
ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
け
る
技
術
と
日
屯
代
形
而
上
学

i
l実
践
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
1

1

河

上

正

秀

ハ
イ
デ
ガ
!
の
後
期
思
想
に
属
す
る
技
術
の
問
題
に
笹
川
点
を
当
て
た
場
合
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
人
間
の
実
践
の
意
義
が
ど
の
よ
う
な
近
代
性
を
内

ハ
l
〉

匂
し
て
い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
下
の
論
」
柄
は
、

ハ
イ
デ
ガ
l
思
想
に
わ
ぬ
い
て
特
に
技
術
が
主
題
に
さ
れ
た
時
期
は
い
わ
ゆ
る
『
技
術
へ
の
問
い
』
の
編
ま
れ
た
時
点

〈

2
)

〈
ハ
イ
デ
ガ

l
自
身
が
原
版
に
記
し
た
一
九
五
五
年
は
間
違
い
で
実
際
に
は
五
一
一
一
年
と
い
わ
れ
る
)
に
集
約
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
四
つ
の
テ

l
マ
(
「
物
」

「
組
み
立
て
」
「
危
険
」
「
転
回
」
)

に
よ
る
連
続
講
演

る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
の
観
入
』
が
果
た
さ
れ
た
一
九
四
九
年
の
時
期
(
こ
の
う
ち
の
第
二
番
目
の
テ

i
マ
が

再
構
成
さ
れ
て
『
技
術
へ
の
問
い
』
と
な
る
)

を
こ
の
技
術
の
主
題
と
重
ね
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
例
え
ば
『
存
在
と
時
間
』
で
の
か
の
道
具
と
し
て
の
物
へ
の
視
点
が

視
界
か
ら
大
き
く
後
退
し
て
、

む
し
ろ
最
初
に
あ
る
「
物
」
の
論
題
背
景
け
か
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
対
象
性
喪
失
へ
と
向
か
う
趨
勢
、
換
一
一
一
閃
す
れ
ば

物
が
「
近
さ
ー
一
を
失
な
い
、
空
虚
さ
を
漂
よ
わ
せ
始
め
る
技
術
時
代
の
諸
相
を
後
背
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
思
索
期
に
相
当
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。
存
在
史
的
経
験
と

も
名
ざ
さ
れ
る
こ
の
技
術
時
代
の
経
験
が
確
か
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
ま
れ
~
か
か
る
現
代
の
技
術
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
近
代
そ
の
も
の
の
本
質
も
照
射

さ
れ
て
く
る
、

そ
う
し
た
思
索
の
実
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。

ハ
イ
デ
ガ

i
が
定
位
す
る
と
こ
ろ
の
近
代
形
而
上
学
の
位
相
は
、
こ
う
し
た
技
術
の
本
質
と
の
密
接
な
連
関
性
の
も
と
に
あ
る
哲
学
史
的
探
索
の
一
環
と
し
て
遂
行
さ

代
的
人
間
の
位
置
、

れ
た
領
域
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
形
而
上
学
と
近
代
以
降
現
代
に
ま
で
存
在
史
的
に
通
底
す
る
技
術
へ
の
問
い
の
関
係
、
お
よ
び
そ
こ
に
お
け
る
近

ハ
イ
ヂ
ガ
!
の
後
期
思
想
に
お
け
る
人
間
の
所
在
に
触
れ
る
問
題
と
し
て
少
な
か
ら
ず
意
味
あ

そ
の
実
践
的
意
義
と
限
界
性
を
考
察
す
る
こ
と
は
、

る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
問
題
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
里
程
で
あ
る
。

哲
学
思
・
想
論
集
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ハ
イ
デ
ガ
i
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

~ 

一、、./

「
完
結
さ
れ
た
形
而
上
学
の
世
界
の
非
歴
史
的
な
も
の
に
お
け
る
意
志
へ
の
意
志
が
そ
の
中
で
自
己
自
身
を
組
織
立
て
計
算
す
る
と
こ
ろ
の
現
象
態
の
基
本
形
式
は
、

〈

3
)

適
切
に
い
え
ば
〈
技
術
〉
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

右
引
用
は
『
形
而
上
学
の
超
克
』
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
完
結
さ
れ
た
形
而
上
学
」
の
創
作
者
と
し
て
「
意
志
へ
の
意
志
」
を
唱
道
す
る
ニ

l
チ
ェ
を
想
定

し
、
こ
の
ニ

l

チ
ェ
の
思
想
を
も
っ
て
時
代
精
神
と
し
て
の
「
技
術
」
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
!
の
後
期
の
根
本
的
姿
勢
が
言
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
そ
れ
は
、
近
代
形
而
上
学
の
本
質
は
近
代
技
術
の
本
質
に
同
定
す
る
、
と
『
世
界
像
の
時
代
』
に
お
い
て
端
的
に
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
内
実
に
触
れ
る
も
の
で
あ

〈

4
)

る
。
近
代
形
而
上
学
の
完
結
を
ニ
1
4
ノ
ェ
に
み
る
思
想
的
射
程
、
そ
れ
は
?
一
1
1

チ
ェ
』
に
展
開
さ
れ
た
内
実
に
他
な
ら
な
い
が
、
今
一
一

i
チ
ェ
に
終
結
を
み
る
そ
の
近

代
形
而
上
学
と
近
代
技
術
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
意
志
と
い
う
実
践
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
上
の
軌
跡
を
も
つ
か
が

に
4
ほ
っ

て
こ
さ
る
を
え
な
い
口

い
い
か
え
る
な
ら
近
代
形
而
上
学
と
技
術
と
の
同
定
を
問
う
中
で
近
代
に
お
け
る
実
践
態
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
!
が
近
代
形
而
上
学
の
基
一
層
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
際
に
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
名
を
掲
げ
る
の
は
単
に
偶
然
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
デ
カ
ル

ト
に
発
端
し
て
ニ

i
チ
ェ
に
ま
で
い
た
る
近
代
形
而
上
学
の
連
結
線
を
存
在
の
歴
史
か
ら
見
通
す
観
点
が
配
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ニ

i
チ
ェ
に
お
け
る

形
而
上
学
の
完
結
を
通
し
て
デ
カ
ル
ト
の
近
代
的
意
義
を
向
い
立
て
る
と
い
う
存
在
史
的
手
順
で
あ
る
。

近
代
形
而
上
学
が
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
の
は
、

彼
に
あ
っ
て
初
め
て
人
間
が
優
勢
的
に
「
主
体

(ω
巳
)
主
立
)
」
と
な
る
か
ら
だ
、

と
ハ
イ
デ
ガ

i
は
指
摘

す
る
。
そ
れ
は
近
代
の
本
笠
が
「
人
間
が
主
体
に
な
る
」
と
い
う
そ
の
人
間
類
型
に
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
主
体
と
し
て
の
人
間
を
め
ぐ
っ
て
彼
が
く
り
か
え
し
主

張
す
る
の
は
「
基
体
」
の
意
味
の
歴
史
的
変
転
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
従
前
の
理
解
の
も
と
で
は
、
人
間
・
植
物
・
石
等
々
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
存
在
者

た
る
か
ぎ
り
で
の
基
体
、

ま
た
そ
の
現
存
す
る
も
の
の
根
拠
と
し
て
の
基
体
が
必
ず
や
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
基
体
は
近
代
の
デ
カ
ル
ト
的
形
而
上
学
に
お
い

て
は
、
人
間
の
主
体
の
産
に
限
定
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
ギ
リ
シ
ア
語

ruHH)orZ580ロ
か
ら
ラ
テ
ン
語

E
Z
2
g
g
が
、
そ
し
て
ま
た
こ
の

Z
Z
2
2
2
か
ら
近
代

に
お
い
て

g
r
y
T
と
い
う
人
間
・
主
体
へ
と
基
体
が
変
転
す
る
そ
の
歴
史
的
跡
づ
け
を
そ
れ
は
意
味
す
る
。
ま
さ
に
人
間
が
基
体
と
な
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
人
間
が
、
玉

