


ろ
う 。

実
存
哲
学
の
発
展
は 、

フ
ッ

サ—

八／

フ
ッ

サ
ー

ル

現
象
学
は
い
う
ま
で
も
な
く 、

う
の
が
箪
者
の
関
心
事
で
あ
る
。

の
よ
う
な
哲
学
は

、

現
代
の
学
間
と
人
閂
性
の
あ
り
方
に
対
し
て 、

妥
当
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

現
象
学
が
今
世
紀
の
哲
学
と
思
想
の
世
界
に
大
き
い
足
跡
を
残
し
た
こ
と
は

、

多
く
の
人
び
と
が
詔
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う 。

ど
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
も
ち
得
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と 、

ッ
ナ
ー
レ
こ

追
賄
し
た
り 、

T

)
>、

_

フ

し
い
遁
を
切
り
ひ
ら
い
て
ゆ
く
べ

き
で
あ
ろ
う 、

能
で
あ
る
と
す
れ
ば 、

わ
れ
は
今
で
は 、

か
れ
た
と
き 、

序
論
ノ
ー
ト

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト

①

、

C-

f

、

ノ

イ―
フ
ブ
ー

-iJ-

ノレ
卜

ノレ

4

、

と

う
し

に
お
け
る

メ
ル
ロ
］
11
[

ホ
ソ
テ
ィ

ら
に
代
表
さ
れ

し
か
し
今
日
の
時
点
で 、

の

の

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

の
連
動
を
生
み
出
す
歴
史
的
出
発
点
に

で
あ
ろ
う

か
。

も
し
可

の
能
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
て
は
な
い
し
r

ま

フ
ィ

ソ
ク
の
見
方
は
ほ
ぼ

そ
れ
が
将
来

お
そ
ら
く
人
ひ
と
の
意
見
は
分
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う 。

(
l)

 

フ
ノ

サ
ー

ル
の
高
弟
だ
っ
た
オ
イ
ゲ
ソ
・

フ
ィ

ン
ク
は
次
の
よ
う
な
意
見
を
の
べ
た

。

現
象
学
の
時
代
は
今
日 、

既
に
そ
の
終
り
を
追
え
て
い
る
。

わ
れ

、
、
、
、

そ
の
未
完
の
仕
事
を
完
成
す
る
と
い
っ
た
や
り
方
て
は
な
く 、

む
し
ろ
現
象
学
と
対
決
す
る
こ
と
を
通
じ
て
哲
学
の
新

と 。

も
し
現
象
学
が
将
来
も
な
お
哲
学
と
思
想
の
世
界
に
何
か
を
寄
与
て
ぎ
る
と
す
れ
ば 、

フ
ノ

ザ
ー

ル

研
究
な
い
し
現
象
学
研
究
は 、

今
日
で
は 、

テ
カ
ル
ト

研
究
や
カ
ソ
ト

研
究
と
同
じ
よ
う
に 、

精
密
な
文
献
学
的

に
も
と
づ
い
た
哲
学
史
的
古
典
研
究
の

域
に
入
り
つ
つ

あ
る
。

そ
う
い
う
観
点
か
ら
現
象
学
を
研
究
す
る
仕
事
は 、

た
関
心
事
で
も
な
い

。

私
が
こ
こ
で
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は 、

に
示
し
た
よ
う
に

、

現
象
学
の
残
し
た
遺
産
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て 、

深
層
心
罪

の

現
象
学
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
て
あ
る
。

く
わ
し
く
言
う
と 、

深
眉
心
理
の
現
象
学
と
よ
ぶ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
哲
学
は
果
し
て

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
可
能
な
の
か

。

1

現
象
学
と
精
神
医
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
概
観

ま
た
そ
こ
で
は

、

い
。

今
日
で
は

、

右
に
名
を
あ
げ
た
実
存
祈
学
の

代
表
者
た
ち
は
す
べ
て
故
人
と
な
り 、

ど
の
よ
う
な
哲
学
的
間
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ

き
な
の
か

。

な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
お
そ
ら
く 、

後
世
の
哲
学
史
家
に
よ
っ
て

、

二
十
侃
紀
の

の
意
図
と
期
待
に
反
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も 、

わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
こ
の

そ
の
後
を
つ

ぐ
よ
う
な
目
立
っ
た
哲
学
者
も
見
当
ら
な
い

。

こ
、

そ

＞
 

さ
ら

お
得
る
だ
ろ
う
か

。

こ
の
よ
う
な
諸
間
芯
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い

、

と
い

の
一

っ
と
し
て
雷
き
と
ど
め
ら
れ
る
で
あ

一

九
五
一

年
に
第
一

回
の
国
際
現
象
学
会
議
が
ひ
ら















哲
学・
思
想
論
集

第
七
号

た
ち
は 、
料
学
の
よ
っ
て
立
つ
形
式
的
条
件
だ
け
に

ら
心
身
関
係
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
方
に
達
し

れ
た
内
容
な
い

も
う
少
し
具
休
的
に
い
う
と 、
哲
学
と
精
神
医
学
は 、

て

ぎ
り

ー
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る 。
こ
の
場
合 、

、
、
、
、
、

接
の
狸
由
は 、
科
学
的
認
識
の
形
式
的
条
件
に
注
目
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る 。

、
、
、
、

る
こ
と
を
意
味
し
た 。
形
式
に
よ
っ
て
質
料
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は 、
経
験
の

い
か
え
れ
ば
対
象
に
つ
い
て
の
経
験
の
次
元
を
こ
え
た
も
の）

カ
ソ
ト

の
超
越
論
的
主
観
主
義
の
信
念
を
う
け
つ
い
だ 。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
方
は 、

て、
単
に
相
対
的
な
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る 。

に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。
叶
学
と
し
て
の
精
神
医
学
は 、
経
険
的
実
証
に
よ
っ
て

式
を
通
じ
て
と
ら
え
ら
れ
た
に
せ
よ 、

向
が
つ
よ
い 。
し
か
し 、
学
問
と
知
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は 、

本
性
が
娼
越
論
的

て
は
な
ら
な
い 。

そ
こ
で

ち
の
そ
う
い
う
信
念
の
基
礎
に
あ
る
知
の
見
方
と
人
間
至
上
主
義
な
い
し

っ
さ
り

メ
ル
ロ
ー
11
玉
ソ
テ
ィ

が
ゲ
シ
タ
ル
ト

心
迎
学
の
発
見
に

カ
ン
ト

や
ヘ
ー
ゲ
ル
が

カ
ン
ト

に
と
っ
て、

な
作
業
を
行
な
う
主
観
の
は
た
ら
ぎ
そ
の
も
の
は 、
客
観
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
す 、

的
考
察
に
と
っ
て
熊
視
す
る
こ
と
の
で
ぎ
な
い
事
実
と
し
て
の
應
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

‘、

の
も
の＇
ー

は

の
は
ヽ

れ

，
し
J
ノ

、
、．
ヽ

そ
こ
で
得
ら
れ
た
体
験
の

工
ろ
う
と
す
る
仙
向
か
あ
る 。

ソ
サ
ー
レ
こ
主
jf
こ

そ
の

‘
 

、―/4

-

）
ゎy
t

礼

フ

の
事
例
研
究
か

そ
れ
か
旱
示
さ
れ
た
形
式
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
す

示
す
る 。
c
t
:

11
こ
と
っ
て

ヌ
ナ
ヵ
久
h̀ の

の
場

ヽ
、．
、

J

の
も
の
は

に．
l 
乙

の
よ
っ
て
立
つ
形
式
に
か
か
わ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て、
そ

の
迎
由
は
そ
こ
に
あ
る 。
フ
ッ

サ
ー

ル
は
こ
の
よ
う
な

に
そ
う
い
う
客
観
化
作
業
の
外
に
と
り

残
さ
れ
て
い
る 。

近
代
認
識
論
は 、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に 、
近
代
科
学
の
よ
っ
て
立
つ
経
験
的
実
証
主
義
を
相
対
的
で
不
確
実
な
知
に
す
き
な
い
と
し
て
し
り
ぞ
け 、
西
学
佑
推
迎
の
み

が
必
当
然
性
を
も
つ
絶
対
的
知
に
至
り
得
る
と
主
張
し
た 。
こ
の
よ
う
な
信
念
が
実
現
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は 、
ー:
|

人
間
の
知
性
が
神
の
知
に
全
り
得
な
い
か

は 、
所
与
の
感
骨
JL

与
件
に
対
し
て

の
思
考
形
式
を
適
川
す

ヽ

に
対
す
る
客
観
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
で
あ
る 。

た
ら
ざ
る
を
え
な
い

、
、

の
内
容
と
は
無
闊
係
で
あ
る 。
言
い
か
え
れ
は 、
ど
の
よ
う
な
形
式
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
知
て
あ
ろ
う
と
も 、
そ
こ
で

し
か
し 、

、
、
、

・
心
迎・
身
体
等
を
研
究
テ
ー

マ
と
し
て
と
り
あ
げ
る
か
ぎ
り 、

全
く
対
節
の
立
場
で

た
事
実
を一
定
の
客
観
的
形
式
に
従
っ
て

遍
的
な
意
味
を
姐
求
す
る
刊
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り 、
何
ら
か
の
形
に
お
け
る
客
観
化
は
必
疫
て
あ
り 、
ま
亡
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る 。

そ
九
を
支
え
る
形
式
で
は
な
い 。

し
か
し 、

土
と
え
は
ペ
ル
グ
ソ
ソ
が
粕
抑
医
学
者
に
よ
る

ど
の
よ
う
な
形

め
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る 。
ド
イ
ツ
の

に
あ
る 。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り 、
彼
ら
の
知
の
見
方
に
つ
い
て

切）

そ
の
よ
う

の
よ
う
な
信
念
に
も
と
づ
い
て
哲
学
を
科
学
の
上
に
お
い
た
直

し
な
く



私
が
こ
こ
で
さ
し
あ
た
り
注
應
し
て
お
ぎ
た
い
の
は、

探
層
心

伯
い
し
な
い
問
題
で
あ
る。

の
で
あ
る。

し
た
か
っ
て、

の
中
に、

の

た
と
え
は
深
層
心
理
学
が
夢
や
幻
党
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
切
ら
か
に
し
た
場
合、

そ
の
事
実
そ
の
も
の
は、

、
、
、
、

て
哲
学
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
十
分
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
”
事
象
そ
の
も
の
II

な
の
で
あ
っ
て、

で
は、

宗
教
学
・

神

そ
の
よ
う
な
知
識
か
経
験
的
実
証
に
よ
る
客
観
化
と

い
う
形
式
を
通
じ
て
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て、

深
層
心
理
学
を
哲
学
的
方
法
の
下
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い。

同
じ
よ
う
に、

人
間
の
身
休
が
神
経
や
応

臓
器
官
の
複
合
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
応
の
は、

そ
れ
が
生
理
学
的
実
証
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
に
せ
よ、

身
体
の

、
、
、
、

て
哲
学
的
に
考
え
る
場
合
に
も
無
視
で
ぎ
な
い
＂
事
象
そ
の
も
の
II

な
の
で
あ
る。

要
す
る
に、

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
研
究
の
目
標
と
し
て
い
る
の
は、

哲
学
と
科
学、

あ
る
い
は
現
象
学
と
深
層
心
理
学
と
い
う
二
つ
の
学
問
頒
域
の
形
式
上
の
閃
係
て
は
な
い。

そ
う
で
は
な
く
て、

学
問
以
前
の
事
実
と
し
て
の
深
屈
心
理
釦
域
に
お
け
る

そ
の
構
迩
か、

意
識
や
人
間
の
生
の
あ
り
方
に
と
っ
て
と
う
い
う
怠
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て、

哲
学
的
に
考
え
て
み
る
こ
と
な
の
て
あ

る。

哲
学
と
科
学
の
学
問
論
上
の
閃
係
は、

こ
の
点
に
密
接
に
か
ら
ん
で
く
る
と
し
て
も、

そ
れ
自
体
は
形
式
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い。

そ
れ
は
二
義
的
な
考
慮
に
し
か

精
袢
医
学
が
今
日
の
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
は、

先
に
言
っ
た
よ
う
に、

そ
れ
が
経
験
科
学
の
内
部
か
ら
「
物
理
学
的
客
観
主
義」

を
克
服
し

よ
う
と
す
る
動
き
を
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る。

だ
か
ら
と
い
っ
て
精
神
医
学
は、

直
ち
に
フ
ノ
サ
ー
ル
流
の
「
超
越
論
的
主
観
主
義」

は
な
い。

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に、

古
典
的
現
象
学
や
実
存
哲
学
が
と
っ
た
よ
う
な
哲
学
と
科
学
の
不
毛
な
対
決
で
応
な
く、

ま
た、

に
立
て
こ
も
る
べ
ぎ
も
の
で

い
わ
ゆ
る
科
学
哲
学
や
科
学
的
社
会

主
義
の
よ
う
に
哲
学
か
科
学
に
全
面
的
に
従
属
す
る
の
で
も
な
い、

両
者
の
新
し
い
協
力
関
係
が
生
れ
て
く
る
期
待
を
も
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

深
層
心
理
学
は
今
日
で
は、

精
神
医
学
の
中
心
支
柱
の
一
っ
と
し
て
医
学
（
す
な
わ
ち
生
命
的
自
然
科
学）

と
深
く
結
ば
れ
る
と
と
も
に、

話
学
・

東
洋
哲
学
と
い
っ
た
人
文
諸
科
学
と
交
流
す
る
場
を
次
第
に
ひ
ろ
庁
つ
つ
あ
る。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
基
本
的
雌
由
は、

神
医
学
の
学
問
領
域
が
人
間
の
存
在
に
お
け
る
身
体
と
精
神
の
不
可
分
な
深
い
根
を
も
つ
関
係
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る。

大
ざ
っ。
は
な
分
け
方
を
す
れ
は、

医
学
な
い
し
生
命
的
自
然
科
学
は、

生
命
の
生
物
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
研
究
対
依
と
す
る
も
の
で
あ
り、

、
、

し
た
が
っ
て
生
物
学
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
身
体
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
関
す
る
研
究
に
か
か
わ
っ
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
て
人
文
科
学
は、

