
し
先
入
見
の
妥
当
性
)
、

こ
れ
が
人
間
の
存
在
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。

だ

か
ら
ガ

1
ダ
マ

l
は
、
実
体
を
「
自
己
知
」
す
な
わ
ち
主
観
の
な
か
に
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、

い
か
な
る
主
観
性
の
う
ち
に
お
い
て
も
歴
史
的
先
所
与
性
と
し
て
の
実

体
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
そ
れ
は
、
主
体
を
実
体
の
方
か
ら
捉
え
る
こ
と
、
主
体
を
実
体
化
す
る
方
向
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
『
精
神
現
象
学
』
で
の
へ

l
ゲ
ル
の
論
点
は
、
実
体
を
主
体
化
し
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
実
体
の
属
性
を
す
べ
て
一
つ
の
パ
ン

テ
オ
ン
の
な
か
に
お
さ
め
て
い
る
精
神
が
自
己
を
浸
透
さ
せ
て
い
る
歴
史
的
世
界
の
「
現
在
」
に
お
い
て
、
主
体
が
こ
の
歴
史
的
精
神
を
自
覚
す
る
と
い
う
、

主
体
の

「
経
験
」
で
あ
っ
た
。

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
実
体
は
主
体
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
実
体
は
自
己
を
自
己
と
異
な
る
他
な
る
も
の
に
分
裂
さ
せ
、

こ
の
自
己

分
裂
H

自
己
外
化
を
つ
う
じ
て
再
び
自
己
に
還
帰
す
る
現
実
的
な
動
的
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
真
理
は
こ
の
実
体
の
自
己
展
開
の
運
動
過
程
の
全
体
に
お
い



て
初
め
て
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
実
体
の
自
己
実
現
の
総
体
は
主
体
そ
の
も
の
の
自
己
展
開
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
体
日
精
神
の
自
己
外
化
と

自
己
内
還
帰
が
、
同
時
に
「
意
識
の
経
験
」
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
体
の
実
体
性
が
実
は
主
体
の
う
ち
に
あ
り
、
意
識
の
全
経
験
の
表
出
が
実
体
で
あ
っ
て

「
実
体
の
主
体
化
」
と
「
意
識
の
経
験
」
の
両
者
が
一
つ
の
「
主
体
」
と
な
っ
て
絶
対
知
に
い
た
る
運
動
が
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
精
神
現
象
学
』
の
叙
述
は
、

実

体
の
自
己
実
現
を
、
主
体
に
よ
る
実
体
の
絶
え
ざ
る
捉
え
返
し
(
経
験
)
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
体
を
実
体
の
う
ち
に
解
消
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

-̂-.， 

ゲ
ル
は
、
実
体
の
本
質
は
主
体
で
あ
り
、

ま
た
主
体
は
そ
れ
自
体
実
体
で
あ
る
と
い
う
、
実
体
と
主
体
の
相
関
関
係
を
こ
の
命
題
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
「
実
体
は
主
体
で
あ
る
」
は
「
主
体
は
実
体
で
あ
る
」
で
も
あ
る
が
、
そ
の
相
互
連
関
の
う
ち
に
、

あ
る
い
は
そ
の
連
関
自
体
が
す
で
に
主
体
の
「
経
験
」
を

含
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

い
か
な
る
主
体
の
う
ち
に
も
主
体
を
規
定
す
る
実
体
が
潜
む
こ
と
、
そ
の
意
味
で
実
体
は
主
体
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
え
な
い
と
い
う
ガ

i
ダ
マ

i
の
指
摘
は
、
主
体
の

経
験
は
無
前
提
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
つ
ね
に
先
行
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
お
い
て
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
以
上
、

た
し
か
に
へ

l
ゲ
ル
と
も
共
有
す
る
真
理
を

合
む
が
、

し
か
し
、
「
主
体
の
実
体
化
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
体
を
実
体
の
な
か
に
解
消
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
主
体