体
と
な
る
近
代
の
本
質
が
あ
る
と
い
え
る
。



と
こ
ろ
で
こ
の
「
基
底
に
l

横
た
わ
っ
て
い
る
も
の

(
Z
H
5
r
Z
5
3
0
p
Z
E
2
z
g
)
」
と
し
て
の
基
体
に
座
す
主
体
、

そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
近
代
形
而
上
学

た
り
え
た
か
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
史
に
お
い
て
近
代
性
を
具
備
し
え
た
の
か
。
人
間
が
主
体
に
な
る
こ
と
で
近
代
形
而
上
学
の
「
根
拠
」
と
「
地
盤
」
が
保
証
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
「
方
法
」
が
確
立
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
人
間
主
体
に
よ
っ
て
、
か
つ
人
間
主
体
に
と
っ
て
無
条
件
的
な
「
確
実
性
」

と
「
安
定
性
」
が
獲
得
さ
れ
た
と
い
う

ま
た
真
理
の
本
質
へ
の
画
定
的
方
法
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
人
間
・
主
体
は
「
す
べ
て
の
存
在
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
と
真
理
と

(
5〉

い
う
あ
り
方
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
ゆ
問
。

g
m
X
0
2
m。
2
5
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
解
さ
れ
う
る
。

さ
ら
に
こ
の
人
間
に
よ
る
人
間
に
と
っ
て
と
い
う
方
向
は
、
思
惟
す
る
こ
と
を
「
表
象
す
る
こ
と
」
と
同
一
の
も
の
に
す
る
と
い
い
う
る
。
近
代
的
主
体
が
表
象
的
主
体

(

6

)

 

と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
表
象
す
る
(
〈
2
・E
巳一

g)
と
は
そ
こ
で
は
「
手
前
に
あ
る
も
の
を
、
対
し
て
存
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
前

へ
と
も
た
ら
す
こ
と
」
と
解
さ

こ
ん
¥

れ
る
。

主
体
の
思
惟
が
表
象
と
し
て
成
立
す
る
の
と
相
即
し
て
「
対
象
(
の
め
m
g印

g
ロ
門
片
品
ぬ
)
」
も
ま
た
成
立
す
る
。
「
前
に
立
て
る
こ
と
」
が
同
時
的
に
「
立
て
ら
れ
て

あ
る
も
の
」
を
確
定
す
る
の
が
必
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
客
体
」
は
表
象
的
主
体
に
よ
る
ま
た
そ
れ
に
と
っ
て
の
対
象
と
な
る
。

そ
れ
が
近
代
形
而
上
学
の
構
造
を
な
す

主
体
と
客
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
も
は
や
ギ
リ
シ
プ
、
中
世
的
な
「
現
存
す
る
も
の

〈
〉
口
当

2
8止
命
)
」
と
し
て
の
存
在
者
の
あ
り
様
は
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
口
「
世
界

が
像
化
す
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
「
世
界
像
」
の
時
代
の
本
質
、
近
代
の
本
質
は
こ
の
主
体

l
客
体
構
造
に
由
来
す
る
。

か
か
る
近
代
形
而
上
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
近
代
科
学
の
存
立
理
由
も
想
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
対
象
の
設
定
と
真
理
の
保
障
と
い
う
形
而
上
学
が
近
代
科
学
の
根

(

7

)

 

拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
科
学
は
ま
ず
現
存
す
る
も
の
を
対
象
性
と
い
う
あ
り
方
で
あ
ら
か
じ
め
立
て
る
の
で
あ
り
、
そ
の
対
象
統
治
に
自
ら
を
合
致
さ
せ
る
と
い
う
手

続
き
を
踏
む
の
が
常
道
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
実
的
な
も
の
が
そ
の
つ
ど
組
織
体
(
の
め
J
i
L
C

と
し

〈

8
)

て
、
す
な
わ
ち
査
定
さ
れ
た
原
因
か
ら
生
じ
る
概
観
可
能
な
諸
結
果
の
う
ち
に
現
わ
れ
見
う
る
よ
う
に
現
実
的
な
も
の
を
立
て
る
。
」

こ
の
よ
う
に
し
て
「
科
学
は
現
実
的
な
も
の
を
立
て
る
。

他
方
で
科
学
は
、
そ
れ
が
理
論
の

相
の
下
に
あ
る
か
ぎ
り
で
現
存
す
る
も
の
、
現
実
的
な
も
の
に
対
し
て
は
「
純
粋
に

(
5
5ご
か
っ
「
没
目
的
的
に

(
N
当

2
Z円
巴
)
」
対
処
す
る
、
と
一
般
的
に
も
い
い

う
る
。
確
か
に
そ
れ
は
近
代
科
学
の
認
識
論
的
構
造
と
し
て
の
主
体
・
客
体
関
係
に
由
来
す
る
純
客
観
性
と
い
う
特
質
を
伝
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ

う
な
近
代
科
学
の
構
造
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
は
形
而
上
学
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
前
に
立
て
る
」
と
い
う
表
象
的
主
体
に
お
い
て
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
内
在

的
な
意
義
が
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
前
に
立
て
る
」
と
い
う
こ
と
は
主
体
の
或
る
魯
の
実
践
性
、
い
い
か
え
れ
ば
能
動
的
な
「
意
欲
す
る
」
と
い
う
実
践
性
が
そ

(
9〉

の
全
体
の
後
方
か
ら
働
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
「
純
粋
」
科
学
と
い
う
中
立
的
な
科
学
の
認
識
論
的
視
点
に
は
す
で
に
し
て
「
価
値
」
が
補
填

哲
学
・
思
想
論
集
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ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

二
四

(
σ
3
2
2と
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
存
在
者
が
対
象
に
な
る
際
に
つ
ね
に
喪
失
す
る
存
在
を
形
而
上
学
が
こ
の
価
値
に
よ
っ
て
補
填
し
て

き
た
事
態
と
も
符
号
す
る
D

対
象
化
や
像
化
と
い
っ
た
存
在
者
の
形
而
上
学
的
な
規
定
に
よ
る
存
在
の

て
ひ
と
つ
の
価
値
を
割
り
当
て
、
存
在
者
を
総
じ
て
価
値
に
即
し
て
、
測
り
、

は
、
「
対
象
と
対
象
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
存
在
者
と
に
対
し

(

叩

〉

ま
た
価
値
そ
の
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
行
為
と
街
動
の
目
標
に
す
る
こ
と
」
で
十
分
償
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
近
代
形
而
上
学
に
不
可
避
と
い
う
べ
き
価
値
問
題
は
ハ
イ
デ
ガ

i
の
ニ
!
チ
ェ
解
釈
に
お
け
る
核
心
的
問
題
で
あ
る
が
、
す
で
に
彼
の
デ
カ
ル
ト
解

釈
の
う
ち
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
容
在
者
の
対
象
化
は
そ
れ
自
体
で
存
在
者
へ
の
価
値
的
行
為
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
D近

代
的
主
体
の
成
立
と
と
も
に
始
動
す
る
こ
と
に
な
る
表
象

l
対
象
関
係
に
お
け
る
実
践
態
、

と
り
わ
け
そ
の
能
動
的
な
活
動
性
が
意
欲
と
意
志
に
お
い
て
顕
著
と
な

る
。
そ
の
特
質
は
単
に
現
存
す
る
も
の
の
受
容
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
受
動
性
で
は
な
い
D

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
捉
え
る
こ
と
」
「
摺
む
こ
と
」
と
し
て
の
「
攻
撃
」