人
間
の
精
神
活
動
の
産
物
に
か
か
わ
る
学
間
で
あ
る。

こ
の
両
者
か
関
係
し
合
う
場
面
は、

人
間
性
の
本
質
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
哲
学
に
と
っ
て、

見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
化
点
と
な
る
間
姐
領
域
で
あ
る。

深
罵
心
迎
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

に
対
す
る
つ
よ
い
共
嗚
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

深
層
心
迎

1

0
 

さ
し
あ
た
り、

精

の
し
か
た
に
つ
い

の
あ
り
方
に
つ
い



学
の
創
始
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
は、

科
学
的
合
理
主
義
の
信
念
に
立
っ

た
人
物
で
あ
っ

た
か
ら、

哲
学
の

価
伯
な
ど
全
く
認
め
な
か
っ

た
し‘
]
が
教
の

仙
値
に
対
し
て
も

否
定
的
見
解
を
と
っ

た
。

し
か
し
、

彼
に
対
し
て
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
ユ
ソ
グ
は
、

深
層
心
即
学
の
基
本
的
立
場
を、

自
然
科
学
と
人
文
科
学
を
結
び
つ

け
る
新
し
い

(
3)
 

学
際
的
研
究
領
域
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
場
合、

に
エ

ー
ル

大
学
で
行
な
っ

た
「
心
理
学
と
宗
教
」

と
題
す
る
有
名
な
謡
演
の
中
で
、

彼
は、

自
分
の
方
法
論
的
立
場
は
徹
頭
徹
尾
現
象
学
的
で
あ
る、

と

主

張
し

て

い

る
。

彼
の
い
う
意
味
は
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
。

処
女
マ
リ
ア
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
の
受
胎
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
上
題
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
が

客
観
的
な
事
実
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
科
学
的
判
断
を
先
立
て
て
論
ず
べ

き
で
は
な
く、

て
そ
の

意
味
を
考
察
し
て
ゆ
く
べ

き
で
あ
る、

フ
ソ
サ
ー
ル
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
の
み
が
真
に
現
依
学
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

深
層
心
理
学
に
お
け
る
無
應
識
の
仮
定
は
、

経
験

的
実
証
科
学
の
態
度
に
毒
さ
れ
た
現
象
学
的
で
な
い
立
場
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、

、
、
、
、

化
す
る
形
式
主
義
に
す
ぎ
な
い
。

問
題
は
、

方
法
の
学
と
し
て
の
現
象
学
が
精
神
医
学
の
将
来
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
の
有
効
性
を
実
際
に
も
ち
得
る
か
と
い

の
で
あ
っ
て
、

フ
ソ
サ
ー
ル
や
ハ

イ
デ
ガ
ー
の

権
威
に
す
が
る
こ
と
に
は
何
の

意
味
も
な
い
。）

ュ
ン
グ
は
ま
た、

神
話
学
者
ケ
レ
ニ
ー
と
の
共
著
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

、
、
、

と、

純
粋
に
現
象
学
的
な
立
場
と
い
う
も
の
が、

長
期
的
に
み
れ
ば
唯
一

の
可
能
な、

(
6)
 

い
。
」

彼
が
こ
う
言
う
の
は、

医
学
者
や
神
話
学
者

い
て
の
知
識
を
欠
い
て
い
る
た
め
に、

文
化
史
的
現
象
と
自
分
の
観
察
し
て
い
る
心
理
現
象
の
間
に
あ
る
バ

ラ
レ
リ
ス
ム
を
認
知
で
き
な
い
。

逆
に
神
話
学
者
や
宗
教
学

者
は
、

神
話
的
主
題
が
現
代
人
の
夢
や
幻
覚
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。

し
か
し
深
層
心
理
学
の
立
場
か
ら
み
れ
ば、

神
経
症
や
精
神
病
の
患
者

の
体
験
内
容
に
見
出
さ
れ
る
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
無
意
識
の
桃
造
は
、

過
去
に
お
い
て
未
開
人
の
神
話
や
匪
界
の
諸
宗
教
を
生
み
出
し
て
ぎ
た
心
岬
的
体
験
の
栢
盤
と

あ
る
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。

む
ろ
ん
そ
う
言
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、

で
は
な
い
。

問
題
は、

人
間
の
理
性
と
意
識
の
み
え
ざ
る
根
底
に
潜
在
し
て
い
る
生
の
ニ

ネ
ル
ギ
ー
と
そ
の
構
造
ー
ーー
す
な
わ
ち
天
オ
と
計
気
を
共
に
生
み
出
し
得
る
よ

哲
学
・

思
想
論
集

の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

第
七
号

部
の
粕
神
病
理
学
者
か

宗
教
学
者
を
念
頭
に
お
い
た
発
言
で
あ
る
。

要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
（
メ
ダ
ル
ト
・

ボ
ス
は、

に
あ
る

、
、

の
上
に
立
つ

哲
学
と
し
て
の
現
象
学
の
立
場
の
み
を
絶
対

ユ
ソ
グ
は
現
絞
学
の

方
法
が
誼
要
な
役
割
を
果
す
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
ュ
ソ
グ
は
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は、

か
つ
て

ま
す
そ
れ
を
人
間
の
心
雌
が
と
ら
え
た
―

つ
の
心
理
的
真
実
と
し

い
わ
ゆ
る
現
絞
学
的
「
判
断
中
止」

の

惹
度
が
深
翔
心
理
学
の
方
法
と
し
て
重

(
5)
 

ユ
ソ
グ
の
そ
う
い
う
立
場
は
真
に
現
象
学
的
て
は
な
い
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。

彼

「
心
的
現
象
ps
y
c
hi
c
p
h
e
n
o
m
e
n
a

の
と
ほ
う
も
な
い
複
雑
さ
を
考
え
る

そ
し
て
ま
た
何
ら
の
成
功
の
見
込
み
の
あ
る
唯
一

の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な

ュ
ソ
グ
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば、

現
代
の
医
帥
た
ち
は
闊
史
に
つ

た
よ
う
に
、

打
気
と
天
才
を
直
ち
に
同
一

視
す
る
わ
け

一

し
：·-
ド
氾’

-

）
=
i

t

ノ
J



れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
こ
こ
で、

3

と
づ
い
て、

こ
と
っ
て、

ぅ歩
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う。

拙
論
の
は
じ
め
に
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
の
言
葉
を
引
い
て
お
い
た
の
は、

終
り
を
迎
え
つ
つ

あ
る
わ
れ
わ
れ
の
世
紀
の
思
想
史
的
間
屈
点
か
こ
こ
に
浮
き
膨
り
に
さ

学
術
書
の
意
義
を
政
治
的
思
想
状
況
の
次
元
に
引
ぎ
下
し
て
評
価
す
る
こ
と
は、

危
険
て
は
あ
る
が、

時
と
し
て
著
作
内
容
を
十
分
岬
鮒
で
ぎ
な
い
わ
れ
わ
れ
素
人
に
興

味
を
抱
か
せ
る
一

つ
の
機
縁
に
は
な
り
得
る
。
『
弁
証
法
的
迫
性
批
判
』
に
は、

硬
化
し
た
教
条
的
マ
ル
ク
ス

現
象
学
は

t
る
。

1r
A
 

(1)

な
意
義
を
も
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
、

と
ュ
ソ
グ
は
言
う
の
で
あ
る
。

い
る
だ
け
で
あ
る
。

彼
が
現
象
学
を
重
視
し
た
―

つ
の
理
由
は、

理
領
域
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
求
す
る
た
め
の、

像
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
き
た
哲
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
が
逆
に、

ユ
ン
ク
は
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
そ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
成
り
ゆ
ぎ
か
可
能、
た
と
す
れ
は、

”
反
哲
学“

の
時
伐
と
し
て
の
現
伐

う
な、

光
と
影
の
交
錯
し
た
「
た
ま
し
い
」

深
層
心
哩
の
現
象
学
ノ
ー
ト
田[

た
ぶ
ん、

い
こ
ろ
か
ら
の
友
人
サ
ル
ト
ル
の

『
弁
証
法
的
迎
性
抵
判
』

を
相
手
ど
っ
て、

こ
れ
を
告
発
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く、

の
町
証
性
の
底
に
あ

フ
ロ
イ
ト
の
「
物
迎
学
的
客
観
主
義」

長
期
的
に
み
て
お
そ
ら
く
咄
一

の
可
能
な

、
、
、
、
、
、
、
、

か
な
り
奇
妙
に
開
え
か
ね
な
い
発
言
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら、

現
蒙
学
は
元
来
自
牧
意
識
の
明
証
性
に

ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
立
っ
て
マ
ル

み
ず
か
ら
死
m

こ
と
に
よ
っ
て

る
道
を

の
陪
い
底
層
を
切
り
ひ
ら
く
メ
ス
に
な
る、

の
信
頼
を
お
ぎ、

そ
の
上
に
学
間
の
統
一

的
全
体

で
あ
ろ
う
と
い
う
ユ
ソ
グ
の

P
s
y
c
h
e

の
領
域
ー
—
ー
を
採
求
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合、

現
象
学
の
方
法
は、

ー
こ

お
そ
ら
く
将
来
に
お
い
て
重
大

ユ
ソ
グ
は、

現
象
学
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ

た
見
解
は
何
も
の
べ
て
い
な
い
。

右
に
引
い
た
文
章
も、

神
話
研
究
に
関
す
る
論
文
の
中
に、

柿
入
句
と
し
て
の
べ

ら
れ
て

に
対
し
て
疑
間
を
感
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
わ

フ
ロ
イ
ト
は
無
意
識
を
支
配
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を、

環
境
的
条
件
と
の
関
係
か
ら
因
果
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
が、

理
的
現
蒙
に
内
在
す
る
探
層
描
造
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

現
象
学
に
ひ
き
つ
け
て
い
え
ば、

こ
こ
で
は
何
よ
り
も
ま
ず、

体
験
内
容
の
純
粋
な
記
述
に
も

そ
の
現
象
が
息
者
の
意
識
的
主
観
に
対
し
て
も
つ
人
間
的
（
な
い
し
目
的
論
的）

愈
味
に
つ
い
て
解
釈
し
て
ゆ
く
と
い
う
態
度
か
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
隠
は
お
そ
ら
く、

人
間
性
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
哲
学
に
と
っ
て
も、

重
要
な
課
題
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

、

哲
学
研
究
者

ユ
ソ
ク
は、

そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
心



第
七
号

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル

誌
と
の
対
話
の
中
で
、

彼
は
次
の
よ
う
に

哲
学
の
時
代
が
終
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、

現
代
を
代
表
す
る

も
つ

限
界
を
知
ら
な
い
。

今
日
の

の
時
代
は
終
る
べ

ぎ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

る
。

こ
こ
に
は、

デ
カ
ル
ト
か
ら
フ
ソ
サ
ー
ル

す
れ
ば、

で
き
な
い
。

こ

i
‘

t

�

 

]

こ

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
ず
る
。

彼
が
「
懺
悔
こ
そ
根
本
て
あ
る
」

と
い
う
つ
よ
い

こ
こ
で
両
者
の
立
場
を
こ
れ
以
上
政
治
状
況
に
ひ
き
つ
け
て
謹
価
す
る
こ
と
は、

侭こ 考
は
弁
証
法
的
理
性
の
実
践
的
佑
性
態
だ
と
い
う
の
で
あ
る
か、

後
に
サ
ル
ト
ル
が

に
と
っ
て
、

っ

て
い
る
。
の
一

人
で
あ
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
が

か
ら
に
向
っ
て
、

ヘ

ー
ゲ
ル
や
フ
ノ
ザ
ー
ル
の
よ
う
に

め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
死
後
公
表
さ
れ
た

つ
ま
り
哲
学
そ
れ
自
身
の
あ
り
方
に
向
っ
て
間
い
か
け
ら
れ
て
い
る
。

ス
ク
ー
リ
ン

批
判
後
の
国
際
政
治
状
況
に
幻
す
る
サ
ル
ト
ル
の
批
判
か
あ
っ

た
こ
と
は
よ
く

っ

た
ザ
ノ
ク
バ

ラ
ソ
な
表
現
で
い
え
ば、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
学
問
の
次
元
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
次
元
て
の
政
治
姿
勢
の
叶
価
と
は

爪
大
な
間
隠
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
は

ア

ン

ト
nニホ
g

ジ

ー

か
り
に
近
代
ョ
ー
ロ
ノ
パ
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
を
引
く
哲
学
的
人
間
学
の
存
在
論
的
表
現
を
ま
と
っ

た
一

変
秤
と
み
る
と

ア

ン
ト
2

ボ
”

ジ
ー

レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
の
文
化
人
類
学
の
立
場
は
民
放
学
内
人
間
学
と
も
い
え
る
て
あ
ろ
う。

し
て
み
れ
は、

こ
え
て
哲
学
そ
の
も
の
に
及
ば
ざ
る
を
得
な
い
。

彼
は
サ
ル
ト
ル
を、
「
自
我
の
明
詞
性
と
称
さ
れ
る
も
の
の
中
に
み
ず
か
ら
の

れ
て
い
る
の
は、

う
の
で
あ
る
。

0) 

ハ

イ
デ
ガ
ー
に
至
る
近
代
ョ
ー
ロ
ノ
パ
の
自
我
意
識
と
人
間
存
在
の

い
う
ま
で
も
な
く
現
象
学
で
あ
る
。

哲
学
・

思
想
流
集

サ
ル
ト
ル
の

知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

そ
の
よ
う
な
立
場
に
、坑
を
お
く
か
ぎ
り、

人
間
の
誓
遍
性
へ
の

し
た
が
っ
て
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
は
も
は
や、

自
分
を
何
学
者
と
は
み
な
さ
な
い
。

酋
学
こ
そ
サ
ル
ト
ル
の
限
を
く
も
ら
せ
て
い
る
も
の
て
あ
り、

祈
学

は

も
し
そ
れ
が
何
ら
か
の
存
在
迎
由
を
も
ち
得
る
と
す
れ
は

哲
学
の
終
り
の
間
伐
に
認
い
て
思
索
す
る
こ
と
に
果
し
て

ど
ん
な
意
味
が
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

あ
ら
た
め
て、

に
対
す
る
侮
蔑
と、

人
間
性
の

尊
厳
と
か
進
歩
の

め
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
最
後
の
防
壁」

だ、

と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
書
の
中
で
、

少
々
わ
か
り
に
く
い

ク
ス
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
良
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