の
「
経
験
」
を
何
ほ
ど
が
希
薄
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

へ
!
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、

主
体
の
経
験
は
実
体
性
に
お
い
て
成
り
立
ち
、
そ
の
意
味
で
は

実
体
は
主
体
の
う
ち
に
つ
ね
に
現
成
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
実
体
の
う
ち
に
主
体
を
解
消
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
主
体
の
絶
え
ざ
る
実
体
性
の
「
経
験
」
の
場
面
で

の
み
実
体
は
実
体
性
を
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
精
神
現
象
学
』
の
叙
述
は
主
体
か
ら
実
体
へ
の
方
向
を
辿
る
が
、

そ
の
内
容
は
「
実
体
か
ら
主
体
へ
」

で
i
J

の

る
。
そ
の
「
逆
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
場
合
、
も
ち
ろ
ん
「
作
用
史
的
意
識
」
に
お
い
て
実
体
と
主
体
の
相
互
の
応
答
関
係
が
主
観
的
に
論
じ
ら
れ
は
す
る
も

の
の
、

し
か
し
、
応
答
そ
の
も
の
に
お
け
る
「
経
験
」
の
実
践
的
意
味
が
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
出
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
自
己
知
は
歴
史
的
先
所
与
性
か
ら
生
い
育
つ
」
と
い
わ
れ
る
認
識
の
先
所
与
性
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
「
自
己
知
」
の
「
経
験
」
の
問
題
を
含
む
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

ガ
ー
ダ
マ

i
に
お
い
て
先
所
与
性
に
お
け
る
経
験
が
経
験
に
お
け
る
先
所
与
性
へ
と
力
点
が
移
動
し
た
場
合
の
経
験
の
質
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
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(
四
)

ガ
i
ダ
マ
!
の
歴
史
認
識
の
根
幹
を
な
す
「
作
用
史
的
意
識
」
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
「
経
験
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
へ

ー
ゲ
ル
の
精
神
哲
学
は
歴
史
と
現
在
と
の
全
体
的
媒
介
を
遂
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

-
:
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
作
用
史
的
意
識
の
構
造
を
、

へ
l
ゲ
ル
を
顧
慮

し
且
つ
へ

i
ゲ
ル
か
ら
際
立
た
せ
る
形
で
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
そ
し
て
「
作
用
史
的
意
識
の
分
析
の
た
め
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
意

識
は
経
験
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
〈
若
宮
w
ω
N
∞
同
)
。
「
作
用
史
的
意
識
」
は
実
体
と
主
体
、

過
去
と
現
在
、

伝
統
と
判
断
と
の
「
媒
介
」
の
働
き

で
あ
り
、
「
状
況
一
の
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
そ
れ
を
背
負
い
つ
つ
投
企
す
る
と
い
う
被
投
的
投
企
の
性
格
を
も
っ
。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
主
体
の
実
体
化
、
す
な
わ
ち
被
投
性
が
強
調
さ
れ
る
と
き
、
投
企
す
な
わ
ち
「
経
験
」
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

うf

ー
ダ
マ
!
に
お
い
て
、
経
験
概
念
は
決
し
て
二
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
作
用
史
的
意
識
の
構
造
的
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
に
規
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
受
動
性
な
い
し
必
然
性
と
投
企
と
い
う
能
動
性
な
い
し
自
由
と
は
、
ど
う
い
う
「
経
験
」
と
し
て
経
験
さ
れ
う
る
の
か
。

ガ
i
ダ
マ

l
は
経
験
概
念
を
語
る
に
際
し
て
ま
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
も
経
験
論
も
含
め
て
こ
れ
ま
で
の
経
験
理
論
の
欠
陥
は
、

い
っ
さ
い
の
経
験
は
実
一
託
さ
れ
る
か
ぎ
り

で
の
み
有
効
と
み
な
さ
れ
る
と
す
る
科
学
的
方
法
に
も
と
や
つ
い
て
「
経
験
の
内
的
歴
史
性
」
に
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
科
学
に

対
し
て
科
学
的
方
法
を
超
え
出
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
真
理
経
験
の
指
摘
は
、
も
ち
ろ
ん
ガ
1