〈

日

〉

と
「
支
配
」
の
能
動
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
の
歴
史
的
具
現
に
関
し
て
は
先
に
持
ち
越
さ
れ
た
と
は
い
え
、
す
で
に
し
て
デ
カ
ル
ト
的
形
而
上
学
の
う
ち
で
存
在

史
的
に
明
確
で
あ
る
と
す
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
!
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
の
基
本
線
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
ニ
i
チ
ェ
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
解
釈
の
線
に
沿
っ
て

現
わ
れ
て
く
る
基
本
線
で
あ
り
パ

i
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上

の
位
相
は
、

形
而
上
学
の
歴
史
的

2
5
2
5
3
意
味
で
「
前
段
階

〈
〈
O
円

ω
同
氏
ゆ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
「
本
質
内
容
に
即
し
て
い
あ
る
い
は
存
在
の
歴
史
に
即
し
て
透
見
し
う
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
口
「
問
題
は
、

被
表

象
と
し
て
の
存
在
が
そ
れ
の
木
質
内
容
に
即
し
て
力
へ
の

の
前
段
階
で
あ
る
の
か
否
か
で
あ
り
、

そ
れ
が
存
在
者
の
根
本
性
格
と
し
て
経
験
さ
れ
て
初
め
て
、
確
実

〈

ロ

〉

れ
る
の
で
あ
る
。
」

性
を
回
定
化
へ
の
意
志
と
し
て
、

ま
た
こ
れ
を
或
る
種
の
力
へ
の
意
志
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

こ
の
よ
う
な
意
味
で
と
り
あ
え
ず
ハ
イ
デ
ガ
!
自
身
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
に
お
け
る
実
践
的
要
因
が
意
欲
、
意
志
に
あ
り
、

ま
た
そ
れ
は
ニ

l
チ
ェ
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
と

の
同
質
性
の
も
と
に
企
図
さ
れ
た
近
代
形
而
上
学
全
体
の
解
釈
的
枠
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る

D

そ
れ
は
ニ
l
チ
ェ
の
手
に
な
る
解
釈
、
す
な
わ
ち
お

o
g
E
Z
(我
忠

う
)
と
め
m
o
ぐ

O
]
g
(
我
意
志
す
)
と
の
等
置
か
ら
く
る
吉
正
(
意
志
す
る
こ
と
)
の
別
出
を
踏
ま
え
た
上
で
の
ハ
イ
デ
ガ

i
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
と
い
う
意
味
で
両
者

(

日

〉

は
肉
質
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
ニ

i
チ
ェ
自
身
の
力
へ
の
意
志
と
い
う
形
而
上
学
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
的
な
近
代
的
形
而
上

の
基
礎
で
あ
る
主
体

そ
の
も
の
の
容
認
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
主
体
的
人
間
の
優
位
性
の
閤
域
を
そ
れ
が
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
自
体
を
限
定
的
否

定
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ

l
は
捉
え
る
。
そ
れ
が
ま
た
彼
の
ニ

i
チ
ェ
解
釈
の
内
実
で
も
あ
る
。
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… 
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近
代
形
而
上
学
の
本
質
と
近
代
技
術
の
木
質
と
の
同
定
と
い
う
課
題
が
い
ま
殊
吏
求
め
ら
れ
る
に
当
っ
て
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
!
の
一
一
ー
ー
チ
ェ
解
釈
に
沿
い
な
が
ら
こ

の
こ
と
を
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
ハ
イ
デ
ガ

i
が
ニ

l
チ
ェ
の

概
念
を
中
心
と
し
て
捉
え
る
近
代
形
而
上
学
の
意
義
と
目
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
の
も
の
、
及
び
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
実
践
態
の

さ
ら
に
は
そ
れ
が
技
術
と
の
間
で
な
す
結
節
の
局
面
、

と
い
う
問
題
が
骨
子
と
な
る
。

み

に「
も吉
たぎ?

ら立
すQ 当
。'-"目

しー

の
。
亡、
~ 

~ 

/旬、

存
在
者

a 

は
自
己
意
識
の
主
体
性
(
∞
与
玄
ハ
円
一
円
以
内
)
γ
」

L
r
h
h川
ノ
、

'uu

・i
h

，f'

そ
し
て
自
己
意
識
は
今
や
意
志
へ
の
意
志
と
し
て
自
ら
の
本
質
を
明
る

す
で
に
ハ
イ
デ
ガ
!
の
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
解
釈
に
見
ら
れ
た
表
象
的
主
体
性
が
一
一

l
チ
ェ
の

へ
の
意
志
」
を
本
質
と
す
る
主
体
性
へ
と
存
在
史
的
変
移
を

果
た
し
て
い
く
方
向
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
的
表
象

l
対
象
関
係
は
ニ

i
チ
ェ
に
あ
っ
て
も
は
や
認
識
上
の
問
題
閣
を
大
き
く
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

何
よ
り
も
そ
こ
で
の
自
己
意
識
が
意
志
を
意
志
す
る
者
自
身
の
自
己
意
識
と
読
み
換
え
も
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
意
志
と
は
む
ろ
ん
単
に
獲
得
や
願
望
の
類
い
の
人
間
の
心

理
的
な
一
機
能
と
し
て
の
意
志
を
意
味
し
な
い
。
自
ら
に
命
令
を
課
す
と
同
時
に
自
ら
も
ま
た
こ
の
命
令
に
服
す
る
と
こ
ろ
の
こ
章
一
の
意
志
規
定
に
お
け
る
人
間
の
自
己

統
括
態
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
意
志
は
自
ら
が
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
す
で
に
所
有
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
み
「
意
志
は
自

〈

日

〉

己
自
身
を
意
志
す
る
」
も
の
と
し
て
自
己
統
括
し
て
い
る
。
し
か
し
他
国
で
こ
の
よ
う
な
意
志
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
生
長
・
運
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
で

自
ら
を
克
服
し
、
よ
り
強
く
あ
ろ
う
と
す
る
保
存
と
高
揚
を
白
身
に
対
し
て

ざ
る
を
え
な
い
。
ェ

i
チ
ェ
に
あ
っ
て

そ
れ
自
身
で
生
の
生
成
の
う
ち
に
あ
る

「
力
へ
の
意
志
」
と
し
て
提
起
さ
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
「
力
へ
の

ハ
同
〉

」
と
で
あ
る
。
」

と
は
何
か
。
「
力
と
い

は
も
っ
ぱ
ら
、
命
令
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の

い
か
に
し
て
自
己
自
身
を
意
士
心
す
る
か
の
そ
の
様
態
の
本
質
の

意
志
が
命
令
に
従
っ
て
自
ら
の
意
志
を
統
括
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
力
は
そ
の
よ
う
な
意
芯
の
統
括
活
動
に
対
す

る
助
力
で
あ
る
。
た
だ
し
単
に
意
志
へ
の
付
加
的
な
意
味
に
お
い
て
助
力
な
の
で
は
な
い

D

む
し
ろ
力
は
、
意
志
そ
れ
自
体
の
本
質
の
「
様
態
の
本
質
」
と
し
て
説
明
さ

れ
、
意
志
の
自
己
統
括
活
動
の
様
態
そ
の
も
の
を
一
ボ
す
。
そ
れ
ゆ
え
力
へ
の

は
い
い
か
え
れ
ば
力
の
本
質
で
も
あ
る
。
か
く
て
自
己
克
服
、
自
己
高
揚
と
い
う
命

令
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
意
志
の
内
的
構
造
は
力
へ
の

し
て
よ
り
豊
鏡
な
内
容
を
得
て
一
一

i
チ
ェ
に
よ
っ
て
把
持
さ
れ
た
。

哲
学
・
思
想
論
集

五



ハ
イ
デ
ガ
l
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

一一六

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
力
へ
の
意
志
と
い
う
用
語
に
は
そ
の
た
め
の
必
要
条
件
と
も
い
う
べ
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
価
値
定
立
と
い
う
語
が
ニ

i
チ
ェ
に
よ
り
提
示
さ
れ
て

い可。。

ニ
l

チ
ェ
は
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
的
思
考
が
人
間
に
対
し
て
強
要
し
て
き
た
超
越
的
な
最
高
価
値
が
価
値
喪
失
し
て
い
く
こ
と
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
称
し
た
。
こ