そ
の

:J1-, 
に
ヽ

―

つ
の
時
代
の
転
期
を
匝
す
哲
学
者
と
い
う
も
の
は、

っ

た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
は
し
は
哲
学
そ
の
も
の
の

の
扉
は
閉
さ
さ
れ
る
て
あ
ろ
う、

と
彼
は

見
通
さ
れ
て
い
る
。

、`

ー
ス
の
比
刊
主
、

↓
ー、こ
j
V
1

レ
ウ
ィ
11
ス
ト
ロ

ふ
み
外
す
こ
と
に
な
る
。

て
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
泊
主
義
を
批
判
し
て
い
る
。

要
す
る

にこ

ぉ

ヵヽ

め
る
者
」

と
し
て
と
ら
え
て
い

ザ

ノレ

ノレ
-+ 
をこ＞

し
か
し
な
か
ら

t
、

ッ
、゚

杓
ニ
ス
ノ
セ
ソ
ト
リ
ズ
ム

（
自
文
化
中
心
主
義）

じ
よ
う
と
す
る
ぬ
き
例
し
ョ
ー
ロ

ノ
，

レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
れ
に
対
し
て、

サ
ル
ト
ル
の
よ
っ
て
立
つ
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
恥
の
中

そ
れ
は
「
マ
ル
ク
ス
を
せ
き
止
め
る
た



゜

え
よ
う

ヽ

と
し 、

、
、

で
す。 哲

学
は
現
今
の
世
界
の
状
態
の
直
接
の
変
革
を
ひ
き
起
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う。

こ
れ
は
哲
学
だ
け
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
単
な

る
人
間
的
な
思
考
や
熟
望
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
の
で
す。

私
た
ち
を
救
え
る
の
は
も
う
或
る
神
ei
n

G
ott

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

思
索
に
お
い
て
も、

詩
作
に

お
い
て
も、

こ
の
神
の
出
現
の
た
め
に
準
備
を
と
と
の
え
て
お
く
か、

そ
れ
と
も
没
落
の
中
で、

が、

こ
の
神
の
不
在
の
た
め
の
準
備
を
と
と
の
え
て
お
く
か、

そ
の
い
ず
れ
か
で
す。

：·
：·

「
立
て
集
め
」

G
e'
st
e
ll

と
わ
た
し
が
名
づ
け
て
い
る
も
の
の
中
に
見
て
と
り
ま
す。

と
は、

次
の
こ
と
を
言
い
ま
す。

人
間
は
あ
る
力
か
ら
立
て
ら
れ、

請
求
さ
れ、

徴
発
さ
れ
て
い
ま
す。

こ
の
力
は
技
術
の
本
質
の
中
で
あ
ら
わ
に
な
っ

て

い

ま

ず

が、

人
間
自
身
は
こ
の
力
を
支
配
で
き
な
い
の
で
す。

思
索
は
、

こ
の
洞
察
を
得
る
た
め
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
よ
り
以
上
は
望
み
ま
せ
ん
。

哲
学
は
お
し
ま
い
な
の

(
7)
 

•
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
役
割
は
、

今
日
で
は
諸
科
学
が
引
ぎ
受
け
ま
し
た。

：
9．．．
 哲
学
は
個
別
諸
科
学
へ
と
解
体
し
ま
す。

マ
ン
モ
ス
化
し
た
現
代
の
大
学
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
で
哲
学
研
究
室
が
占
め
て
い
る
小
さ
さ
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て、

し
み
と
と
も
に、

疑
い
得
な
い
事
実
を
つ
き
つ
け
て
い
る
。

現
代
は
哲
学
の
終
り、

哲
学
の
死
の
時
代
な
の
で
あ
る。

族
と
の
語
ら
い
の
中
で
お
そ
ら
く
哲
学
の
死
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

哲
学
ば
か
り
で
は
な
い
。

め
て
、

単
な
る
人
間
的
思
考
が
人
間
を
救
う
こ
と
は
も
は
や
あ
り
得
な
い
。

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
言
っ

た
よ
う
に、

思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
合

し
た
が
っ
て
レ
ヴ
ィ・
11
ス
ト
ロ
ー
ス
は
哲
学
に
背
を
向
け
て、

文
化
人
類
学
の
丹
念
な
片
閏

の
実
証
作
業
が、

将
来
に
お
い
て
人
間
と
い
う
も
の
の
存
在
の
真
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア

ン

チ

レ
ヴ
ィ
II
ス
ト
ロ
ー
ス
の
一

撃
が
生
み
出
し
た
構
造
主
義
の
流
れ
は
、

反
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ス
ム
で
あ
り、

ま
た
反
哲
学
a
nti,
 phil
o
s
o
p
h
y

で
あ
っ
に

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
晩
年
の
思
索
が
至
り
つ
い
た
の
も
ま
た、

反
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
り、

反
哲
学
で
あ
っ
た
。

わ
た
る
営
み
へ
の
反
省
を
通
じ
て、

で
あ
ろ
う。

そ
れ
以
来、

一

言
で
い
え
ば、

技
術
の
本
質
を、

「
人
間」

っ
た
し
主、

オ

＆

そ
の
よ
う
な
結
論
に
至
り
つ
い
た
の
で
あ
る
が、

の
本
質
は、

自
我
意
識、

理
性、

主
観、

人
格、

深
層
心
理
の
視
象
学
ノ
ー
ト
い

ョ
ー

レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、

個
別
科
学
と
し
て
の
文
化
人
類
学
の
場
に
お
い
て、

同
じ
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る。

今
か
り
に
「
哲
学」

と
い
う
言
廊
を、

歴
史
的
文
脈
に
即
し
て
厳
密
に
定
義
す
る
と
す
れ
ば、

そ
れ
は、

ロ
ノ
。ハ

近
代
の
哲
学
者
た
ち
が
「
人
間
性
」

の
解
放
と
い
う
精
神
史
的
状
況
の
中
で、

神
学
か
ら
独
立
し
た
理
性
の
王
国
を
打
ち
立
て
た
と
き
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い

主
体
性、

超
越
論
的
主
観、

生、

実
存、

現
存
在
な
ど
と
い
っ
た、

さ
ま
ざ
ま
の

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
四
汗
哲
学
史
の
二
千
年
に

レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
も
ま
た、

熱
帯
の
未
聞
民

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
言
菓
は
、

あ
る
哀

立
て
集
め
が
主
宰
し
て
い
る
と
い
う
こ

つ
ま
り
不
在
で
あ
る
神
に
直
面
し
て
私
た
ち
は
没
落
す
る
の

て

す

一

四



別
な
意
義
を
認
め
た
理
由
は
、

象
と
す

哲
学
・

思
想
諭
集

分
析
学」

と
い

フ
ー
コ
ー
ま
、'

る
で
あ
ろ
う
し、

と
し
て
も、

し ‘‘

を
な
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ば、

人
間
と
し
て
の
自
己
の

第
七
号

で
）

使
わ
れ
て
い
る
。

難
解
な
レ
ト
リ
ソ
ク

と
お
き
か
え
て
受
け
と
っ

て
お
こ
う。

ま
た
人
間
科
学
と
い

(2) 

性
を
欠
ぎ、

ま
た
い
か
に
不
安
定
な
基
盤
の
上
に

も
し
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
の

ま
た
ず
べ

ぎ
で
あ
る
。

「
心
」

に
そ
の
―

つ
の

ぎ
り、

従
来
の
意
味
に
お
け
る
「
哲
学」

は
死
ん
で
も、

学
の
興
隆
と
衰
退
の
限
史
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

で
あ
る
と
い
う
賠
慇
の は

何
ら
か
の
形
て

、

自
然
科
学
と
対
比
し
た
ひ
ろ
い
意
味
て

か
り
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、

そ
の

あ
る
い
は
資
本
主
義
的
プ
ル
ジ
ョ
ワ

社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

言
葉
で
規
定
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
概
念
規
定
の
内
容
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
の

そ
の
よ
う
な
知
の
あ
り
力
に
抗
謡
し、

人
間

か
ら
出
発
し
て
い
る
。

万． 月
↓ー
らた一
主、

人
廿
i‘
心
／ー

の
あ
り
方
に
つ
い
て

間

う

知
で

あ

近
代
的
な
知
の
方

め
て、

人
間
を
対

フ
ロ
イ
ト
か
ら
始
ま
る
多
く
の
流
れ
を
総
称
し
た
「
深
屈
心
坪

の
明
圃
性
」

と
称
さ
れ
て
ぎ
た
も
の
か、

�

�

f̂△

I
 

ー．
)•�
 栄，
（

「

→

ム
f

j
 

川
ツ
匂
礼

、
、
こ

し
カ
�

ー

る
こ
と
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
か

々

相
に
す
ぎ
な
か
っ

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
「
哲
学」

は
靡
史
の
力
の
前
に
没
落
す

し
か
し
な
が
ら、

人
間
が
考
え
る
と
い
う
本
能
を
失
な
わ
な
い
か
ぎ
り、

み
は
何
ら
か
の
形
で
未
来
も
つ
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
て
あ
ろ
う。

わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
そ
の
亡
め
に
何

っ

た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ

た
か
、

も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
我
の
明
証
性
に
つ
い
て
の
批
判
的
反
省
と
い
う
課
姐
を
何
ら
か
の
形
で
行
い

そ
れ
は
何
ら
か
の
形
で
再
生
す
る
こ
と
も
可
能
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
8)
 

の
最
後
の
節
で
、

文
化
人
類
学
と
粕
神
分
析
学
は
現
代
の
人
間
利
学
に
と
っ

て
特
殊
な
位
佐
を
占
め
て
い
る
と
言
っ

て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
が、

こ
こ
で
は、

も
っ

と
ひ
ろ
く、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
ら
し
い
。

る
。

と
こ
ろ
が
現
代
の
人
間
諸
月
学
は
、

人
間
と
い
う
も
の
が
何
か

決
さ
れ
る
問
姐
で
あ
る
と
み
な
し
、

後
す
ざ
り
す
る
よ
う
に
し
て、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
反
省
し
て
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

る
彼
の
説
明
は
、

十
分
に
は
珪
解
て
き
な
い
が
、

彼
が
こ
の
二
つ
の
学
間
領
域
に
牡

一

般
的
に
言
っ

て、

法
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い

穀
み
の
よ
う
な
も
の
か
人
間
の
生
の
既
に
潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
う
ず
う
ず
気
づ
い
て
は
い
る
が、

そ
こ
か
ら
限
を
そ
む
げ
て
立
ち
よ
る
。

つ
ま
り
「
哲
学」

と
は

マ
ル
ク
ス

ps
y
c
h
e

の
あ
り
方
に
つ
い
て
間
ぅ
試
み
で
あ
っ

た
。

と
ず
る
な
ら
ば、

右
に
の
べ
た
應
味
に
お
げ
る
「
哲
学」

は
化
m

ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
を
も
含
め
て

近
代
ョ
ー
ロ
ソ
パ
の
由
民
社
会

そ
し
て、

そ
れ
ら
の

そ
し
て

そ
し
て、

そ
れ
は
知
の
進
歩
に
よ
っ
て
い
す
れ
鮒

の
移
り
変
り
の
う
ち
に
は
、

近
代
ョ
ー
ロ
ソ
。ハ

付

あ
る
に
せ
よ、

要
す
る
に
そ
れ
は
、

日
常
的
用
語
を
用
い
る
と
す
れ



る
。

深
屈
心
迎
学
は
こ
の

も
う
―

つ
の
疑
間
は
、

咀
の

せ
よ、

＞ こ

-
］
よ
、

1ノ
ー

四
袢
祈
学
の
前
提
に
な
っ

て
い
る
人
間
の
と
ら
え
万
に
あ
っ

た
。

右
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

近
代
か
ら
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
、

人
間
は
、

主
観、

現
存
在、

実
存
な
ど、

で
あ
っ

た
。

私
が

フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
学
派
の
人
び
と
に
せ
よ、

も
の
は
旧
れ
て
は
い
迂
い
。

実
存
酋
学
や
マ
ル
ク
ス

に
い
え
ば
、

次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

心
を
も
っ

た
が
、

人
間
に
と
っ

て
は

刊
学
が
背
を
む
け
た
人
間
の
生
の
隠
れ

深
層
心
理
の

と
し
た
疑
問
と
と
も
に
精
神
医
学
に
閃
心
を
も
っ
に
至
っ

た
無
自

9見

な
―

つ
の
動
機
は
そ
こ
に
あ
っ

た
よ
う
に
思
う。

さ
ま
ざ
ま
の

で
あ
ら
わ
さ
れ
て
ぎ
た
が、

に
つ
い
て
、

哲
学
者
の
思
考
態
度
に
対
し
て
全
面
的
な
反
省
を
菱
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

少
な
く
と
も、

に
対
す
る

`
_J
 

ノ

ー

ト

ー
,＇�、

ッ
。ヽ
、ヽ`
J
 

ノ

f

ョ
ー
ロ

や
が
て
哲
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
茂
然
た
る
疑
間
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り、

深
層
心
理
学
を
中
心
と
し
た
精
袢
医
学
や
頁
洋
思
想
の
飢
究
に
入

り
こ
む
よ
う
に
な
っ

た
。

そ
の
場
合、

私
が
考
え
る
た
め
の
―

つ
の
手
が
か
り

側
自
覧
な
ニ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
者
と
い
う
性
格
を
も
っ

て
い
る
。

の
ユ

タ
ヤ
人
と
し
て
の

違
和
感
と
懐
疑
が
あ
っ

た
こ
と
は
叫
ら
か
で
あ
る
。

一

面
に
認
い
て
は
た
し
か
に
近
代
ョ

ー
ロ
ノ
パ

に
対
す
る
批
闘
若
で
あ
っ

た
か、

彼
ら
に
と
っ

て
、

ヨ

ー
ロ
ソ
。ハ

の
外
に
お
い
て
何
が
起
っ

て
い
る
か、

心
的
発
和心
に
灼
し
て
深
い
疑
間
を
抱
き
つ
づ
け
た
人
て
あ
り、

彼
の

フ
ロ

イ
ト
に
始
ま
る
深
屈、
心

以
上
に
の
べ

て
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら、

私
自
身
の
現
在
の

一

見
奇
妙
な
感
じ
か
し
な
い
で
は
な
い
。

に
対
し
て、

彼
は
、

ャ
、

.
“

 

ま
っ

す
ぐ
限
を
向
け
直
す
こ
と
を
求、
の
て
い
る
、

と
い
う
の
て
あ
る
。

て
は
文
化
人
類
学
は
、

現
代
の
人
間
科
学
に
と
っ

て
ど
う
い
う
怠
味
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヨ

ー
ロ
ノ
。ハ

文
化
の
厄
史
性
と
文
化
人
類
学
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
人
類
文
化
の

聾

史

性

と

が
、

同
時
に
か
か
わ
り
合
う
こ
と
の
で
ぎ
る
「
共
時
的
相
閲
関
係」

を
設
定
す
る
と
こ
ろ
に
、

文
化
人
類
学
の
現
代
に
詞
け
る

伝
統
に
恨
さ
す
自
我
の
明
証
性
の

意
味
に
つ
い
て
、

あ
ら
た
め
て
根
本
的
に
間
い

直
し
て
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う。

ま
と
め
る
と、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
。

私
は
哲
学
研
究
者
と
し
て、

は
、

息
想
史
的
に
み
れ
ば
、

五
代
ョ
ー
ロ
ノ
バ

の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
提
に
な
っ

て
い
た

ュ
ン
グ
も
ま
た、

哲
学
者
や
神
学
者
を
始
め
と
す
る
ョ
ー
ロ
ノ
。ハ

知
識
人
の
ヨ
ー
ロ
ノ
。ハ

中

(
10)
 

の
ふ
れ
あ
い
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
と
言
っ

て
い
い
一

面
を
も
っ

て
い
る
。

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

彼
ら
は
何
の
閃
心
も
払
っ

て
は
い
な
か
っ

た
。

そ
れ
ら
は、

の
中
心
に
位
討
し、

レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
が
サ
ル
ト
ル
を
批
詞
し
た
論
点
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

日
常
的
な
表
現
で
い
え
ば
自
己
の

の

尖
端
に
い
る
と
い
う
こ
と
は、

あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
応
な
い

目

フ
ロ
イ
ト
の
考
え
方
の
出
発
点
に

と
感
じ
た
の
は
C
.