ダ
マ
!
の
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
経
験
概
念
を
検
証
し
た
後
に
「
木
来
的
経
験
は
つ
ね
に
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
経
験
が
実
行

す
る
否
定
は
あ
る
特
定
の
否
定
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
種
の
経
験
を
、
弁
証
法
的
と
名
づ
け
る
い
と
、
弁
証
法
的
経
験
が
本
来
的
経
験
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
し

ガ
ー
ダ
マ

i
は、

ブ
ッ
サ

i
ル
、
ベ
ー
コ
ン
、

て
こ
の
点
で
「
へ

i
ゲ
ル
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
証
人
に
な
る
」
と
語
り
つ
つ

(
毛
足
w
ω
ω
臼)、

し
か
し
、

へ
i
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
の
経
験
概
念
を
批

判
的
に
分
析
す
る
。
そ
し
て
ガ

l
ダ
マ
ー
が
自
己
の
「
経
験
」
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、
「
否
定
性
」
「
開
放
性
(
O町
内

g
r巴
門
)
」
「
有
限
性
」
の
三
つ
の
契
機
を
う
ち
に

含
む
経
験
で
あ
る
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
が
へ

1
ゲ
ル
の
経
験
概
念
に
積
極
的
意
味
を
見
出
す
の
は
、
そ
れ
が
「
意
識
の
転
倒

(
C
S
E
F吋
ロ
ロ
ぬ
仏

2
出
。
宅
口
一
昨
忠
一
口
ω)
」
と
い
う
否
定
性
の
構
造

を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
は
「
こ
の
弁
証
法
的
運
動
は
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
る
真
な
る
対
象
が
現
わ
れ
て
く
る
か
ぎ
り
で
、
意
識
が
自
己
自
身
に
お
い



て
、
す
な
わ
ち
自
己
の
知
と
自
己
の
対
象
に
お
い
て
行
な
う
運
動
で
あ
り
、
こ
れ
は
本
来
経
験
と
呼
ば
れ
る
」
と
し
、
「
新
た
な
対
象
が
生
成
し
た
も
の
と
し
て
示
さ
れ

(6
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る
の
は
意
識
自
身
の
転
倒
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
と
諮
っ
て
い
る
。

へ
i
ゲ
ル
に
お
い
て
、
意
識
の
知
の
真
偽
に
つ
い
て
の
吟
味
は
意
識
自
身
に
お
け
る
知
と
真
の
一
致
を

み
づ
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。

意
識
は
自
己
の
他
な
る
対
象
に
知
と
し
て
関
係
し
つ
つ
、

問
時
に
対
象
の
即
自
に
よ
っ
て
自
己
の
知
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
真
の

側
面
に
お
い
て
関
係
す
る
。
意
識
が
対
象
に
関
係
す
る
知
と
真
と
い
う
こ
重
の
契
機
が
一
致
し
な
い
と
き
、
実
は
、
意
識
は
対
象
に
あ
わ
せ
て
白
己
の
知
を
変
え
る
の
で

は
な
い
。
知
は
対
象
の
知
で
あ
り
、
知
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
が
本
質
的
に
知
に
属
し
て
い
る
以
上
、
「
知
が
変
わ
る
と
対
象
自
身
も
意
識
に
と
っ
て
変
わ

る
」
、
す
な
わ
ち
、
対
象
は
別
の
対
象
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
意
識
は
、

自
己
の
前
に
現
れ
る
新
た
な
対
象
に
つ
い
て
、

そ
の
郎
自
が
実
は

意
識
に
対
し
て
の
即
自
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
に
出
現
し
た
即
自
が
ふ
ー
や
意
識
の
知
で
あ
り
、
そ
れ
が
新
た
な
意
識
の
対
象
と
な
る
。
そ
し

て
こ
の
新
た
な
対
象
と
共
に
意
識
の
新
た
な
形
態
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
意
識
が
つ
ね
に
自
己
の
他
者
と
し
て
の
対
象
に
出
会
い
、
知
の
変
化
と
新
た