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
単
な
る
時
代
的
な
類
廃
現
象
の
象
徴
語
で
は
な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
根
源
的
な
法
則
性
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
内
的
論
理
と
し
て
想
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
従
来
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
最
高
価
値
が
脱
価
値
化
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
た
め
に
、

一
l
チ
ェ
は
自
ら
新
た
な
価
値
定
立
と
し

て
「
完
成
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
挙
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
自
己
定
立
し
た
「
完
成
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
う
ち
に
、
従
来
の
す
べ
て
の
価
値
の
転
倒
を
内
包
さ
せ

〈

げ

〉

つ
っ
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
的
な
基
礎
を
与
え
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
ニ

l
チ
ェ
は
、
こ
の
「
完
成
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
思
想
的
形
象
の
う
ち

に
形
而
上
学
克
服
の
た
め
の
「
至
上
の
価
値
」
を
定
位
し
た
と
い
い
う
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
に
し
て
ニ

l
チ
ェ
自
身
の
中
に
形
而
上
学
を
克
服
す
る
姿
勢
を
ハ
イ
デ
ガ

ニ
i
チ
ェ
も
ま
た
同
じ
く
形
而
上
学
の
伝
統
の
枠
内
に
立
つ
「
価
値
の
形
而
上
学
」
の
主
張
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
独
自
の
評
定
を

ハ
凶
〉

与
え
る
の
で
あ
る
。
「
ニ

I
チ
ェ
は
形
而
上
学
の
あ
ら
ゆ
る
転
回
や
価
値
転
倒
に
も
拘
ら
ず
、
相
変
ら
ず
そ
れ
の
伝
統
の
連
綿
と
し
た
軌
道
上
に
と
ど
ま
る
。
」

ー
は
十
分
認
め
る
に
も
せ
よ
、

と
い
う

の
も
ニ

i
チ
ェ
に
あ
っ
て
は
、

つ
ね
に
そ
れ
自
ら
の
維
持
と
高
揚
の
た
め
の
力
へ
の
意
志
と
い
う
原
理
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
た
条
件
で
あ
る
こ
の
価
値
は
、
従
来
よ
り
形

市
上
学
が
育
く
ん
で
き
た
存
在
者
全
体
の
存
在
の
位
置
に
自
ら
座
す
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る

D

い
い
か
え
れ
ば
、

よ
り
強
く
な
ろ
う
と
す
る
.
力
へ
の
意
志
、
現
状
を

(
ゆ
)

た
え
ず
命
令
に
従
い
つ
つ
維
持
と
高
揚
に
励
ま
ざ
る
を
え
な
い
力
へ
の
意
志
が
、
自
ら
の
条
件
で
あ
り
「
手
段
」
で
も
あ
る
側
値
を
歪

(
初
)

上
の
存
在
の
座
に
据
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
さ
に
「
存
在
が
価
値
と
な
っ
た
」
価
値
の
形
而
上
学
と
し
て
の
ニ

l
チ
ェ
思
想
は
最
終
的
に
手
段
で
あ
る
価
値

そ
の
ま
ま
甘
受
す
る
こ
と
な
く
、

の
目
的

Jaと
い
う
ど
こ
ま
で
も
価
値
の
境
域
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
価
値
を
存
在
の
肢
に
据
え
る
形
而
上
学
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ニ

l
チ
ェ
は
近
代
形
而
上
学
の
完
成
者
で
あ
り
、
近
代
的
人
間
の
形
而
上
学
的
視
型
の
作
成
者

ハ
幻
〉

な
の
で
あ
る
。
「
価
値
が
す
べ
て
の
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
規
定
す
る
」
と
い
っ
た
そ
の
価
値
の
意
味
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
存
在
を
ま
さ
に
価
値
へ
と
下
落
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
事
態
の
意
味
す
る
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
近
代
的
人
間
の
類
型
そ
の
も
の
の
指
標
で
あ
る
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ

1
は
解
す
る
。
従
来
の
人
間
類
型
に
対
置
さ

れ
た
か
の
「
超
人
」
の
概
念
も
ま
た
こ
の
近
代
的
人
間
類
型
と
い
う
位
相
に
お
い
て
解
読
さ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
陥
り
が
ち
な
特
異
な
人
間
標
本
と
し

近
代
的
人
間
の
本
質
を
示
唆
し
、
「
力
へ
の
意
志
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
現
実
か
ら
出
て
、

て
、
ま
た
人
生
哲
学
上
の
見
本
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
近
代
と
い
う
時
代
の
本
質
的
完
成
へ
と
立
ち
向
か
う

(

幻

〉

か
っ
こ
の
現
実
の

J

た
め
に
あ
る
人
間
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ



え
こ
の
現
実
の
現
実
性
で
あ
る
力
へ
の
意
志
と
い
う
根
源
性
に
支
え
ら
れ
た
価
値
こ
そ
が
近
代
的
人
間
の
表
象
的
主
体
性
を
そ
の
根
底
で
担
い
か
つ
鼓
舞
し
つ
づ
け
て
い

る
と
い
い
う
る
。
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
近
代
形
而
上
学
が
表
象
的
主
体
を
基
盤
と
し
て
生
起
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
近
代
形
而
上
学
は
ニ

l

チ
ェ
の
中
で
醸
成
さ
れ
た

意
志
主
体
に
お
い
て
完
結
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
一
一

l
チ
ェ
の
形
而
上
学
の
完
結
態
に
す
で
に
自
ら
の
技
術
の
本
質

理
解
の
た
め
の
視
界
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
。

重
ね
て
い
え
ば
デ
カ
ル
ト
的
主
体
は
、
そ
れ
が
表
象
的
主
体
で
あ
り
自
己
意
識
的
主
体
で
あ
る
点
に
そ
の
特
質
が
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
-
一
!
チ
ェ
の
意
志
概
念
を
媒
体

と
す
る
視
点
か
ら
は
表
象
的
主
体
は
意
志
お
よ
び
価
値
の
概
念
と
い
う
実
践
的
要
素
に
先
行
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
判
読
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
よ
る
こ
の
ニ

i
チ
ェ
解
釈
の
う
ち
に
、
表
象
・
認
識
に
先
行
す
る
意
志
・
実
践
の
配
置
構
造
を
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
両
主
体
の
概
念
上
の
解
釈
に
あ
っ

て
も
明
確
に
区
別
立
て
が
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
も
そ
こ
に
あ
る
。
?
一
!
チ
ェ
の
言
葉
・
八
神
は
死
せ
り
〉
』
の
中
で
も
一
方
で
「
主
体
の
主
観
性
(
仏
ぽ
∞
ロ
デ

〈

幻

)

V
目
立
才
一
円
以
汁
門
凶
作
∞
∞
c
z
o吉
田
〉
」
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
他
方
で
「
主
体
の
主
体
性
(
仏
芯
∞
c
Z
兵
長
常
広

g
m与
を
え
凶
)
」
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
両
者

は
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
表
象
・
自
己
意
識
的
主
体
の
様
態
と
し
て
、
後
者
が