G

問
題
は
謬
そ
ら
く、

ュ
ン
グ
の

十
九
世
紀
に
頂
点
に

「
心
」

ョ
ー
ロ
ソ
バ

中
心
の
世
界
像
そ
の

ョ
ー
ロ
ッ
バ

文
期
に
対
す
る
彼

に
ふ
れ
た
こ
と
て
あ
る
が

た
近
代
ョ
ー
ロ
ノ
パ

の
人
間
至

フ
ー
コ
ー
の
答
え
は
、

わ
れ
わ
れ
非
ョ
ー
ロ
ノ
。ハ

世
界
に
住
む

·-'-• 
ノ‘

の
あ
り
方
の

間

隠
て

あ

は
じ
め

サ
�

ル

卜

ル

に

そ
れ
は
そ
の
た
め
の
最
初

一

般
的

め
て
い
る
。

こ
の
考
え



第
七
号

あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
お
そ
ら
く、

そ
の
内
部
に
い
る
専
門
研
究
者
の
範
団
を
こ
え
て
、

思
想
や
人
間
性
の

科
学
と
し
て
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

を
担
っ
て
い
る
理
由
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

要
求
し
て
い
る
。

は

「
哲
学」

の
両
者
は
、

の
突
破
口
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か、

と
私
に
は
思
わ
れ
た
の
て
あ
る
。

抱
い
て
き
た
人
間
の
生
の
あ
り
方
に
対
す
る
関
心
を
あ
る
形
で
保
持
し
て
い
る。

精
神
医
学
と
文
化
人
類
学
の
人
間
観
は、

今
日、

る
。

こ
の
二
つ
の
分
野
に
関
す
る
書
物
は、

今
日
で
は、

専
門
研
究
者
の
外
部
に
い
る
一

般
の

こ
で
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は、

深
雇
心
理
学
と
文
化
人
類
学
が
決
し
て
新
し
い
学
問
分
野
で
は
な
く
て、

立
っ
た
「
人
間
の

哲
学
・

思
想
論
集

さ
ま
ざ
ま
の
形
で
、

人
文
い
学
を
中
心
と
し
て
徐
々
に
思
想
の
飩
界
に
も
影
薯
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

フ
ロ
イ
ト
の

そ
こ
に
「
反
哲
学」

と
し
て
の
両
者
が
な
お、

あ
る
柿
の
哲
学
的
探
求
と
し
て
の

会
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
未
開
の
遺
物
に
輿
味
を
も
つ

片
隅
の
研
究
者
の
物
好
ぎ
な
仕
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
個
別
刊
学
の

ハ

イ
テ
ガ
ー
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に、

個
別
諮
科
学
が
「
哲
学」

れ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う。

わ
れ
わ
れ
の
課
題
は、

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、

で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
か、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

も
し
レ
ヴ
ィ
11
ス
ト
ロ
ー
ス
の
い
う
と
こ
ろ
が
正
し
け
れ
は、

位
置
を
定
め
る
「
哲
学」

は、

自
己
自
身
の
よ
っ
て
立
つ

基
盤
そ
の
も
の
の
不
安
定
性
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

へ
の
認
識
の
扉」

を
ひ
ら
く
道
へ

出
で
立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
深
層
心
理
学
と
構
造
主
義
的
人
類
学
は
、

の
不
変
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
「
自
我
の
叫
証
性」

ョ
ー
ロ
ソ
。ハ

近
代
が
生
み
出
し
た
人
間
観

そ
の
代
表
者
か

要
す
る
に、

深
層
心
迎
学
は
、

次
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て、

な
お
何
ら
か
の
形
で
哲
学
的
に
考
え
る
こ
と
が

に
閲
心
を
も
つ

人
び
と
の

．
ヽ

r'．
I
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い
ず
れ
も、

に
対
し
て

七

か
ら
も
ひ
ろ
い
閃
心
を
も
た
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る。

私
が
こ

、
、

ト一
已
江
、

閏
lj

か
な
り
長
し

少
な
く
と
も
一

廿
魯�
|．
し
111
ロ
カ

ア
カ
テ
ミ
ス
ム
の
世
界
か
ら
冷
悲
さ
れ
て
き
た
し、

文
化
人
類
学
は
、

文
叫
社

に
と
っ
て
代
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
代
の
状
況
の
一

端
か
あ
ら
わ

は
じ
め
て
人
類
的
規
模
の
II

民
族
学
的
“

立
場
に

ひ
く
と
い
う
こ
と
は

「
自
我
の
明
証
性」

で
あ
る
の
か
ど
う
か、

も
し
可
能

一

体、

何
を
汀
味
し
て
い
る
の
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
間
性
に
つ
い
て
の
探
求
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て

な
批
判
を
加
え、

従
来
の

同
じ
よ
う
に
一

種
の
「
反
哲
学」

で
あ
る、

に
み
ず
か
ら
の

に
お
け
る
研
究
か、

か
つ
て
「
哲
学」

が

の
理
論
的
バ
ラ
ダ
イ
ム
の
徹
底
的
な
廃
梨
を

」

で
あ
る
|
ー
ー
に
対
す
る
最
後
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
者
で
あ
る
。

第
二
に
そ
れ
ら

と
私
に
は
思
わ
れ
る。

第
一

に
こ



存
在
の
し
か
た

キ
、
ー

現
象
学
は
実
存
哲
学
の
運
動
を
生
み
出
す
出
発
点
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が、

こ
こ
で
は、

「
現
存
在
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
の
存
在
者
と
同
列
に
並
ん
で
出
現
す
る
一

っ

ま
ず
こ
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て、

ど
の
よ
う
な
問
題
が
ど
の
よ
う
な
形

で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
か、

と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
た
い
。

さ
し
あ
た
り、

今
世
紀
の
時
代
状
況
を
さ
か
の
ぼ
っ
て、

実
存
哲
学
の
勃
興
か
ら
衰
退
に
至
る
過
程
に
現
わ

れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
点
に
つ
い
て
、

批
判
的
に
と
り
あ
げ
て
ゆ
ぎ
た
い
。

実
存
哲
学
に
お
け
る
人
間
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
ふ
り
返
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う。

実
存
哲
学
の
先
駆
者
と
し
て
ふ
つ
う
名
を
あ
げ
ら
れ
る
の
は
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
と
ニ

ー
チ
ェ

で
あ
る
が、

こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
ふ
れ
る
に
止
め
る
。

キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル

ヘ
ー
ゲ
ル

流
の
「
精
神」

と
か
「
人
間」

と
い
う
一

般
的
表
現
を、

主
体
と
し
て
の
「
自
己
」

と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
人
間
の
と
ら
え
方
に

遥
を
ひ
ら
い
た
と
い
わ
れ
る
。

研
究
者
に
よ
っ
て、

彼
の
実
存
的
人
間
観
の
特
色
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は、

な
句
で
あ
る
。

自
己
と
は
―

つ
の
関
係、

自
己
自
身
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。

あ
る
い
は、

関
係
に
お
い
て、

は
関
係
そ
の
も
の
で
な
く
て、

関
係
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
説
明
は、

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
り
か
ね
る
が、

、
、
、
、

う
と
す
る
と
こ
ろ
に、

実
存
と
し
て
の
自
己
の
本
質
的
な
あ
り
方
が
あ
る、

「
実
存」

と
い
う
言
葉
が
時
代
の
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は、

在」

と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し、

こ
れ
を
か
り
に
「
実
存」

と
よ
ぶ
と
提
案
す
る
と
と
も
に、

の
存
在
者
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く、

お
の
れ
の
存
在
に
お
い
て、

こ
の
〔
お
の
れ
の
〕

存
在
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」

と
こ
ろ
の
特
殊
な

存

在

者
で

あ

(
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る、

と
定
義
し
た
。

わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、

人
間
は
石
や
木
や
馬
な
ど
人
間
以
外
の
存
在
者
と
ち
が
っ
て
、

自
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
中
で
、

そ
の
自
分
自
身
の

、
、
、

（
す
な
わ
ち
生
ぎ
方）

を
常
に
自
分
自
身
に
向
っ
て
間
う、

1

実
存
概
念
に
お
け
る
「
存
在」

と
「
生」

の
あ
い
ま
い
な
両
義
性

実
存
哲
学
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

『
死
に
至
る
病
』

に
み
え
る
次
の
よ
う

そ
の
関
係
が
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
己
と

、
、
、
、

さ
し
あ
た
り、

何
ら
か
の
関
係
の
中
で
常
に
自
己
自
身
に
関
係
し
よ

と
い
う
く
ら
い
の
意
味
に
理
解
し
て
お
こ
う。

い
う
ま
で
も
な
く
ハ

イ
デ
ガ
ー
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
人
間
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
「
現
存

と
い
う
附
命
を
仇
っ
た
特
殊
な
存
在
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
し
あ
た
り、

石
や
木
や

� 

ノ＼



わ
れ
る
。

ん、

他
者
と
か
人
間
以
外
の
事
物
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う。

巻
き
ぞ
え
に
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

も
う
ひ
と
つ
、

適
用
し
て
、

意
識
と
は
、

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
を
補
っ
て
、

は
引
用
者
補
足）

一

歩
近
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

て
い
る
。

越
者」

は

馬
は
、

自
分
た
ち
の
存
在
の
し
か
た
に
つ
い
て
自
覚
的
に
問
う
こ
と
は
な
い
、

ャ
ス
パ

ー
ス
は
実
存
哲
学

E
xt
e
n
z
p
hil
o
s
o
p
bi
e

‘
、
、
、
、
、
、
、

存
と
は
、

自
己
自
身
に
関
係
し
、

ー
ス
の
場
合、

実
存
は
、

哲
学
・

思
想
論
集

「
神
性
」

「
一

者」

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、

第
七
号

『
存
在
と
熊
』

の
全
体
的
な
考
え
方
か
ら
み
れ
ば、

主
に
他
者
の

そ
れ
と
っ
て
は
、

そ
の

合、

人
間
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
（
自
己
存
在）

は
「
経
験
的
現
存
在」

と
い
う
用
諮
を
み
ず
か
ら
用
い
た
最
初
の
哲
学
者
で
あ
る
が
、

彼
は
キ
ル
ケ
コ

ー
ル
を
念
頭
に
お
ぎ
つ
つ
、

(
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ま
た
そ
う
す
る
こ
と
の
中
で
自
己
の
超
越
（
者）

Tr
a
n
sc
e
n
cl
e
n
z

に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」

と
定
義
し
て
い
る
。

な
ど
と
も
表
現
さ
れ
て
お
り、

そ
れ
に
と
っ
て
、

そ
の
存
在
〔
す
る
こ
と
〕

一

般
に
は
そ
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た
。

間
い
か
け
を
も
つ

存
在
者
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら

九

ま
、

そ
の

,
1
 

に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
て
あ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
、

人
間
の
み
が
自
己
の
存
在
に
つ
い
て
の

般
に
つ
い
て
間
う
と
い
う
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
独
特
な
間
題
設
定
が
生
れ
る
。

一

般
的
に
い
え
は
宗
教
経
験
の
次
元
と
み
て
お
い
て
い
い
で
あ
ろ
う。

段
階
を
ふ
み
こ
え
た
次
元
で
現
わ
れ
て
く
る
高
次
の
自
己
存
在
の
し
か
た
で
あ
る
。

経
験
的
現
存
在
と
い
う
あ
り
方
は
、

日
常
的
経
験
の
世
界
で
事
物
や
他
者
に
関
係
し

て
い
る
自
己
の
あ
り
方
で
あ
り、

意
識
一

般
と
い
う
の
は、

学
問
的
立
場
か
ら
自
己
と
憔
界
の
関
係
を
普
遍
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
自
己
の
あ
り
方
で
あ
る
。

そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
の
自
己
存
在
の
あ
り
方
を
こ
え
た、

究
極
の
、

真
実
の
自
己
の
あ
り
方、

、
、
、
、

ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
定
義
が
理
論
的
な
関
心
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
対
し
て、