な
対
象
の
出
現
と
い
う
自
己
否
定
的
な
弁
託
法
的
運
動
を
通
し
て
、
新
た
な
意
識
形
態
を
生
み
出
し
自
己
の
真
理
性
を
豊
か
に
し
て
い
く
意
識
の
運
動
を

(

7

)

 

験
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
、
「
時
代
の
長
き
過
程
に
わ
た
る
諸
形
式
を
遍
歴
し
、
世
界
史
の
巨
大
な
労
苦
を
引
き
受
け
る
と
い
う
忍
・
耐
」
と
い
わ
れ
る
よ

「
意
識
の
経

う
に
、
意
識
主
体
の
歴
史
的
経
験
と
し
て
諮
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
ガ
l
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
、
他
者
が
実
は
自
分
自
身
の
内
容
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
意
識

が
他
者
に
お
い
て
自
分
自
身
を
認
識
す
る
「
転
倒
」
の
論
理
を
、

へ
i
ゲ
ル
が
経
験
の
本
質
と
し
て
み
ぬ
い
た
と
い
う
点
で
、
「
へ

l
ゲ
ル
の
経
験
に
つ
い
て
の
弁
証
法

的
記
述
は
問
題
の
木
質
を
つ
い
て
い
る
」
(
宅
玄
w
ω
ω
吋)。

ガ
ー
ダ
マ

l
は
「
作
用
史
的
意
識
は
経
験
の
構
造
を
も
っ
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
経
験
の
本
質
が
、
諸
々
の
観
察
や
知
識
を
単
に
積
み
重
ね
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
こ

れ
ま
で
の
経
験
を
覆
す
と
い
う
否
定
性
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、

へ
l
ゲ
ル
と
共
に
み
て
と
っ
た
。
ガ
i
ダ
マ

l
に
お
い
て
へ
!
ゲ
ル
の
「
意
識
の
経
験
」
は
歴
史
性
の

経
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
(
歴
史
的
過
去
)
に
出
会
う
と
い
う
歴
史
的
経
験
の
場
面
で
自
己
と
自
己
の
先
行
判
断
(
先
入
見
)

の
吟
味
と
反
省
を
せ
ま

ら
れ
、
そ
の
否
定
を
通
じ
て
過
去
の
真
理
要
求
を
聴
き
取
り
、
新
た
な
自
己
の
存
在
可
能
性
を
形
成
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
(
過
去
)
と
自
己
(
現
在
)

と
の
問
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
の
経
験
の
な
か
で
自
己
の
知
の
閉
鎖
性
は
絶
え
ず
破
壊
さ
れ
、
新
た
な
経
験
へ
と
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
!
は
、
わ
れ
わ
れ
が

被
投
的
存
在
で
あ
る
以
上
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
「
現
在
の
」
地
平
が
、
「
過
去
」
の
地
平
に
出
会
う
そ
の
つ
ど
に
、

自
己
に
お
け
る
他
者

過

去
)
と
自
己
(
先
行
判
断
)
が
自
覚
さ
れ
、
自
己
の
地
平
が
変
革
さ
れ
て
自
己
理
解
が
新
た
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
場
面
を
「
地
平
融
合
」
(
出
o
ユN
O
ロ
守
ゆ
門
ω
各
自
己
N

S
ぬ
)
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と
よ
ん
で
い
る
。
「
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
地
平
が
融
合
す
る
と
い
う
で
き
ご
と
」
(
宅
室
"

N

∞
句
)
、
す
な
わ
ち
過
去
と
現
在
と
の
「
問
い

と
応
答
の
弁
証
法
」
(
者
Y
A
W

主
吋
)
が
つ
ね
に
解
釈
の
弁
証
法
に
先
行
し
、
そ
れ
が
出
来
事
と
し
て
の
理
解
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
地
平
融
合
に
よ
る
自