の
様
態
に
関
す
る
表
現
と
し
て
造
語
的
相
違
が
な
さ
れ
て
い
る

D

例
え
ば
「
人
間
は
、

(
剖
〉

人
間
は
蜂
起
へ
と
歩
み
入
る
よ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

存
在
者
の
主
体
性
の
内
部
に
お
い
て
自
己
の
本
質
の
主
観
性
の
中
へ
と
立
ち
入
る
。

こ
れ
な
ど
も
含
め
て
い
う

な
ら
ば
、
近
代
的
類
型
と
し
て
の
人
間
が
認
識
と
そ
れ
の
先
行
形
態
で
あ
る
意
志
と
の
統
合
態
に
お
い
て
定
位
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
さ
に
「
自
己
意
識
の
主
体

性
」
は
「
意
志
へ
の
意
志
と
し
て
自
ら
の
本
質
を
明
る
み
に
も
た
ら
す
」
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
価
値
の
形
而
上
学
そ
の
も
の
に
伴
な
う
実
践
的
要
素
と
し
て
、

人
間
の
行
為
・
行
動
の
一
局
面
に
現
わ
れ
る
「
計
算
(
河

2
Z
Sご
と
い
う
語
が
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ

i
は、

ニ
l
チ
ェ
の
指
摘
す
る
価
値
定
立
と
は
「
計
算
」
の
尺
度
に
他
な
ら
な
い
点
に
着
眼
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
維
持
と
高
揚
に
励
む
力
へ
の
意
志
の
条
件
と

そ
の
う
ち
に
維
持
と
し
て
の
現
在
性
と
高
揚
と
し
て
の
可
能
性
を
測
定
す
べ
く
「
計
算
」
の
尺
度
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
お
〉

志
に
は
意
識
が
属
す
る
。
意
志
へ
の
意
士
山
は
計
算
の
計
算
す
る
自
己
確
保
の
最
高
に
し
て
無
条
件
的
な
意
識
化
で
あ
る
。
」
そ
こ
に
は
計
算
と
い
う
数
学
的
正

g
が
認

(
お
〉

識
上
の
表
象
作
用
に
と
っ
て
は
不
可
欠
の
意
志
の
能
動
性
の
局
面
が
あ
る
。
か
か
る
「
計
算
的
理
性
」
と
し
て
の
意
志
を
根
拠
と
す
る
価
値
定
立
は
、
そ
れ
自
体
で
介
鈴

~
の
鈴
併
的
安
骨
と
い
う
近
代
的
人
間
の
技
術
的
実
践
態
を
相
補
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
象
へ
の
技
術
的
支
配
と
い
う
構
成
の
中
で
近
代
の
主
体
性
の
形
而

し
て
あ
る
価
値
は
、

上
学
が
完
結
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
実
践
態
と
し
て
の
近
代
技
術
の
本
質
に
一
致
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。
「
八
技
術

V
と
い
う
名
称
は
こ
こ
で
本
質
的
に

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
三
号

二
七



ハ
イ
デ
ガ
i
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

二
八

(
訂
〉

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
の
も
つ
意
味
か
ら
し
て
、
完
結
し
た
形
而
上
学
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
」

か
く
て
ハ
イ
デ
ガ

i
は、

一i
チ

ェ
の
意
志
概
念
の
う
ち
に
近
代
形
而
上
学
の
完
結
と
総
決
算
を
洞
見
し
、
そ
れ
が
技
術
の
本
質
の
総
決
算
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
先
述
の
吋
世
界
像
の
時
代
』

に
お
け
る
技
術
論
的
視
座
か
ら
の
近
代
形
而
上
学
へ
の
哲
学
史
的
回
顧
の
合
意
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
は

A

か
か
る
技
術
と
形
而
上
学
と
の
近
接
化
と
相
互
的
収
数
化

に
お
け
る
後
期
ハ
イ
デ
ガ

1
の
思
想
的
関
心
の
場
を
開
示
す
る
。

.----，.. 

一一一、.._/

以
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
要
約
的
に
見
た
近
代
形
而
上
学
の
実
践
態
、

そ
れ
が
近
代
的
人
間
類
型
の
中
で
ど
こ
ま
で
も
技
術
に
定
位
し
た
実
践
態
で
あ
る
こ
と
を
、

ハ
イ
デ
ガ

i
は
対
象
へ
の
技
術
的
支
配
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
口
対
象
へ
の
技
術
的
支
配
と
い
う
実
践
的
な
意
義
は
ユ
1
1

チ
ェ
の
い
う
「
存
在
・
と
し
て
の
存
在
者
へ
の

(お〉

支
配
権
」
に
促
さ
れ
て
の
「
地
球
」
に
対
す
る
人
間
的
意
志
主
体
に
よ
る
無
条
件
の
対
象
化
で
あ
る
口
あ
る
い
は
存
在
の
本
質
と
し
て
の
意
志
に
絶
え
ず
っ
き
動
か
さ
れ

〈

お

)

て
の
「
自
然
」
の
「
技
術
的
対
象
」
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
的
な
支
配
と
い
う
こ
の
実
践
性
の
別
出
は
、
そ
れ
が
即
時
的
に
例
え
ば
ニ

ー
チ
ェ
の
い
う
哲
学
的
学
説
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
認
定
さ
れ
て
初
め
て
成
立
す
る
よ
う
な
領
域
の

で
み
の
ろ
う
か
。

い
い
か
え
る
な
ら
、

そ
れ
は
或
る
種
の
行
動
理
論

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
に
生
起
す
る
出
来
事
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

D

む
ろ
ん
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
!
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
意
味
で

な
ら
行
動
理
論
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
告
げ
る
べ
き
何
も
の
を
も
有
し
て
は
い
な
い
存
在
史
的
経
験
、
歴
史
的
本
質
に
お
い
て
支
配
へ
の
意
忘
と
い
う
現
実
の
状
況
に
位
置

し
て
い
る
そ
の
存
在
史
的
経
験
が
厳
然
と
し
て
あ
る
事
態
か
ら
出
立
し
た
場
所
に
お
い
て
、
近
代
形
而
上
学
へ
の
隆
史

す
る
は
ず
の
主
体
性
が
す
で
に
し
て
現
実
に

的
遡
行
の
手
続
き
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
地
球
支
配
」
、
自
然
へ
の
技
術
的
支
配
と
い
っ
た
一
一
!
チ
ェ
的
テ
ー
ゼ
は
、
逆
説
的
な
が
ら
つ
ね
に
す
で
に
存
在

(mC 

者
が
力
へ
の
意
志
の
様
相
に
お
い
て
現
出
し
て
い
る
時
代
的
「
境
位
い
の
事
在
史
的
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
!
の
後
期
思
想
に
お
け
る
技
術
論
が

有
し
て
い
る
特
異
な
問
題
意
義
も
ま
た
こ
の
点
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
技
術
論
と
い
う
視
点
で
、
あ
ら
た
め
て
実
践
の
意
味
す
る
も
の
を

(
幻
〉

問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
が
存
在
者
の
存
在
か
ら
出
自
し
て
地
球
の
支
配
を
引
き
受
け
る
と
い
う
課
題
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
」
事
態
そ
の

も
の
が
立
関
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
口

い
わ
ゆ
る
連
続
講
演
で
あ
る

る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
の
観
入
』
が
そ
の
思
想
内
容
の
要
約
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
『
技
術
へ
の
問
い
』
は
、
他
な
ら
ぬ
技
術
時
代
に



お
け
る
存
在
史
的
経
験
の
何
ほ
ど
か
に
基
づ
い
て
応
答
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
!
の
技
術
の
思
想
の
核
心
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
の
後
期
思
想
に
お
け
る
存
在

へ
の
思
索
の
転
回
点
を
成
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。
『
技
術
へ
の
問
い
』
で
問
わ
れ
て
い
る
当
の
技
術
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
現
代
的