サ
ル
ト
ル
の
見
方
を
参
照
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う。

彼
は
こ

に
お
い
て
そ
の

の
存
在
へ
の
間
い
を
通
じ
て
存
在

な
い
し
生
き
方
と
い

、
、
、
、

ャ
ス
バ

ー
ス
の
定
義
は
よ
り
実
践
的
な
煩
向
を
つ
よ
め
、

ャ
ス
パ

ー

ス

の

場

キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
姿
勢
に

の
〕

存
在
が
問
題
で
あ
る
よ
う
な
―

つ
の
存
在
〔
者〕

で
あ
る、

お
よ
そ
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

そ
れ
と
は
別
の
―

つ
の
存
在
を

(
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に
お
い
て
そ
の

〔
自
己
の
〕

存
在
か
間
趙
で
あ
る
よ
う
な
―

つ
の
存
在
で
あ
る、

と
。
」
（
〔

サ
ル
ト
ル
が
こ
こ
で
「
別
の
―

つ
の
存
在
を
巻
き
ぞ
え
に
す
る
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
、

何
の
こ
と
か、

こ
れ
だ
け
で
は
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
が、

っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、

一

般」

な
ど
と
い
う
形
を
と
り
得
る
も
の
で
あ
る
が

J

の
現
存
在
の
定
義
の
し
か
た
は
た
し
か
に
右
に
あ
げ
た
キ
ル
ケ
コ

ー
ル
の
考
え
方
に
近
い

感
じ
を
ゲ
え
る
。

L」

内

ハ

イ
テ
ガ
ー
が
現
存
在
に
あ
て
た
定
義
を
意
識
に

い
意
味
を
与
え
ら
れ

ャ
＼ 

0 

ノ‘

と
言
う

た
ぶ

「
実
存」

は
そ
う
い
う
低
い

「
超

「
実

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
と
の
関
係
を
明
示



存」

と
い
う
概
念
に
お
い
て
は、

ばヽ と
い

と
で
あ
る。

し、

し、

い
わ
ゆ
る
「
実
存」

い
か
え
れ
ば、

石
や
樹
木
や

「
人
間
が

の
存
在
の
し
か
た
を
間
う、

「
実
存」

と
は
何
か、

「
存
在」

、
、
、
、
、

と
い
う
迎
論
哲
学
的
主
題
と

」
こ
で
注
意
す
べ
ぎ
こ
と
は、

こ
の
場
合、

「
存
在
す
る」
sei
n

と
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る。

区
別
し
て
お
く
こ

と
か
で
き
る。

第
二
に、

人
間
と
い

「
人
間
が

に
は
何
ほ
ど
か、

「
存
在」

「
存
在」
sei
n,
etre

と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
な
ち
が
い
が
あ
り、

個
々
の
哲
学
者
の
思
想
内
容
に
つ

い
て
立
ち
入
っ
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
と
こ
の
点
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
け
れ
ど
も、

今
は
そ
う
い
う
専
門
研
究
者
む
き
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ぬ
こ
と
に
す
る。

以
下

と
い
う
点
に
的
を
し
ぼ
っ
て
考
え
る
と
す
れ
ば、

当
面
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

第
一
に、

世
界
に
は
さ

ま
ざ
ま
の
種
類
の
存
在
者
（
存
在
す
る
も
の）

が
見
出
さ
れ
る。

人
間
も
ま
た
そ
の
中
の
―
つ
で
あ
る
が、

と
考
え
ら
れ
る。

は、

他
者
（
他
の
人
間）

係
に
つ
い
て、

わ
れ
わ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
か。

こ
こ
に
は
ま
す、

わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り、

人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
者
を

お
よ
び
人
間
以
外
の
事
物
と
閲
係
を
も
ち
な
が
ら
存
在
し
て
い
る。

こ
の
関

日
常
的
経
験
の
世
界
で
常
識
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
関
係
の
し
か
た
が
あ
る。

さ
ら
に、

科
学
が

と
っ
て
い
る
よ
う
な
立
場
も
あ
り
う
る。

哲
学
は
そ
れ
ら
の
立
場
を
考
慮
す
る
で
あ
ろ
う
が、

う
存
在
者
の
存
在
の
し
か
た
に
は、

人
間
以
外
の
存
在
者
と
は
ち
か
っ
た
独
特
な
点
が
あ
る。

そ
れ
は、

他
者
お
よ
び
事
物
と
閾
係
す
る
こ
と
の
中
で、

常
に
自
己
自
身

、
、
、
、

（
自
己
自
身
に
か
か
わ
り
つ
つ）

存
在
す
る」

と
い
う
こ
と
は、

た
ぶ
ん、

そ
れ
ら
に
そ
の
ま
ま
従
う
こ
と
は
な
い
。

第一―一
に、

人
間
と
い

「
生
き
て
い
る」
le
be
n
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ

、
、
、
、
、

（
自
己
を
自
覚
し
つ
つ）

生
き
て
い
る」

と
い
う
意
味
で
あ
る。

言

、

存
在
は
し
て
い
る
が、

自
分
の
「
存
在
し
て
い
る」

こ
と、

す
な
わ
ち
「
生
き
て
い
る」

こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
や
疑
問
は
も
っ
て

し
た
が
っ
て
馬
は、

自
殺
し
た
り、

倫
罪
的
な
悩
み
を
も
つ
こ
と
も
お
そ
ら
く
な
い
。

人
間
と
い
う
存
在
者
の
場
合
に
限
っ
て、

（
つ
ま
り、

人
間
と
し
て
の
主
体
的
な
生
き
方）

と
い
う
意
味
合
い
を
も
っ
て
く
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る。

わ
か
り

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

「
実
存」

と
は
さ
し
あ
た
り、

人
間
が
他
の
存
在
者
の
よ
う
に
客
体
化
さ
れ
え
な
い
本
質
を
も
つ
主
体
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る。

（
生
き
方）

、
、
、
ヽ
、讐

と
い
う
実
践
哲
学
的
な
い
し
倫
迎
学
的
主
趙
と
が
―
つ
に
結
び
つ
い
て
い

る。

こ
の
結
び
つ
き
方
の
あ
い
ま
い
さ
の
中
に
実
存
哲
学
の
―
つ
の
間
起
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

後
に
重
要
な
論
点
に
な
っ
て
く
る
の
で、

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
と
り
あ
げ
て
お
く
べ
き
―
つ
の
間
越
が
あ
る。

人
間
以
外
の
存
在
者、

、
、

て、

意
識
に
対
す
る
客
休
的
対
依
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る。

で
は、

な
る
べ
く
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
で
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

右
に
紹
介
し
た
哲
学
者
た
ち
の
説
明
で
は、

探
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

こ
の
よ
う
に
「
実

た
と
え
ば
石
は、

人
間
に
と
っ

‘�

、

そ
し
て
他
者
つ
ま
り
自
分
以
外
の
人
間
も
ま
た、

身
体
を
も
つ
か
ぎ
り、

石
や
樹
木
と
同
じ
よ
う
に、

私

二
0



も、

実
質
的
内
容
は
大
し
て
変
り
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
物
在
者」

、
、
、
、
、
、

自
已
自
身
の
生
の
四
面
の
あ
り
方
に
向
っ
て
い
る
」

と
い
う
独
特
な
應
味
合
い
を
お
び
て
い
る。

こ
こ
に
彼
の
存
在
概
念
の
あ
い
ま
い
な
両
義
性
の
一

端
が
み
ら
れ
る。

サ
ル
ト
ル
は
こ
の
点
に
注
意
し
て、

客
体
的
な
即
自
存
在
etre
e
n
 soi

と
主
体
的
な
対
自
存
在

四re
po
ur
 soi
を
区
別
し、

身
体
の
間
姐
を
こ
こ
に
み
ち
び
き
入
れ

と
同
じ
ょ
う
な
客
体
的
な
即
自
存
在
の
性
格
を
も
っ
た
存
在
で
も
あ
る。

こ
の
よ
う
な
主
体
的
11
客
体
的
な
ニ

意
味
を
も
っ
て
く
る。

と
こ
ろ
で、

に
あ
げ
た
実
存
哲
学
者
た
ち
の
代
表
的
な
著
作
を
よ
む
と
き、

私
た
ち
は、

次
の
よ
う
な
疑
問
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。

哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

3

実
存
哲
学
の
理
論
的
前
提
に
対
す
る
疑
間

た。

人
間
と
い
う
存
在
者
は、

主
体
的
な
対
自
存
在、

「
意
識」

と
い
う
表
現
を
用
い
る
と、

て
い
る
の
か
ど
う
か。

今、

注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た。

つ
ま
り
自
已
自
身
の

「
石
が
存
在
す
る
」

と
い

場
合
に
は
「
存
在
す
る
」

と
い
う
言
莱
は、

デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
か
ら
出
発
し
た
近
代
ョ
ー
ロ
ッ
バ

0) 

の
し
か
た
（
生）

v
or
ha
n
de
n
es
 

い
方
は、

、
、

し
て
の
人
間
の
道
徳
意
識
の
分
析
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
ぎ
た
た
め、

人
間
が

と
「
現
存
在
（
人
間）

が
存
在
す
る
」

と
い
う
こ
と
は、

同
じ
「
存
在」

と
い

に
つ
い
て
間
う
存
在
で
あ
る
と
と
も
に、

身
体
に
お
い
て
石
や
樹
木

で
あ
る。

し
か
し、

私
の

の
意
識
に
対
す
る
客
体
的
対
象
と
し
て、

私
に
経
験
さ
れ
て
い
る。

と
こ
ろ
で
今
わ
れ
わ
れ
が、

の
存
在
性
格
に
注
意
し
て
お
く
こ
と
が、

後
に
重
要
な

「
現
存
在
が
存
在
す
る
一

と
い
う
命
頌
は、

、
、

の
存
在
の
し
か
た
を
間
う
の
か
人
間
と
い
う
存
在
者
の
特

、
、
、
、
、
、
、
、

性
で
あ
る
」

と
言
う
場
合、

こ
の
「
自
己
自
身
の
存
在
の
し
か
た」

と
い
う
表
現
の
中
に
は、

布
に
言
っ
た
人
間
の
客
体
と
し
て
の
存
在
性
格、

「
存
在
す
る
」

と
い
う
言
葉
を
「
生
き
て
い
る
」

と
い
う
意
味
合
い
に
重
点
を
お
い
て
理
解
す
る
場
合
に
は、

、

、
、
、

た
に
つ
い
て
問
う」

と
い
う
の
は、

要
す
る
に
「
自
己
の
人
間
と
し
て
の
生
ぎ
方
を
間
う」

と
い
う
怠
味
に
な
る。

そ
の
場
合
に
は、

人
生
の
生
ぎ
方
と
い
っ
た
倫
理
的

関
心
が
つ
よ
く
な
っ
て
く
る
の
で、

身
体
の
問
閣
は
閑
闊
さ
れ
る
傾
向
か
あ
る。

身
体
の
間
坦
が
倫
理
や
人
間
の
生
き
方
に
熊
関
係
で
あ
る
と
は
袂
し
て
い
え
な
い
が、

（
身
体
に
お
い
て）

客
体
的
に
こ
の
批
界
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
側
面
は
あ
ま
り

し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
身
体
の
間
題
は
全
く
熊
祝
さ
れ
て
い
る。

し
た
が
っ
て
ま
た
彼
の
場
合、

用
い
ら
れ
て
い
て
も、

非
常
に

ち
か
っ
た
怠
味
内
容
を
も
っ
て
い
る。

人
間
の

「
自
己
の
生
ぎ
方
に
つ
い
て
問
う」

と
い
う
意
味
合
い
を
幣
ひ
て
い
る。

サ
ル

ト
ル
に
な
ら
っ
て、

で
は、

カ
ソ
ト
の
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
ー
—'
倫
理
的
間
趙
の

―
l 

一

体、

彼

「
私
の
意
識
は

「
杯
在」

の
代
り
に

に
対
す
る
客
体
的
対
象
と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
る
」

と
言
い
か
え
て

「
石
が
存
在
す
る
」

と
い
う
こ
と

は、

行
為
主
体
と

、
、
、
、
、

の
存
在
の
し
か

つ
ま
り
身
体
は
含
ま
れ



る
。

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
と
り
あ
げ
た
の
は、

で
な
く、

ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
と
か
人
間
の
実
践
的
な
「
生
ぎ
方」

ジ
ャ
ソ
・

ボ
ー
フ
レ
に
あ
て
た
手
紙
（
一

九
四
六）

的
（
あ
る
い
は
倫
理
学
的）

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

か、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

事
件
な
の
で
あ
る
が
、

私
の
疑
間
は、

の
形
で
、

に
と
ら
え
る
の
は
早
ま
っ

た
誤
解
で
あ
る
。

と
い

深
愚
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

、
、

、
、
、
、
、

ら
が
説
い
て
い
る
の
は、

人
間
の
存
在
の
し
か
た
に
つ
い
て
の
純
然
た
る
理
論
的
考
察
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
と
も、

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
を
サ
ル
ト
ル
と
並
べ
て
倫
理

に
は
「
生
」

（
生
き
方）

と
い
う
意
味
合
い
が
含
ま

、
、
、
、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
の
人
間
と
し
て
の
実
践
的
な
生
ぎ
方
の
問

題
で
あ
る
の
か
。

こ
う
い
う
設
問
は
、

哲
学
の
専
門
研
究
者
か
ら
み
れ
ば
素
人
く
さ
い
疑
問
と
も
み
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
間
い
を
提
出
し
た

の
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

実
存
哲
学
の
中
に
あ
る
問
題
点
を
ハ
ソ
キ
リ
さ
せ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

実
存
哲
学
が
二
度
の
世
界
大
戦
と
い
う

現
代
史
の
混
乱
し
た
時
期
に
ひ
ろ
く
人
心
に
訴
え
た
―

つ
の
迎
由
は、

そ
れ
が、

人
間
と
し
て
の
自
己
の
真
実
の
生
ぎ
方、

、
、
、
、
、

る
と
い
う
実
践
的
関
心
を
人
び
と
の
間
に
ひ
ろ
く
ひ
き
起
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
主
体
性
を
も
っ

た
生
ぎ
方
を
求
め

ャ
ス
バ

ー
ス
が
「
実
存
哲
学」

と
い
う
標
語
を
用
い
、

ヽ

ヽ

サ
ル
ト
ル
が
「
実
存
主
義」

と

い
う
旗
印
を
か
か
げ
た
と
ぎ、

そ
の
基
礎
に
彼
ら
な
り
の
実
践
的
関
心
が
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
現
代
史
に
お
け
る
―