己
知
の
絶
え
ざ
る
否
定
と
地
平
の
革
新
と
い
う
事
態
が
、

ガ
l
ダ
マ

i
の
経
験
概
念
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
ガ

l
ダ
マ

i
は、

へ
i
ゲ
ル
の
「
経
験
」

を
、
そ
れ
が
「
否
定
的
媒
介
」
の
構
造
を
も
つ
か
ぎ
り
本
質
的
だ
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
へ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
、
自
己
知
の
完
結
態
と
し
て
の
絶
対
知
に
お
い
て

終
結
す
る
閉
じ
ら
れ
た
経
験
、
あ
る
い
は
経
験
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
経
験
に
対
し
て
は
、

経
験
の
「
開
放
性
」

が
強
調
さ
れ
る
。
「
経
験
の
弁

証
法
そ
れ
自
身
の
完
成
は
、
排
他
的
な
知
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
そ
の
も
の
を
通
じ
て
解
放
さ
れ
る
p

経
験
の
開
放
性
の
う
ち
に
あ
る
」
(
宅
ζ
w
お∞)。

経
験
が
新
た
な
経
験
へ
の
関
係
を
含
む
と
い
う
経
験
の
開
放
性
は
、
ま
た
「
有
限
性
」
の
経
験
で
も
あ
る
が
、

ガ
!
ダ
マ
ー
は
こ
の
有
限
性
に
ふ
れ
つ
つ
経
験
概
念
を

総
括
す
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
真
の
経
験
は
、
そ
こ
で
人
間
が
自
己
の
有
限
性
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
の
経
験
で
あ
る
。
有
限
性
に
お
い
て
、
人
間
の
計
画
す
る
理
性
の
能
力
と
自
己
意
識
は
そ
の
限

界
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
:
:
:
或
る
も
の
を
経
験
す
る
と
は
、
現
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
認
識
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
限
界
へ
の
洞
察
:
;
:
で
あ
る
。

よ
り
原

則
的
に
い
え
ば
、
有
限
な
存
在
の
一
切
の
期
待
と
企
図
は
、
有
限
で
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
真
の
経
験
は
、

し
た
が
っ
て
、
自
分
の
歴
史

性
の
経
験
で
あ
る
」
(
ぎ

Z
W
2
0
)
。

有
限
性
の
経
験
と
は
人
間
存
在
の
限
界
を
洞
察
す
る
こ
と
、
そ
の
限
界
を
神
的
な
も
の
へ
と
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
こ
の
限
界
へ
の
洞
察

に
お
い
て
、
経
験
は
完
成
さ
れ
た
経
験
と
な
る
が
、

し
か
し
そ
こ
に
経
験
は
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
こ
そ
経
験
の
本
来
的
な
新
た
な
開
け
H
開
放
が
始

ま
る
の
で
あ
る
。

へ
1
ゲ
ル
の
「
経
験
の
完
成
」
は
、
自
己
知
の
完
成
H

絶
対
知
、
す
な
わ
ち
「
学
」
で
あ
る
が
、
経
験
そ
れ
自
体
は
「
学
」
で
は
あ
り
え
な
い
以
上
、

解
釈
学
的
意
識
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ガ
!
ダ
マ

i
は、

へ
i
ゲ
ル
の
弁
託
法
が
有
限
性
に
お
け
る
開
か
れ
た
対
話
で
あ
る
べ
き
経
験
を
「
学
」
の
な
か

に
完
結
さ
せ
た
が
ゆ
え
に
へ

l
ゲ
ル
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

ガ
ー
ダ
マ

i
は
経
験
概
念
を
否
定
、
開
放
、
有
限
の
連
関
と
し
て
と
ら
え
、

へ
i
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
う
ち
に
と
り
込
ん
だ
〈
対

話
の
弁
証
法
〉
と
も
い
う
べ
き
解
釈
学
的
経
験
概
念
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
作
用
史
的
状
況
に
お
け
る
白
己
知
の
限
定
と
い
う
思
想
は
た
し
か
に
ガ
!
ダ
マ
!
の
歴
史