(
B
O
L
2ロ
)
技
術
で
あ
っ
て
近
代

的

(
B
G
N
巴
己

w
r
)
技
術
で
は
な
い
。
用
語
上
の
時
代
区
分
の
み
な
ら
ず
そ
こ
に
は
内
容
上
の
区
分
も
当
然
含
ま
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
こ
の
書
と
出
会
う

者
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
顕
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
懸
念
は
、

ハ
イ
デ
ガ
!
特
有
の
存
在
史
的
観
点
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
に
氷
解
す
る
。
す
な
わ
ち
技
術
の
本
質
を
な

す
も
の
は
「
そ
れ
の
統
宰
と
い
う
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
先
行
す
る
も
の
、
最
も
早
き
も
の
で
あ
り
つ
、
つ
け
る
」
の
で
あ
り
、
本
来
「
人
聞
に
と
っ
て

〈
犯
)

初
源
的
に
早
き
も
の
は
最
後
に
な
っ
て
初
め
て
示
さ
れ
る
」
と
い
う
存
在
史
の
特
質
に
理
由
が
あ
る
。
技
術
の
現
代
性
は
す
で
仁
そ
れ
の
近
代
性
に
お
い
て
前
ぶ
れ
し
て

い
る
が
、
そ
れ
が
「
人
間
に
と
っ
て
」
示
現
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
現
代
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
技
術
の
現
代
性
に
お
い
て
の
み
そ
れ
の
近
代
性
も
顕
わ
と

な
る

D

存
在
史
的
経
験
と
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
時
代
の
区
分
と
通
底
性
に
立
つ
て
の
現
代
の
経
験
の
謂
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
現
代
技
術
の
本
質
と

は
何
か
を
考
察
し
、
し
か
る
の
ち
こ
の
技
術
の
本
質
に
伴
な
う
実
践
態
の
内
実
と
人
間
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
先
述
の
近
代
的
形
而
上
学
に
お
け
る
実
践
態
の

問
題
と
の
関
わ
り
を
考
慮
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
一
諸
国
の
冒
頭
部
に
お
い
て
技
術
へ
の
問
い
を
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
通
常
想
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
意
味
で
の
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
横
た
わ
る
。
技
術
的
存
在
者
と
し
て
の

「
技
術
的
な
も
の

(
L
S
ベ
2
r口
広
島
め
)
」
と
明
確
な
一
線
を
画
す
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
「
技
術
の
本
質
」
へ
の
問
い
と

L
て
定
位
す
る
。

技
術
へ
の
問

回
避
す
る
結
果
を
招
く
だ
け
の
、

い
が
も
し
眼
前
的
な
「
技
術
的
な
も
の
」
へ
の
問
い
で
あ
る
な
ら
、
最
終
的
に
は
そ
れ
へ
と
肯
定
的
に
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
そ
こ
か
ら
否
定
的
に

い
ず
れ
に
せ
よ
技
術
に
対
す
る
経
桔
を
免
れ
え
な
い
し
、
精
々
の
と
こ
ろ
技
術
を
し
て
用
途
次
第
の
「
中
立
的
な
も
の
」
と
解
す
る
ほ

か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
技
術
へ
の
問
い
は
「
技
術
の
本
質
」
へ
の
問
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
も
従
来
的
な
人
間
的
行
為
に
お
け
る
手
段

i
目
的

論
的
技
術
論
の
枠
を
超
え
る
、
そ
う
い
っ
て
良
け
れ
ば
存
在
論
的
技
術
論
を
展
開
す
る
意
図
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
技
術
へ
の
存
在
論
的
視
角
こ
そ
却
っ
て
「
技
術
的
な
も

そ
れ
の
総
体
を
自
由
の
名
で
保
証
す
る
は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
こ
の
「
技
術
の
本
質
」
へ
の
聞
い
立
て
に
基

。
」
か
ら
問
う
者
の
身
を
自
由
に
す
る
の
で
あ
り
、

づ
い
て
の
み
「
技
術
的
な
も
の
」
も
ま
た
明
る
み
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

る
よ
寸
組
み
立
て
は
露
呈
の
命
運

2
2
0
2
ο
r
r
r
L
2
開
三
宮
司
m
cロ
mv

こ
う
し
た
存
在
論
的
技
術
の
相
に
あ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
!
が
指
摘
す
る
二
つ
の
命
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
現
代
技
術
の
本
質
は
組
み
立
て

(

出

〉

に
属
し
て
い
る
。
」

(
の
や
印
苛
}
{
)

の
う
ち
に
あ

前
者
の
命
題
か
ら
現
代
技
術
の
本
質
が
「
組
み
立
て
」
と
い
う
組
成
体

哲
学
・
思
想
論
集
・
第
十
三
号

ニ
九



ハ
イ
デ
ガ
l
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

。

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
後
者
の
そ
れ
か
ら
は
こ
の
「
組
み
立
て
」
を
媒
体
と
す
る
か
ぎ
り
で
の
現
代
技
術
の
本
質
が
存
在
史
的
な
意
味
で
歴

史
的
「
命
運
」
の
絡
印
を
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
命
運
」
の
語
を
通
し
て
現
代
技
術
の
本
質
の
う
ち
に
近
代
的
人
間
性
(
云

g
∞与
3
2
5
)

の
意
味
が
、

い
い
か
え
る
な
ら
ハ
イ
デ
ガ
!
の
与
え
る
近
代
の
人
間
の
実
践
的
位
相
と
い
っ
た
も
の
が
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
次
第
に
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
命
運
の
存
在
史
的
事
態
、
そ
れ
は
す
で
に
し
て
ニ

l
チ
ェ
の
形
而
上
学
的
解
明
の
う
ち
に
も
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ニ

l
チ
ェ

(

討

〉

の
形
而
上
学
的
思
索
の
解
義
に
あ
っ
て
も
ま
た
「
力
へ
の
意
志
と
い
う
存
在
の
命
運
の
う
ち
で
地
上
の
支
配
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
人
間
性
の
本
質
」

が
そ
の
解
義
の
終
結
の
場
所
で
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
い
尋
ね
る
べ
き
こ
と
は
、
近
代
形
而
上
学
に
同
定
す
る
技
術
の
本
質
に
お
け
る

人
間
性
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
命
運
の
語
か
ら
い
か
に
し
て
捉
え
返
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
そ
の
思
索
の
実
情
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
テ
ク
ネ
!
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
原
義
へ
と
遡
行
し
な
が
ら
ハ
イ
デ
ガ

i
は
、
技
術
が
本
来
「
真
理
」
の
出
来
事
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る

(
お
〉

こ
と
、
す
な
わ
ち
隠
蔽
か
ら
の
露
呈
化
で
あ
る
と
い
う
見
地
に
根
ざ
し
て
「
技
術
と
は
露
呈
の
一
様
態
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な

意
味
で
は
現
代
技
術
も
ま
た
本
質
的
に
露
呈
と
い
う
様
態
に
お
い
て
解
析
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
同
じ
露
呈
と
い
っ
て
も
、
現
代
技
術
に
あ
っ
て

ギ
リ
シ
ア
的
テ
ク
ネ
!
と
は
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
の
唯
一
の
相
違
点
は
、
現
代
技
術
の
露
呈
が
「
挑
発
」
す
な
わ
ち
自
然
を
子
不
ル
ギ
!
の
供
給
源
と
し
て

仕
立
て
る
「
挑
発
」
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
露
呈
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
か
つ
て
農
夫
が
手
を
入
れ
、
看
守
っ
て
き
た
は
ず
の
田
畑
は
そ
こ
に
な
く
、

そ
う

し
た
田
畑
に
代
わ
っ
て
そ
の
土
地
一
帯
は
「
挑
発
」
に
よ
る
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
化
し
、
時
に
は
鉱
区
や
鉱
床
と
し
て
そ
れ
自
身
を
露
呈
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う