つ
の
重
大
な
思
想
史
的

こ
の
場
合、

理
論
と
実
賎
と
い
う
二
つ
の
異
質
な
間
題
領
域
の
関
係
に
つ
い
て、

実
存
哲
学
は
一

体
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

エ
ミ
ー
ル
・

ブ
レ
イ
ニ
は、

現
代
哲
学
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
講
演
の
中
で
、

実
存
哲
学
の
代
表
者
と
し
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
を
あ
げ、

そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
次

「
:·
:•
こ
う
い
う
事
柄
を
取
り
あ
っ
か
っ

た
本
は、

殊
に
説
教
家
の
書
物
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て、

昔
は
『
人
生
の
意
義
（
も
し
く
は

熊
意
義）
』

と
い
う
よ
う
な
題
が
つ
い
て
い
た
も
の
で
、

存
在
論
よ
り
は
む
し
ろ
倫
理
学
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

…•••
そ
こ
で
私
は
、

実
存
主
義
を
正
し
く
理
解
す
る
に

(
14)
 

は
、

な
ぜ
そ
れ
が
こ
う
い
う
人
間
の
研
究
を
存
在
論
と
同
一

に
見
て
い
る
か
を
考
え
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す。
」

こ
こ
で
ブ
レ
イ
エ
が
用
い
た
「
倫
理
学」

と

い
う
言
葉
は、

も
っ

と
厳
密
に
い
え
ば
「
実
践
倫
理」

と
で
も
言
う
べ

ぎ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

説
く
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る、

は
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
。

私
が
先
に、

実
存
哲
学
で
用
ら
れ
て
い
る
人
間
の

れ
て
い
る
と
言
っ

た
こ
と
は、

こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
実
存
哲
学
に
お
い
て
は、

説
教
家
が
「
人
生
の
意
義」

に
つ
い
て

と
い
う
の
で
あ
る
。

信
仰
者
と
し
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
実
存
哲
学
の
先
駆
者
と
さ

れ

た
こ

と

に
引
い
た
プ
レ
イ
エ
の
解
説
に
つ
い
て、

専
門
の
哲
学
研
究
者
は
次
の
よ
う
な
況
明
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

ハ

イ
デ
ガ
ー
自
身
は、

自
分
の
酋
学
が
「
実
存
哲
学」

と
よ
ば
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
ば
か
り

ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
」

と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
主
張
に
断
乎

反

対
し

て
い

の
間
題
で
は
な
く、」

存
在
に
か
か
わ
る
人
間
の
あ
り
方
の
問
題
な
の
で



に
察
す
る
と、

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く、

あ
ろ
う。

と、

哲
学
・

思
想
論
集

つ
ま
り、

か
ら
来
て
い
る
こ
と
を
強
調
し、

第
七
号

考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る。

は、

右
の
よ
う
な
誤
解
に
は
一

定
の
理
由
が
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る。

そ
の
理
由
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て、

学
が
生
れ
て
き
た
過
程
に
ど
う
い
う
理
論
的
問
題
点
か
潜
在
し
て
い
た
か、

『
存
在
と
時
間』

に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
概
念
を

11

倫
理
的
に
II

と
ら
え
る
見
方
は、

な
傾
向
で
あ
っ
た
が、

特
に
そ
の
煩
向
が
つ
よ
か
っ
た
の
は
フ
ラ
ソ
ス
で
あ
る。

存
在
と
は、

自
己
の
存
在
に
お
い
て、「

実
存」

と
は
自
己
自
身
の
存
在
を
賭
け
る
こ
と
で
あ
る、

ハ
イ
デ
カ
ー
は、

こ
の
よ
う
な
あ
ま
り
に
実
存
的
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
解
釈
を
迷
惑
と
感
じ、

既
に
戦
前
の
一

九
三
七
年
に、

(
15)
 

よ
う
に
書
い
て
い
る。

「
私
は
く
り
返
し
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん。

ァ
ー
ル
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
に
つ
い
て、

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
で
あ
ろ
う。

ヴ

あ
る、

と。

私
も
そ
の
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
の
だ
が、

こ
こ
で
あ
え
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
サ
ル
ト
ル
を
同
列
に
並
べ
た
フ
レ
イ
エ
の
古
い
批
評
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の

わ
れ
わ
れ
は、

視
依
学
か
ら
実
存
哲

ャ
ス
バ
ー
ス
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に、

当
時
の
ド
イ
ツ
で
も
一

般
的

そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
存
在
者
で
あ
る」

と
い
う
ハ
イ
テ
ガ
ー
の
定
義
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

と
説
明
し
て
い
る。

川
原
栄
峰
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る

フ
ラ
ソ
ス
哲
学
会
に
あ
て
て
次
の

た
し
か
に
『
存
在
と
時
間』

に
お
い
て
は
実
存
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
問
題
に
な
っ
て
は
い
ま
す
が、

し
か
し
私
の
哲
学
的
傾
向
は
決
し
て
実
存
哲
学
と
同
列
視
さ
れ
え
な
い、

…
し
か
し
私
を
と
ら
え
て
い
る
問
い
は、

人
間
の
実
存
の
間
い
で
は
な
く、

全
体
と
し
て
の、

『
存
在
と
時
間』

に
お
け
る
現
存
在
の
定
義
が
キ
ル
ケ`
「一
ー
ル
か
ら
来
て
い
る
こ
と
自
体
は、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
が、

e
xiste
nzie
ll
 (
あ
る
い
は
存
在
的
o
ntisc
h)

な
見
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て、

実
存
論
的
e
xiste
nzi
al
(
存
在
論
的
o
nt
ol
o
gisc
h)

る。

存
在
的
11
存
在
論
的
と
い
う
見
方
の
区
別
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
が、

右
の
場
合
は、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
な
い
し
実
存
の
定
義
は、

と
い
う
こ
と
を。

し
か
し
こ
の
誤
解
は
今
の
と
こ
ろ
お
そ
ら
く
遠
ざ
け
が
た
い
で
し
ょ
う。
：·

こ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
と
す
れ
ば、

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は、

そ
し
て、

存
在
と
し
て
の
存
在
の
間
い
な
の
で
す。
」

こ
の
弁
明
か
ら
逆

ま
ち
が
い
な
い
よ
う
で
あ
る。

川
原
氏
は、

そ
う
い
う
見
方
を
強
調
し
す
き
る
と、

実
存
的

に
な
ら
な
い、

,,' 

ン
／

と
言
わ
れ
て
い

さ
し
あ
た
り
実
践
的
11
哩
論
的
と
い
う
区
別
に
お
き
か
え
て
も
い
い
で

た
し
か
に
「
人
生
の
生
き
方」

と
い
っ
た
倫
理
的
あ
る
い
は
実
践
的
な
主
題
を
配
慮
し
た
も
の
で

あ
る
が、

彼
は
こ
の
よ
う
な
主
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

人
生
を
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
実
践
的
な
指
針
を
与
え
よ
う
と
か、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
問
題
に
し
た
よ
う
な
倫
理
的
な
生
き
方
に
つ
い
て、

純
粋
に
理
論
的
な
観
点
か
ら
（
存
在
論
の
ワ
ク
内
に
と
り
入
れ
て）

一

定
の
倫
埋
学
を
提
出
し
よ
う
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
「
実
存」

と
い
う
概
念
を
提
出
し
た
と
ぎ、

彼
は
埋
論
と
実
践、

あ
る
い

ハ
イ
テ
ガ
ー
哲
学
を
い
ち
早
く
フ
ラ
ソ
ス
に
紹
介
し
た、
シ
ャ
ン

9

ァ
ー
レ
ま、

J
�
 

ノー

「
現



府陥
方
法
論
的
に
い
う
と、

こ、、
、
、

f

ヵ

念
は、

そ
れ
と
と
も
に
「
実
存」
と
い
う
概
念
は、

せ
て
お
き

なが
ら、
実
際
は、
倫
迎
学
（
実
践
哲
学）

は
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
一
体
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か、
と
い
う
点
で
あ
る。
彼
は、
当
時
の
哲
学
界
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
認
識
論
（
現

認
識
批
判
は
理
論
哲
学
の
課
題
で
あ
っ
て、
実
践
哲
学
つ
ま
り
倫
理
学
は
別
の
間
題
領
域
に
属
す
る。

に、
倫
理
学
の
領
域
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る。

の
思
索
の
中
で
倫
理
学
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
す
か」
と
問
う
た
と
い
う
が、

て
説
明
し、

て
い
る、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
は、

山
並
の
彼
方
に
沈
む
夕
陽
を
見
つ
め
な
か
ら、
わ
れ
わ
れ
は
今、
人
間
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の
が
渾
然
と
し
て
―
つ
で
あ
る
新
し
い
思
惟
の
入
口
に
立
っ

(16)
 

と
い
う
よ
う
な
答
え
を
し
た
と
い
う。
深
遠
な
感
じ
を
与
え
る
答
え
で
は
あ
る
が、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
は
っ
ぎ
り
し
な
い。
彼
の
場
合、
倫
理

、
、
、
、
、
、
、
、

的
間
題
は
殻
初
か
ら
理
論
哲
学
と
し
て
の

か
ら
い
え
ば、
存
在
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
が
人
間
の
真
の
生
き
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が、
こ
う
い
う
哲
学
か
ら
は、

一
体、
人
間
の
存
在
の
し
か
た
に
つ
い
て
の
迎
論
的
考
察
を
の
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か、

は
こ
の
概
念
の
中
に、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
倫
理
的
主
隠、

-
．

を
手
引
き
に
し
て、

se
ms
 , verstanc
 ms
 

象
学
も
含
め
て
一
般
的
に
い
え
ば
認
識
批
判）

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー，
卜
田

日
常
的
経
験
の
場
に
見
出
さ
れ

マ

ル

ク

ス た
と
え
ば
生
の

は、
彼
自
身
の

に
つ
い
て、
現
存
在
か
も
っ
て
い
る
「
存
在
に
つ
い
て
の
了

に
反
し
て
実
存
哲
学
（
な
い

・
ボ
ー
フ
レ
と
予コ
ソ
・
フ
ィ
ニ
タ
の
二
人
ま、ヽ

ジ
ャ
ソ

「
生
ぎ
方」

の
ワ
ク
組
み
に
代
え
て、
存
在
論
ontologie
の
ワ
ク
組
み
を
提
出
し
た。
近
代
哲
学
史
の
伝
統
的
晋
慣
か
ら
い
え
ば、

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合、
理
論
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
と
別

ふ
つ
う
い
う
意
味
で
の

の
わ
か
り
に
く
さ、
あ
る
い
は
迎
論
的
あ
い
ま
い
さ
で
あ
る。
彼
の
い
う
「
実
存」
と
い
う
概

そ
れ
と
も
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
か。
彼

の
間
題
は
最
初
か
ら
最
後
ま
て
全
く
と
り
あ
げ
て
い
な
い。
な
ぜ
な
ら、
そ
れ
ら
の
主
俎
は

い
と
い
う
理
論
哲
学
の
問
題
に
閤
元
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。
彼
の

な
形
式
的
概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。
こ
う
い
う
風
に
実
存
概
念
が
無
際
限
に
拡
大
し
空
洞
化
し
て
行
っ
た
遠
囚
は、

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
実
は
全
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い、

そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
存
在
者
の

私
が
ハ
イ
テ
ガ
ー
の
問
題
の
立
て
方
に
疑
問
を
感
じ
る
の
は、

倫
理
や
実
践
に
つ
い
て
の
答
え
は
何
も
与
え
ら
れ
な
い。

0) 

か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
に
至
る
ま
で、

「
不
安」
と
か

の
ワ
ク
組
み
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で、

ハ
イ
テ
カ
ー
は
こ
れ
に
対
し
て、

ど
ん
な
哲
学
思
想
に
も
つ
け
加
え
ら
れ
る
無
内
容

一
見、
倫
迎
的
な
人
間
の

ギ
リ
シ
ア
語
の

ニ
四

の
問
題
が

べ
て
存
在
へ
の
間

の
流
行
を
生
み
出
し

と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
寄
異
な
問
題
設
定
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

の
意
味
を、
現
依
学
的
に
解
釈
auslegen
し
純
化
し
つ
つ
と
り
出
す
と
こ
ろ

に
対
す
る
先
駆
的
覚
悟」
と
か
「
良
心」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
含
ま

）
れ
と
別
に
倫
理
学
を
立
て
よ
う
が
な
い。
後
期
の
彼
の
考
え
方

「
ニ
ー
ト
ス」
の
古
い
意
味
に
つ
い

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
向
っ
て、
「
あ
な
た



哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

に
あ
る
。

こ
の
場
合、
存
在
に
つ
い
て
の
日
常
的
な
「
了
解」
は
「
存
在
的」
0
nti
sc
h

な
も
の
で
あ
り、

現
象
学
的
な
「
解
釈」
は、

な
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
る、

と
い
わ
れ
る
。

方
法
論
的
見
地
か
ら
み
た
場
合、

こ
の
存
在
的
11

存
在
論
的
と
い
う
区
別
は、

越
論
的
（
先
験
的）

と
い
う
区
別
に
当
る
。

ミ
ソ
シ
ュ

が
解
説
し
て
い
る
よ
う
に、

(
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同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。

当
時
の
認
識
論
の
一

般
的
用
語
で
い
え
ば
、

心
珪
的
11

論
理
的
と
い
う
区
別
に
お
き
か
え
て
も
そ
う
ち
が
わ
な
い
て
あ
ろ
う。

つ
ま
り、

現

存
在
（
人
間）

が
日
常
経
験
の
場
で
あ
れ
や
こ
れ
や
の
存
在
者
に
関
係
し
て
い
る
と
き
の
存
在
に
つ
い
て
の
了
解
の
し
か
た
は、

経
験
的
・

心
理
的
な
（
つ
ま
り
存
在
的

オ
ン

ト
＂

ギ
ツ
｀
ソ
ユ

こ
れ
を
超
越
論
的
あ
る
い
は
論
理
的
（
存
在
論
的）

な
存
在
の
意
味
の
把
握
に
ま
で
高
め
る
の
が
存
在
淘
の
課
題
で
あ
る
と
い
う

な）

了
解
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て、

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で、

あ
げ
ら
れ
る
が、

動
（
生）

わ
れ
わ
れ
は、

在
了
解
の
し
か
た
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

る
。

と
こ
ろ
が、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
経
験
的
11

超
越
論
的
と
い
う
区
別
は、

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
存
在
的
11

存
在
論
的
と
い
う
区
別
は
、

、
、
、

、
、
、

る
。

そ
れ
は
先
に
ふ
れ
た
実
践
的
11

理
論
的
と
い
う
区
別
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
の
存
在
者
と
か
か
わ
る
と
き
の
態
度
で
あ
る
。