洞
察
の
成
果
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
が
、
「
主
観
性
の
焦
点
は
像
を
多
様
に
安
め
る
鏡
で
あ
る
。
個
人
の
自
己
省
祭
は
歴
史
的
生
の
閉
じ
ら
れ
た
回
路
の
中
で
揺
ら
め
く



明
滅
に
す
ぎ
な
い
」
(
さ

g
w
N
E
)
と
主
張
さ
れ
て
、

主
体
の
実
体
化
あ
る
い
は
一
切
の
未
来
を
限
界
づ
け
る
歴
史
的
伝
魚
の
強
調
と
な
る
と
き
、

そ
れ
は
問
題
を
は
ら

む
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

主
体
の
能
動
性
お
よ
び
否
定
の
歴
史
性
の
、
希
薄
化
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

ガ
ー
ダ
マ
!
の
強
調
す
る
開
放
性
、
有
限
性
は
過
去
か
ら
規
定
さ
れ
、
否
定
性
も
過
去
か
ら
の
否
定
性
と
し
て
や
っ
て
く
る
。
被
投
的
投
企
と
は
、
自
己
の
被
投
性
の

自
覚
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
そ
れ
を
新
た
な
投
企
に
笑
践
的
に
結
び
つ
け
て
い
く
と
い
う
投
企
主
体
の
能
動
性
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
世
界
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
主

体
的
能
動
性
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
否
定
は
歴
史
的
経
験
た
り
う
る
。
被
投
性
の
単
な
る
自
覚
で
は
な
く
そ
れ
を
行
為
的
能
動
性
に
結
び
つ
け
て
い
く
と
こ
ろ
で
遭
遇
す

る
主
体
の
自
己
否
定
に
含
ま
れ
る
動
的
内
容
が
、

ガ
ー
ダ
マ

l
に
お
い
て
は
歴
史
的
伝
承
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、

不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。

へ
!
ゲ
ル
が

『
精
神
現
象
学
』
の
中
で
、
意
識
の
経
験
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
歴
史
的
舞
台
に
お
い
て
叙
述
し
た
と
き
の
否
定
性
と
し
て
の
「
運
命
」
も
「
過
去
」
と
同
じ
よ
う
に

運
命
の
側
か
ら
主
体
を
襲
う
が
、
そ
の
襲
来
は
あ
く
ま
で
主
体
の
行
為
の
能
動
性
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
体
の
能
動
性
が
自
己
否
定
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ

る
。
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
が
、
関
係
の
絶
対
性
の
な
か
で
主
体
の
自
由
か
ら
離
れ
て
社
会
的
歴
史
的
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
中
に
移
さ
れ
て
し
ま
う
必
然
性
を
、

へ
l
ゲ

ル
は
、
能
動
的
自
由
な
る
が
ゆ
え
に
蒙
ら
ざ
る
を
え
な
い
主
体
の
否
定
的
経
験
と
し
て
、

す
な
わ
ち
運
命
の
悲
劇
と
し
て
描
い
た
。

へ
l
ゲ
ル
が
他
の
著
作
と
違
っ
て

『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
、
「
意
識
の
経
験
」
と
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

(
E円

C
D
ω
)
」
を
区
別
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
主
役
が
実
体
に
還
元
し
え
な
い
経
験
す
る
意

識
主
体
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
自
由
と
必
然
と
い
う
へ

1

ゲ
ル
の
提
起
し
た
動
的
構
造
が
、
「
精
神
現
象
学
を
逆
行
す
る
」
い
わ
ば
実
体
主
義
と
も
い
え
る
思
想
に
お
い

て
、
主
体
的
能
動
性
が
〈
し
た
が
っ
て
実
体
の
威
力
そ
の
も
の
も
)
希
薄
な
、
静
的
な
も
の
へ
と
変
容
し
た
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
開
か
れ
た
歴
史
性
の
経
験
と
い
う