し
た
諸
々
の
変
容
の
事
態
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
自
然
が
そ
の
よ
う
に
立
た
さ
れ
る
べ
く
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
殊
の
ほ
か
示
し
て
い
る
口
現
代
技
術
は
、
自
然
の

中
に
秘
匿
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
に
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
基
礎
を
お
き
な
が
ら
変
容
・
貯
蔵
・
配
分
と
転
配
の
も
ろ
も
ろ
を
営
為
と
す
る
の
で
あ

す
べ
て
が
即
時
的
に
役
立
ち
「
用
立
つ
」
ベ
く
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、

り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
ら
の
全
行
程
に
お
い
て
自
然
を
悉
く
挑
発
的
に
露
呈
に
曝
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
挑
発
的
露
呈
の
相
の
も
と
で
存
在
者
と
し
て
あ
る
も
の
の

ハ
お
〉

そ
の
か
ぎ
り
全
体
と
し
て
「
用
象
(
切
2
Zロ
仏
)
」
と
呼
ば
れ
る
に
適
わ
し

い
。
技
術
的
存
在
者
と
し
て
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
用
象
」
で
あ
っ
て
単
に
「
対
象
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
が
用
立
て
の
う
ち
で
「
用
象
」
化
さ
れ
ざ
る
を

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
滑
走
路
に
立
つ
旅
客
機
、
そ
れ
は
運
輸
の
た
め
の
用
立
て
可
能
性
と
し
て
露
呈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
表
象
の
対
象
と
し
て
現
出
す

る
と
は
言
い
が
た
い
。
技
術
的
存
在
者
は
そ
の
意
味
で
独
自
の
立
座

(
ω
S
D仏)
を
顕
示
し
て
お
り
、
「
用
象
」
に
あ
っ
て
対
象
喪
失
態
(
仏

g
o
a
g
ω
宮
口
己
O
凹

巾

)

た
ら



ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
仕
組
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

一
切
が
そ
の
よ
う
に
用
象
的
存
在
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
現
代
技
術
の
も
と
に
あ
る
人
間
と
い
う
存
在
者
は
ど
う
で
あ
る
か
。
存
在
者
と
し
て
の
人
間
も
ま

(
幻
)

た
こ
の
用
象
と
は
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
「
突
に
人
間
こ
そ
が
自
然
よ
り
以
上
に
用
象
に
帰
属
す
る
」
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
人
間
類
型
と
い
う
意

味
で
は
、
人
間
主
体
こ
そ
が
自
然
を
立
た
せ
仕
立
て
る
主
体
、
あ
る
い
は
挑
発
的
露
呈
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
必
当
然
的
に
想
定
さ
れ
て
よ
い
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
技
術

論
的
領
域
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
明
縫
な
表
現
で
否
定
す
る
。
現
代
技
術
は
決
し
て
「
単
な
る
人
間
的
行
為
」
に
よ
っ
て
把
捉
を
許
す
も
の
で
は
な
い
、
そ
の

意
味
で
な
ら
む
し
ろ
人
間
も
ま
た
露
呈
と
い
う
呼
び
求
め
に
応
じ
る
共
働
的
存
在
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
が
技
術
論
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
。
存
在
論
的
技
術
論

の
名
で
切
り
捨
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
事
情
に
由
来
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
技
術
的
な
も
の
」
に
基
づ
い
て
技
術
を
も
っ
ぱ
ら
道
具
的
か
つ
人
間
学

的
に
目
的
の
た
め
の
手
段
と
行
為
で
規
定
し
制
約
し
て
い
く
技
術
論
は
当
初
よ
り
論
議
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
露
呈
の
呼
び
求
め
へ
の
人
間
の

(
お
)

呼
応
、
す
な
わ
ち
人
間
の
定
立
と
挑
発
を
「
摂
り
集
め
る
も
の

2
2
〈

2
8ヨ
ヨ
己
足
。
)
」
の
'
総
称
、
そ
れ
が
か
の
「
組
み
立
て
」
と
命
名
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
「
現
代
技
術
の
本
質
は
組
み
立
て
の
う
ち
に
あ
る
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
存
在
者
一
般
の
み
な
ら
ず
人
間
と
し
て
の
存
在
者
を
も
含
め
た
か
た
ち
で
そ
れ
ら
の
こ
と

ご
と
く
を
用
象
的
存
在
へ
と
駆
り
立
て
、
立
た
せ
て
い
く
「
組
み
立
て
」
の
全
構
造
性
、
そ
の
中
に
技
術
の
本
質
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
結
語
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
先

述
し
た
よ
う
に
こ
の
「
組
み
立
て
」
の
全
組
成
体
は
仕
立
て
の
露
呈
の
命
運
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
技
術
の
本
質
と
し
て
の
こ
の
露
呈
の
命

運
を
存
在
史
的
に
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
し
て
こ
の
経
験
に
あ
る
事
態
か
ら
す
れ
ば
、
技
術
を
い
た
ず
ら
に
促
進
す
べ
く
追
い
廻
し
す
る
こ
と
、

ウ
ま
り
技

術
肯
定
主
義
も
、

ま
た
技
術
に
対
し
て
反
抗
的
態
度
を
と
る
こ
と
、
技
術
悪
魔
主
義
も
不
要
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
!
は
、

ζ

の
命
運
が
「
組
み
立
て
」
と
し
て
統

宰
し
て
い
る
'
経
験
的
事
態
こ
そ
が
「
最
大
の
危
険
」
で
あ
る
と
い
う
。
人
間
の
実
践
的
次
元
か
ら
い
え
ば
、
自
ら
は
用
象
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
対
象
喪
失
態
の
口
ハ
中
に

あ
っ
て
用
立
て
の
た
め
の
仕
立
て
人
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
事
態
が
危
険
で
あ
る
、

と
。
今
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
「
最
大
の
危
険
」
と
刻
印
さ
れ
た
命
運
に
対
し
て
後
期

ハ
イ
デ
ガ
!
の
与
え
る
歯
止
め
、
す
な
わ
ち
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
詩
に
基
づ
く
危
険
こ
そ
救
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
「
救
い
」
や
そ
こ
に
お
け
る
「
転
回
」
の
問
題
を
論
及

す
る
余
白
を
も
た
な
い
。
木
稿
の
課
題
で
あ
る
近
代
の
人
間
的
笑
践
の
意
味
を
近
代
技
術
の
本
質
と
の
関
係
に
お
い
て
辿
る
こ
と
に
焦
点
を
戻
し
て
み
た
い
。

哲
学
・
思
想
論
集

第
十
三
号



ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

(
四
)

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
技
術
の
本
質
と
し
て
の
「
組
み
立
て
い
に
帰
属
す
る
挑
発
的
露
呈
の

は
人
間
を
し
て
用
象
的
存
在
と
し
て
の
仕
立
て
の
あ
り
方
で

駆
り
立
て
る
事
態
を
さ
し
示
す
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば

の
道
理
を
担
う
の
は
も
は
や
人
間
で
は
な
く
、

ま
た
人
間
的
主
体
で
も
な
い
と
い
う
洞
見
、
む
し
ろ
今
な
お

隠
れ
た
ま
ま
で
は
あ
る
が
真
理
の
場
と
し
て
の
存
在
の
方
で
あ
る
と
い
う
そ
の
洞
見
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
口
技
術
を
こ
の
よ
う
な
露
呈
と
し
て
忠

索
す
る
か
ぎ
り
は
、
技
術
的
な
も
の
の
す
べ
て
は
「
人
間
の
製
作
物
」
と
は
言
い
難
い
し
、
「
現
代
技
術
は
、
仕
立
て