は
、

理
論
哲
学
（
す
な
わ
ち
認
識）

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
い
う
現
存
在
の
存
在
了
解
は、

主
題
と
結
び
つ
い
た
の
も、

そ
の
た
め
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

二
五

そ
れ
を
「
存
在
論
的」
o
nt
ol
o
gi
sc
h

元
来、

純
然
た
る
認
識
（
す
な
わ
ち
知）

の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
区
別
で
あ

そ
れ
ば
か
り
で
な
く、

こ
れ
と
は
全
く
別
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
も
と
づ
い
た
区
別
を

含
ん

で
い

ヽ

日
常
的
経
験
の
場
に
お
け
る
現
存
在
の
存
在
了
解
は、

人
間
の
生
に
お
け
る
実
践
的
関
心
に
則
し
て

不
安
と
か
良
心
と
い
っ
た
倫
理
的
主
趙
も、

現
存
在
の
（
自
己
自
身
に
さ
し
む
け
ら
れ
た）

仔

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
存
在
的
11

存
在
論
的
と
い
う
区
別
の
わ
か
り
に
く
さ、

あ
る
い
は
方
法
論
的
疑
間
は
こ
の
点
に
あ
る。

の
問
題
に
つ
い
て
の
フ
ソ
サ
ー
ル
的
な
経
験
的
11

超
越
論
的
と
い
う
区
別
と、

こ
れ
と
は
全
く
別
の
カ
テ
コ
リ
ー
に

属
す
る

実
践

、
、
、

・オ
ン
テ
ィシュ

的
11

理
論
的
と
い
う
区
別
が、

何
の
説
明
も
な
し
に
一

緒
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
た
め、

人
間
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
倫
理
的
主
題
は、

存
在
的
に
は
と
り

オ
ン
ト
3

ギ
ッ
ュ

シ

そ
れ
は
存
在
論
的
な
研
究
対
象
で
は
な
い
と
し
て、

理
論
的
考
察
か
ら
全
く
外
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る。

わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に、

元
来、

理
論
と
実
践
が
未
分
な、

の
両
方
の
問
題
領
域
を
未
分
化
の
ま
ま
に
含
ん
だ
あ
り
方
で
あ
る
。

現
存
在
の
存
在
了
解
は、

‘
、
す

�`
 

ハ

イ
デ
カ
ー
|

そ
こ
に

し
た
か
っ
て
認
識
（
知）

と
行

日
常
的
経
験
の
場
で
具
体
的
に
展
閲
す
れ
ば、

自
己
の
手
許
に

見
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
道
具
や
他
者
に
対
し
て
「
配
慮」
b
es
or
g
e
n

す
る
態
度
に
な
る
。
「
配
慮
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
、

実
践
的
に
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
C

そ
の
意
味
に
お
い
て、

彼
の
い
う
「
存
在
了
解」

は
、

も
と
も
と、

実
践
的
意
味
あ
い
の
つ
よ
い
内
容
を
も
っ
た
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
が
不
安
や
良
心
の
よ
う
な
倫
理
的

し
た
が
っ
て、

こ
の
よ
う
な
倫
狸
的
諸
主
題
を
理
論
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
の
研
究
対
象
と
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば、

ま
ず
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
と
い
う
伝
統
的
二
分
法
そ
の
も
の
を
廃
止
し
た
新
し
い
間
恙
の
立
て
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

し
か
し
ハ

イ
テ
ガ
ー

「
存
在
論
的」

と
い
う
言
葉
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論
的」

と

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
経
験
的
11

超



と
称
し
て
い
る
感
じ
を
与
え
る
の
で
あ
る。

い
認
識
と
生
の
関
係
を
理
論
的
に
は
っ

き
り
つ

き
つ
め
な
い
ま
ま
に、

示
し
た
こ
と、

「
人
間」

て
い
る
。

実
存
哲
学
に
た
え
ず
ま
つ
わ
る
一

粧
の
う
さ
ん
臭
い
惑
じ
は
、

と
い
う
漠
然
た
る
用
語
の
陰
で
、

っ
1
る
。

ユ
A、
オ

「
実
存」

が
や
が
て
ど
ん
な
哲
学、

ど
ん
な
思
想
に
も
自
山
に
く
っ
つ
け
ら
れ
る
煎
内
容
な
概
念
に
な
っ
て
い
た
の
も、

「
存
在
」

は
、

倫
理
的
諸
間
題
を
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
お
き
な
が
ら、

そ
れ
を
実
践
哲
学
（
倫
迎
学）

そ
し
実
存
哲
学
が
、

自
己
自
身
に
つ
い
て
問
う
人
間
の

と
区
別
さ
れ
た
純
然
た
る
理
論
哲
学
（
存
在
論）

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
要
す
る
に
、

自
分
は
た
し
か
に
実
存
と
い
う
倫
理
的
主
題
は
提
出

し
た
が
倫
理
学
な
ど
は
じ
め
か
ら
問
題
に
し
て
い
な
い
、

だ
か
ら
自
分
の
哲
学
は
実
存
哲
学
で
は
な
い
、

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
ー
—
—
卑
怯

「
実
存」

と
い
う
概
念
に
常
に
つ

ぎ
ま
と
う
理
論
的
あ
い
ま
い
さ
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は、

（
す
な
わ
ち
生
き
方）

の
独
自
性
を
哲
学
の
課
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
こ
と

は
、

現
代
哲
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
霊
要
な
問
題
提
起
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
疑
問
に
な
る
の
は
、

そ
う
い
う
問
題
を
直
ち
に
存
在
論
と
い
う
理

論
哲
学
の
ワ
ク
内
に
封
じ
こ
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
忍
味
合
い
を
も
つ
諸
問
題
が
理
論
哲
学
の
重
要
な
課
賄
に
な
る
と
す
れ
ば、

れ
わ
れ
は
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
と
い
う
近
代
ョ

ー
ロ
ッ
パ

哲
学
の
伝
統
的
二
分
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
反
省
し、

き
で
は
な
か
っ

た
の
か
。

そ
し
て
、

理
論
と
実
殴
（
す
な
わ
ち
知
と
行
動）

と
が
分
化
し
て
く
る
以
前
の
日
常
的
経
験
の
あ
り
方
に
注
目
す
べ

き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

ハ

イ
デ
ガ
ー
や
サ
ル
ト
ル
は
、

伝
統
的
な
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
二
分
法
に
ど
こ
か
で
引
張
ら
れ
て
い
る
。

「
道
徳
的
展
望」

p
e
r
s
p
e
cti
v
e

m
or
a
l

e
s

に
つ
い
て
語
り、

サ
ル
ト
ル
は
『
存
在
と
無
』

の

最

後
の

節
で

次
の
仕
事
と
し
て
倫
理
学
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
が
、

こ
の
予
告
は
果
さ
れ
な
か
っ
た。

サ
ル
ト
ル
の
影
響
を
受
け
た
ジ
ャ
ソ
ソ
ソ
は
、

(
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え
て
い
る
。

こ
れ
は
先
の
ブ
レ
イ
ニ
の
解
説
と
も
通
じ
る
見
方
で
あ
る
が
、

実
際、

倫
理
と
倫
迎
学、

あ
る
い
は
実
践
と
実
践
哲
学
を
区
別
し
て
考
え
る
と
す
れ
ば、

一

柿
の
倫
迎
学
だ
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

わ
ゆ
る
実
存
哲
学
は
、

実
践
な
い
し
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
と
い
う
屈
味
で、

は
、

サ
ル
ト
ル
の
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に、

理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
と
い
う
伝
統
的
二
分
法
か
ら
自
山
に
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
実
存
哲
学
は
、
「
存
在
」
（
生）

お
そ
ら
く
こ
の
点
の
あ
い
ま
い
さ
に
由
来
し
て
い
る
。

の
ワ
ク
組
み
の
中
にわ

「
倫
迎
学」

で
あ
る
と
考ー

し
か
し
彼
ら

「
存
在
」

と
い
う
没
然
た
る
言
築
に
頼
っ
て、

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
中
途
半
端
な
も
の
を
哲
学

に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
が
同
時
に
実
践
的
な
「
生
き
方」

そ

つ
ま
り
そ
れ
は、

理
論
と
実
践、

あ
る

、�

ヽ

に
つ
い
て
も
解
明
を
与
え
得
る
か
の
よ
う
に
説
い

サ
ル
ト
ル
哲
学
の
全
体
を、

「
実
存
の
実
践
に
つ
い
て
の
反
省」

を
基
本
主
題
に
し
た
一

種
の

＇
存
在
」

の
し
か
た

と
は
い
わ
な
い
ま
で
も

火
を
つ

け
て
お
い
て
素
早
く
逃
げ
る
よ
う
な、

L

れ
を
ハ
ソ
キ
リ
廃
棄
し
た
間
題
の
立
て
方
を
す
べ

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
「
実
存」

と
い
う
概
念
を
提

い
さ
さ
か
熊
責
任
な
答
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

閉
じ
こ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

倫
理
学
そ
の
も
の
を
抹
殺
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

二

六



主
義
を
中
心
と
し
た

第
七
号

で
固
め
ら
れ
て
い
た。

ル
研
究
は
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
産
物
で
あ
ろ
う。

観」 間
学
に
す
ぎ
な
い。

3

れ
が
も
と
も
と
人
間
の
生
き
方
や
実
践
に
つ
い
て
理
論
的
に
分
析
す
る
た
め
の
明
確
な
視
点
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
実
存
哲
学
の
間
に
あ
る
微
妙
な
食
い
ち
が
い
に
つ
い
て
検
討
し、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
間
む
点
を、

自
身
の
研
究
に
役
立
て
る
と
こ
ろ
に
あ
る。
そ
こ
で
次
に、

況
を
ま
じ
え
つ
つ
考
え
て
み
よ
う。

（一
九
二
七）

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
存
在
と
時
間』

し
い
批
判
を
加
え
て
い
る。
彼
の
い
う
と
こ
ろ
で
は、 の

公
刊
後
に
発
表
し
た
『
イ
デ
ー
ソ
ー』
の
「
あ
と
か
き」
で、

こ
れ
ら
の
哲
学
は
要
す
る
に
「
世
界
門
的
主
観
（
人
間）

「
人
間
学
な
ど
と
い
う
も
の
は
：．．．．
 哲
学
に
本
来
固
有
な
地
盤
に
ま
て
は、

ー
ル
に
と
っ
て、
真
の
哲
学
は、
知
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
批
判
に
も
と
づ
い
た
厳
密
学
と
し
て、
学
問
論
の
上
に
築
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り、

「
実
存」
と
い
っ
た
人
間
臭
い
言
葉
は、
学
間
的
厳
密
さ
を
欠
い
た
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
概
念
に
す
ぎ
な
か
っ
た。

デ
ガ
ー
も
よ
く
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が、
そ
う
い
う
限
で
み
る
と、

ら、
実
は、
恩
師
に
対
す
る
反
逆
の
書
で
あ
っ
た
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
最
初
リ
ノ
ケ
ル
ト
の
新
カ
ン
ト
主
義
か
ら
出
発
し
た
が、

哲
学
・

思
想
論
集

わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
目
的
は、

い
空
気
を
依
然
と
し
て
同
守
し
て
い
た。
哲
学
界
の

か
ら
超
越
論
的
主
観
性
へ
の

ま
だ
全
然
到
逹
し
て
い
な
い」
も
の
で
あ
る、

『
存
在
と
時
間』
は、
形
の
上
で
は
フ
ソ
サ
ー
ル
の
方
法
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が

フ
ノ
サ
ー
ル
の
許
で
現
匁
学
の
将
来
性
を
悟
っ
た。

ル
グコ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
の
魅
力
に
ひ
か
れ、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
も
つ
よ
い
関
心
を
示
し
て
い
た。
そ
の
こ
ろ、

ス
キ
ー
の
肖
像
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
い
う
し、
当
時
日
本
か
ら
留
学
し
た
三
木
伯
に
対
し
て、

ニ

し

な
く
て
は
ま
と
も

は
新
カ
ン
ト

わ
れ
わ
れ

・
実
存
哲
学・
人
間
学
に
対
し
て
手
ぎ
び

と
彼
は
い
う。

し
か
し
彼
は、
鳳
に
そ
の
こ
ろ
か
ら
キ

一
九
二
0
年
代
の
ド
イ
ツ
は
第一
次
大
戦
の
敗
北
に
よ
る
混
逃
と
価
値
転
換
の
者9え
た
ぎ
る
禍
中
に
あ
り、

代
の
学
者
た
ち
が
そ
の
雰
囲
気
か
ら
つ
よ
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く。

ミ
ズ
ム
は、
そ
う
い
う
時
代
状
況
の
転
換
と
は
全
く
無
緑
な、
前
世
紀
的
な
講
培
哲
学
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
回
想
に
よ
る
と、
当
時
の
哲
学
界
て
は
カ
ン
ト
的、
批
闘
的、
起
越
論
的
に

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

フ
ソ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
対

立が
意
味
す
る
問
屈
点

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
だ一二
十
そ
こ
そ
こ
だ
っ
た。
し
か
し
当
時
の
ア
カ
デ

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
テ
ィ
ル
タ
イ
研
究
を
す
す
め
た
と
い
う。

の
食
い
ち
が
い
が

し、

二
木
の
バ
ス
カ

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
机
の
上
に
は、
バ
ス
カ
ル
と
ド
ス
ト
エ
フ

フ
ソ
サ
ー
ル
の
こ
う
い
う
考
え
方
は、
ハ
イ

「
生」
と
か
「
但
界

フ

ッ

サ
一

を
理
解
し
な
い
人

る
と
こ
ろ
に
つ
い
て、
当
時
の
思
想
史
的
状



に
相
手
に
し
て
も
ら
え
な
い
空
気
だ
っ

た
と
い
戸
5

こ
の
こ
ろ
ハ

イ
テ
ガ
ー
と
親
交
を
結
ん
だ
ャ
ス
パ

ー
ス
は
、

医
学
部
出
身
の
た
め
正
統
派
の
哲
学
者
た
ち
か
ら
疎
外

さ
れ
て
い
た
が、

こ
の
二
人
は
、

反
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
気
分
に
お
い
て
共
鳴
し
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