ガ
i
ダ
マ
ー
が
提
起
し
た
経
験
概
念
の
積
極
的
意
味
を
掘
り
下
げ
て
い
く
た
め
に
も
、

さ
ら
に
、
言
諮
問
題
も
含
め
て
、

し
か
も
ハ
イ
デ
ガ

l
、

へ
l
ゲ
ル
の
思
想
を
も

ふ
ま
え
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註
(
1
)

国
ー
の
・
の
邑
E
s
q
-
者
ω
2
5
0芹
2
2

己
宮
丘
町
。
含
J

』・(い・
回
・
富
。
プ
『
-

H

C

吋
日
・
本
章閣は

一
九
六
五
、
七
二
年
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
木
小
論
で
七
五
年
の
第
四
版
を
用
い
る
。

(
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
巧
云
の
略
号
で
本
文
中
に
示
す
)

(
2
)

ガ

l
ダ
マ

l
は
キ
ム
メ
ル
レ
の
説
(
戸
口
・
開
・
的
。

yz一
ゆ
門
吉
宗
『
伝
子

Z
2
2
2
M
ゆロ門誌
-

Y

品
・
〈
O

口
出
・
同
-
5
5
2日

0

・
3
3
)
に
従
っ
て
「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

i

に
最
も

固
有
な
も
の
は
心
理
的
解
釈
で
あ
る
'
(
若
宮
・
弓
印
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
!
に
お
い
て
心
理
的
解
釈
と
文
法
的
解
釈
と
は
同
等

の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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Die Hermeneutische Erfahrung und Dialektik 

一一一ZuGadamers Kritik an Hegel--

Tatsuo MIZUNO 

H-G. Gadamers Werk“Wahrheit und Methode"， das im Jahr 1960 eroffnet wuト

de， ist sein Hauptwerk， das das ganze Bild seiner“philosophischen Hermeneutik" 

dargestellte und damit einen grosen Einflus auf die Hermeneutik und das Problem 

der geschichtlichen Erkenntnis ausgeubt hat. Die Hauptsache in diesem Werk ist， 

die Erfahrung von Wahrheit， die den Kontrollbereich wissenschaftlicher Methodik 

ubersteigt， namlich hermeneutische Erfahrung， aufzusuchen. Gadamer behandelt 

dieses Problem in drei Teile， als die Wahrheitsfrage an der Erfahrung der Kunst， 

der Geschichte und der Sprache. 

Nun sagt Gadamer an der Darstellung der Erfahrung in der Geschichte im 2. 

Tejl folgendes: "Die philosophische Hermeneutik hat den Weg der Hegelschen 

Phanomenologie des Geistes insoweit zuruckzugehen， als man in aller Subjektivitat 

die sie bestimmende Substanzialitat aufweist.“(S.286) Der bekannte Satz in der 

“Phanomenologie"， das die Substanz wesentlich Subjekt ist， bestimmt grundlich 

nicht nur die “Phanomenologieヘsondernauch die ganze Hegelsche Philosophie. 

In diesem Satz erklart Hegel， die Substanz zu subjektivieren und sich bewust zu 

machen， dagegen aber zeigt Gadamer， das unter jedem Subjekt die ihm bestim-

mende Substanz sich versteckt. Diese Gadamers Aussage enthalt zwar insofern 

eine Wahrheit， die auch Hegels Philosophie gemeinsam hat， als die Erfahrug des 

Subjekts nicht voraussetzungslos， sondern immer nur im Vorgegebenen gemacht 

wird. Aber kommt solche Betonung der Substanz bei Gadamer nicht zu bedeuten， 

das das Subjekt sich dadurch in 'die Sllbstanz allflりstund somit allch die Erfahrllng 

des Subjekts zu etwas einseitig wird? Welche Sachlage bedeutet dies fur das Prob-

lem der geschichtlichen Erkenntnis in seiner philosophischen Hermenelltik ? In 

dieser Abhandlung will ich durch die Untersuchllng des Begriffs "Erfahrung“und 

des Satzes der Sllbstanz::: Subjekt den Sinn der Aufnahme llnd Kritik der Hegels 

Philosophie bei Gadamer betrachten. 
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