(
お
)

で
は
決
し
て
な
い
」
と
断
じ
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
命
運
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
近
代
的
人
間
の
実
践
態
が
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
存
在
史
的
転
換
、
存
在
の

と
し
て
は
単
に
人
間
的
な
所
業
(
吋
口
三

呼
び
求
め
に
促
さ
れ
て
の
近
代
的
実
践
態
の
反
転
的
出
来
事
を
照
射
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
行
為
が
技
術
の
こ
の
命
運
と
い
う
出
来
事
に
出
会
っ
て
初
め

ハ
的
判
)

て
、
す
な
わ
ち
「
命
運
的
行
為
と
し
て
初
め
て
歴
史
的
と
な
る
」
の
で
あ
る
。

技
術
に
お
け
る
こ
う
し
た
近
代
的
人
間
の
実
践
態
へ
の
反
照
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
形
而
上
学
を
過
し
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
近
代
を
広
範
聞
に
統
宰
す
る
か
の
力
へ
の

意
志
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
の
命
運
で
も
あ
る
。
技
術
の
本
質
は
こ
の

の
も
と
で
解
読
さ
れ
る
点
に
お
い
て
こ
そ
近
代
形
而
上
学
の
そ
れ
と
符
号
す
る
と
い
い
う

る
の
で
あ
る
。
両
者
の
近
代
的
人
間
性
は
各
々
、
技
術
に
あ
っ
て
は
危
険
と
い
う
否
定
性
が
、

ま
た
形
而
上
学
に
あ
っ
て
は
そ
れ
自
体
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
否
定
的
絡

印
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
近
代
的
人
間
性
あ
る
い
は
近
代
的
人
間
の
実
践
的
意
義
は
間
い
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
的
な
表
象
的
か
つ
意
志
的

な
主
体
と
見
な
さ
れ
た
近
代
的
人
間
が
元
来
は
地
上
の
権
力
者
と
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、

(

札

〉影
」
に
す
ぎ
ず
、
お
よ
そ
超
人
と
は
す
で
に
一
一
一
一
口
い
難
い
。
近
代
の
人
間
に
遺
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
精
々
の
と
こ
ろ
地
上
の
支
配
を
遂
行
す
る
技
術
そ
の
も
の
を
制
御
す

る
な
い
し
は
管
理
す
る
意
志
と
意
欲
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
人
間
は
今
日
真
の
意
味
に
お
い
て
何
ら
自
分
自
身
す
な
わ
ち
自
分
の
本
質
に
出
会
っ
て
い
な

、

(

必

〉

ハ

必

)

い
。
」
人
間
の
近
代
的
な
実
践
態
の
死
と
で
も
い
う
べ
き
存
在
史
的
経
験
、
現
代
技
術
に
お
け
る
そ
れ
に
立
っ
て
J

初
め
て
ニ

l
チ
ヱ
の
形
而
上
学
の
中
に
「
存
在
忘
却
」

実
態
と
し
て
は
そ
れ
が

「
見
せ
か
け
」

と

「
ヨ
一
又
冬
、
コ

''5・
3
3
〕

一
古
来

U
?限
g
'
X

の
指
摘
も
別
出
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
近
代
的
実
践
の
意
義
そ
の
も
の
を
ア
ポ
リ
ア
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
自
己
本
質
と
出
会
え
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
し
か
し
近
代
的
な
人
間
の
実
践
態
が
こ
う
し
た
否
定
態
と
し
て
ω

評
釈
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
の
実
践
的
意
義
そ
の
も
の
が
棄
却
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う



か
。
か
か
る
問
い
は
ハ
イ
デ
ガ

l
の
思
索
の
途
に
決
し
て
沿
う
も
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
「
組
み
立
て
い
の
組
成
構
造
の
う
ち
に
用
象
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
、
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
出
す
る
ほ
か
な
い
近
代
的
実
践
態
を
、
そ
れ
と
し
て
救
出
す
る
了
解
の
途
、
新
た
に
「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
人
間
の
実
践
態
を
見
通
し

て
い
く
思
索
の
途
が
開
か
れ
る
。
「
存
在
忘
却
」
は
「
存
在
の
歴
史
」
の
始
ま
り
で
あ
る
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ

l
の
指
摘
に
従
っ
て
い
え
ば
、

そ
れ
が
人
間
の
新
た
な
実
存
、

ハ
イ
デ
ガ
!
と
共
に
思
索
も
ま
た
実
践
の
一
様
態
な
の
で
あ
る
か

(

似

)

ら
。
「
も
し
行
為
が
存
在
の
木
質
に
手
を
貸
す
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
思
宗
こ
そ
本
来
の
行
為
で
あ
る
。
」

い
な
脱
存
(
。
r・
3
t
R
g
)
の
方
向
と
ひ
と
つ
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
「
可
能
性
」
の
途
で
あ
る
。

、注
(
1
)
 
当
論
稿
は
、
か
つ
て
『
ハ
イ
デ
ガ
l
に
お
け
る
八
技
術
〉
の
問
題
』
(
実
践
女
子
大
学
紀
要
第
二
十
四
号
、
一
九
八
二
年
)
と
し
て
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
考
察
し
た
ハ
イ
デ
ガ

!
の
技
術
論
と
の
連
関
に
あ
る
。
技
術
に
お
け
る
笑
践
の
側
面
は
、
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
道
具
と
の
交
渉
と
い
う
現
存
在
の
突
存
論
的
規
定
、
い
わ
ゆ
る
手
許
存
在
と
し

て
の
実
践
知
の
解
明
を
受
け
て
以
来
の
一
貫
し
た
パ

l
ス
ベ
グ
テ
ィ
ヴ
の
う
ち
に
収
数
さ
れ
て
い
る
。
既
発
表
論
文
で
の
こ
の
よ
う
な
視
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
論
稿
は
近
代
的
人

間
に
お
け
る
笑
践
の
意
義
を
ハ
イ
デ
ガ
!
の
技
術
論
の
枠
の
中
で
改
め
て
問
う
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

玄
・
出
企
(
一
高
官
ア
ロ
古
明
日
m
ぬ
ロ
白
与
仏
内
門
叶
2
7
z
w
u
〈
。
円
門
込
∞
m
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Die Technik und die neuzeitliche Metaphysik bei Heidegger 

一一U mdie Bedeutung der Praxis--

Sh凸shuKA  'vV AKAMI 

In dieser Abhandlung mochte ich das Problem der Beziehung der Technikinterpreta-

tion im Heideggers sp品tenGedanken zur Bedeutung der Praxis des neuzeitlichen Me口"

schen behandeln. 

Zuerst untersuche ich durch die philosophiegeschichtliche Entwicklung der neuzeitlic-

her Metaphysik den Grund der Heideggers These: das Wesen der neuzeitlicher Technik 

ist identisch mit dem Wesen der neuzeitlicher :rvletaphysik. Der Begri妊 desSubjekts in 

der neuzeitlicher Metaphysik， der auch die Bedeutung der Praxis einschliesen kann， 

wurde， nach Heidegger， von Descartes begrundet， und von Nietzsche vol1endet. 

Aber solange der Begriff des Subjekts nur im Rahmen der neuzeit1icher Metaphysik 

diskuriert wird， kann man nicht den Gedanken der Macht des neuzeitlichen Menschen， 

d. h. der Herrschaft uber die Technik uberwinden. Daher ist es vor al1em wichtig， die 

Bedeutung der Praxis des Menschen in der Neuzeit seinsgeschichtlich deutlich zu machen. 

Die Ek-sistenz des Menschen im Heideggers wahr praktischen Sinn kann sich erst unter 

solchen Ver1吋ltnissenzeigen. 

イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
技
術
と
近
代
形
而
上
学

四


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014