そ
ん
な
当
時
の
哲
学
界
の
空
気
の
中
で
、

ガ
ー
の
要
求
を
辛
う
じ
て
み
た
し
て
く
れ
た
の
が、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
で
あ
っ

た
。

『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
方
法
論
は、

る
場
合
に
は
、

認
識
論
や
現
象
学
と
の
連
想
を
起
さ
せ
る
「
意
識」

と
か
「
対
象
」

『
存
在
と
時
間
』

に
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
と
ョ
ル
ク
伯
の
往
復
書
簡
に
つ
い
て

フ
ッ
サ
ー
ル
が
当
面
の

敵
と
目
し
て
い
た
デ
ィ
ル
タ
イ
を
こ
の
よ
う
に
も
ち
あ
げ
る
と
な
れ
ば、

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
贈
っ

た
『
存
在
と
時
間
』

の
手
沢
本
に
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
手
で
感
情
的
な
批
判
の
言
葉
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
と

一

見
無
味
乾
燥
な
哲
学
書
の
背
後
に
は
、

意
外
に
人
間
く
さ
い
ド
ラ
マ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

よ
く
「
解
釈
学
的
現
象
学」

な
ど
と
い
わ
れ
る
が、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と、

現
象
学
の
ほ
う
は
ご
く
形

式
的
な
も
の
で、

実
質
は
解
釈
学
だ
と
み
た
方
が
い
い
よ
う
で
あ
る
。

彼
の
基
本
的
間
屈
設
定
は
、

存
在
に
つ
い
て
の
日
常
的
非
学
問
的
な
了
解
V
er
s
ta
n
d
nis
を
学
問

的
な
解
釈

A
u
sl
e
g
u
n
g

に
ま
で
高
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が、

こ
れ
ら
の
用
語
は
い
う
ま
で
も
な
く
テ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

重
要
な
術
語
を
用
い

「
認
誠
」

と
い
っ

た
用
語
は
す
べ
て
さ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
い
う
用
語
法
の
独
特

さ
の
た
め
に、

認
識
批
判
の
論
点
や、

現
象
学
と
解
釈
学
の
方
法
が
彼
の
存
在
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と、

き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い
あ

い
ま
い
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

わ
れ
わ
れ
こ
の
間
の
関
連
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

最
初
に
の
べ
た
よ
う
に、

実
存
を
定
義
す
る
に
当
っ
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、

現
存
在
の
特
質
を、

自
己
自
身
の
存
在
に
関
わ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
た
。

こ
の
場
合、

認
識
論
や
現
象
学
が
従
来
と
り
あ
げ
て
き
た
よ
う
な
知
の
自
己
批
判
と
い
う
作
業
は
、

現
存
在
が
自
己
自
身
の
存
在
の
あ
り
方
に
つ
い
て
問
う
と
い
う
こ
と
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
か
。

ま
ず
こ
の
点
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
お
こ
う。

実
証
的
経
験
科
学
の
知
は
、

自
己
の
知
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
や
限
界
を
反
省
的
に
吟
味
す
る
こ
と

な
く、

対
象
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
み
専
念
す
る
知
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
認
識
批
判
の
仕
事
は
、

自
己
の
知
そ
れ
自
体
の
あ
り
方
や
限
界
に
つ
い
て
反
省
的
に
間
う

ヽ

て
ゆ
く
企
て
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て、

意
識
作
用
の
一

っ
と
し
て
の
知
は
、

こ
こ
で
は
自
己
自
身
の
あ
り
方
に
さ
し
む
け
ら
れ
て
い
る
。

が
「
現
存
在
の
存
在
の
し
か
た
の
一

っ
」

で
あ
る
こ
と
は
承
認
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て、

知
的
な
「
認
識」

の
作
用
は
現
存
在
の
基
本
機
能
で
あ
る
「
了
解」

の
一

部

に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う。

つ
ま
り
「
了
解」

は
「
忍
識」

に
先
立
っ
て
そ
れ
を
包
括
し
て
い
る
よ
り
基
礎
的
な
概
念
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
「
了
解」

と
い
う
現
存
在
の
存
在
の
し
か
た
は
、

学
問
以
前
の
日
常
的
生
に
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し ヽ 持
も
察
せ
ら
れ
る
。

の
く
わ
し
い
解
説
が
あ
る
。

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
場
合、

主
た
る
関
心
は
そ
う

ニ

八

ハ

イ
デ
ガ
ー
も、

認
識

フ
ソ
サ
ー
ル
が
心
中
穏
か
で
な
か
っ

た
気

ゞ

1

イ

う

ヽノ



第
七
号

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

ー
ーー
怪
我
の

功
名
と
言
う
べ

き
か
と
う
か
ー
—
甲
盆忽
学
の
問
題
領
域
を
一

挙
に
ひ
ろ
げ
る
と
い
う
点
で
、

大
き

フ
ッ

サ
ー
ル
か
お
そ
ら
く
全
く
予
期
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
、

現
象
学
が
、

人
間
の
生
の

、
、
、
、
、
、

非
合
理
な
側
面
を
反
省
的
に
分
析
し
て
ゆ
く
に
当
っ
て
、

有
力
な
方
法
と
し
て
役
立
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。

て
志
向
性
の
分
析
を
適
用
し
た
仕
事
な
ど
は
、

こ
う
し
て
可
能
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

後
に
わ
れ
わ
れ
の
主
要
な
研
究
目
標
と
な
る
深
層
心
理
の
現
象
学
が
可
能
に
な
る

、
、
、
、

の
も、

現
象
学
が
方
法
の
学
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、

現
象
学
の
基
本
的
態
度
を
示
す
事
象

そ
の
も
の
の
「
記
述」

と
か、

客
観
の

存
在
を
固
定
し
な
い
で
主
観
の
志
向
性
に
即
し
て
そ
の
本
質
を
直
観
し
て
ゆ
く
と
い
っ

た
考
え
方
が、

客
観
的
対
象
に
即
し
た
因

果
分
析
に
主
と
し
て
依
存
す
る
物
理
的
自
然
科
学
の
や
り
方
に
は
適
合
し
に
く
い
こ
と、

そ
の
反
面、

面
的
深
み
を
も
っ

た
生
命
科
学
・

精
神
医
学
・

人
文
科
学
な
ど
の
諸
対
象
の
あ
り
方
に
対
し
て
む
し
ろ
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
と
科
学
の
関
係
に
つ

い
て
考
え
る
場
合
に
は
、

こ
の
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
関
心
の
食
い
ち
が
い
は
、

こ
の
よ
う
な
思
い
が
け
な
い
プ
ラ
ス
の
詞
産
物
を
も
た
ら
し
た
反
而、

私
が
こ
こ
で
最
も
疑
問
を
感
じ
る
の
は
、

前
節
で
の
べ

た
理
論
と
実
践
の
関
係
で
あ
る
。

場
に
お
い
て
、

る
の
で
あ
る
。

実
践
と
い
う
言
葉
は
、

こ
れ
ま
で
明
確
に
定
義
し
な
い
で
使
っ
て
き
た
が
こ
こ
で
一

応
正
確
に
し
て
お
こ
う。

そ
れ
は
、

こ
、
、”"'

さ
ま
ざ
ま
の
存
在
者
に
配
慮
し
つ
つ

関
係
す
る
と
き
の
人
閻
的
現
存
在
の
態
度
で
あ
る
。

哲
学
・

思
想
論
集

な
貢
献
を
し
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

特
に
、

し
か
し
な
が
ら、

『
存
在
と
時
間
』

の
公
刊
は
こ
の
師
弟
の
訣
別
の
原
因
と
な
り、

い
し
、

こ
の
場
合、

い
う
生
の
問
題
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

先
に
の
べ
た
よ
う
な
当
時
の
彼
の
関
心
か
ら
い
え
は
、

そ
こ
で
は
、

知
的
な
自
我
意
識
の
明
証
性
よ
り
も、

そ
の
基
盤
に
あ
る
生

の
非
合
理
な
あ
る
暗
さ
が
重
要
な
問
屈
だ
っ

た
と
い
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
の
関
心
か
ら
離
れ
た
生
の
不
安
と
い
っ
た
テ
ー
マ

を
中
心
に
も
っ
て
く

る
場
合
に
は
、

現
象
学
の
方
法
そ
の
も
の
は
、

現
存
在
分
析
の
実
質
と
は
ふ
れ
合
う
こ
と
の
少
な
い
形
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
る
。

、
、
、
、

学
を、

彼
の
存
在
論
の
た
め
の
単
な
る
方
法
の
学
と
し
て
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

二

九

し
た
が
っ
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
は、

現
象

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
方
法
の
学
と
し
て
の
現
象
学
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
風
に
考
え
て
い
た
か
も
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
後、

現
象
学
に
つ
い
て
は
全
く
語
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
想
像
力
や
情
念
の
間
也
に
対
し

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
存
在
了
解」

は
、

学
問
的
反
省
以
前
の
日
常
的
経
験
の

し
た
が
っ

て
そ
れ
は
、

当
然、

実
践
的
態
度
を
と
も
な
っ
て
い

ひ
ろ
く
い
え
ば、

「
物
理
学
的
客
観
主
義」

日
常
生
活
の

場
に

お

い

マ
イ
ナ
ス
の
副
産
物
を
も
残
し
た
。

に
よ
っ
て
は
う
ま
く
と
ら
え
に
く
い
内

フ
ソ
サ
ー
ル

現
象
学
に
対
す
る
正
当
な
評
価
と
は
言
い
に
く



践
あ
る
い
は
行
動
の
間
趙
は
明
確
に
主
題
化
さ
れ
な
い
ま
ま、

の
い
う
独
特
な
意
味
で
の

は
ヽ

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
い

て、

わ
れ
わ
れ
が
憔
界
の
事
物
に
対
し
て
行
動
的
に
か
か
わ
る
態
度
を
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

実
践
哲
学
で
い
う
場
合
の

味
に
お
け
る
実
践
と
い
う
狭
い
用
語
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

前
者
を
「
行
動」
、

後
者
を
「
倫
理
的
行
為」

と
よ
ん
で
区
別
す
る
と
す
れ
ば、

「
行
動」

に
と
も
な
っ
て
い
る
事
物
の
存
在
に
つ
い
て
の
了
解
の
し
か
た
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、

「
迎
論」

や
「
認
識」

と
右
に
言
っ

た
「
行
動」

と
の
関
係
で
あ
る
。

理
論
的
観
察、

認
識、

思
索、

あ
る
い
は
観
照、

瞑
想
な
ど
と
い
っ
た
態
度
は
、

言
葉
の
ふ

、
、

つ
う
の
意
味
で
は
、

行
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
人
間
存
在」

一

変
さ
せ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

ー
の
存
在
了
解
は
、

人
間
の

し
か
し、

そ
の
よ
う
な
態
度
も、

や
は
り、

日
常
生
活
の
場
で、

何
ら
か
の
形
で
世
界
の
事
物
に
対
し
て
配
慮
的
に
か

か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

認
識
は
そ
う
い
う
「
現
存
在
の
存
在
の
し
か
た
の
一

っ
」

で
あ
る。

の
基
本
的
な
あ
り
方
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
、

認
識
や
思
索
も
「
行
動」

の
一

つ
の

し
た
が
っ
て、

知
的
な
認
識
は、

存
在
了
解
と
い
う
現
存
在

に
、

日
常
的
経
験
の
場
に
お
け
る
現
存
在
の
基
本
的
な
存
在
の
し
か
た
と
し
て
の
存
在
了
解
と
は
、

知
的
認
識
と
倫
理
的
行
為、

す
な
わ
ち
近
代
哲
学
が
い
う
意
味
で
の

理
論
と
実
践
か
分
化
し
て
く
る
以
前
の
、

人
間
の
生
の
基
礎
的
な
あ
り
か
た
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て、

こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
け
る
人
間
の
あ
り
方
を
と
ら
え
る
に

は
、

五
代
哲
学
か
伝
統
的
に
と
っ
て
き
た
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学、

認
識
論
と
倫
理
学
と
い
う
二
分
法
は
適
切
で
な
い
。

和
辻
哲
郎
は
、

に
つ
い
て
の
共
同
了
解
と
み
な
し、

人
と
人
の
「
間
柄」

に
お
い
て
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
彼

Z
wi
s
h
e
n-
m
e
n
sc
h
e
n
ー

s
ei
n

の
本
質
が
あ
る
主
張
し
て、

彼
の
倫
理
学
体
系
を
つ

く
り
あ
げ
た
。

こ
の
よ
う
に、

存
在
に
つ

、
、
、

い
て
の
了
解
が
倫
理
学
の
基
本
的
原
理
と
し
て
転
釈
で
き
た
の
も、

、
、
、

そ
れ
が
元
来
実
践
的
性
格
を
も
っ

た
概
念
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
和
辻
の
場
合
は
、

実

践
的
な
倫
雌
学
の
諸
原
則
か
ら
出
発
し
て
逆
に
知
的
認
識
の
あ
り
方
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り、

刑
論
哲
学
を
実
践
哲
学
に
先
立
て
る
四
汗
五
代
哲
学
の
伝
統
的
二
分

(
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法
で
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
逆
転
し
た
考
え
方
が
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ

イ
テ
ガ
ー
か
理
論
と
実
践
の

未
分
化
な
生
の
晶
礎
構
造
の
場
を
と
り
出
し
た
こ
と
は
、

当
時
の
哲
学
界
が
認
識
批
判
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
状
況
を

し
か
し
な
が
ら、

彼
は
こ
の
間
閣
を
直
ち
に
迎
論
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
の
ワ
ク
組
み
の
中
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
っ
た。

彼
の
存
在

論
は
、

認
識
間
題
を
存
在
へ
の
間
い
と
い
う
形
に
と
ら
え
直
し
て
現
依
学
的
解
釈
学
の
観
点
か
ら
あ
っ
か
う
理
論
哲
学
で
あ
っ
て、

倫
理
学
て
は
な
い
。

こ
の
た
め
、

実

へ
の
間
い
と
い
う
中
心
テ
ー
マ
に
か
ぎ
消
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る。

ハ

イ
テ
ガ
ー
の
間
趙
設
定
が
こ
う
い
う
あ
い
ま
い
な
形
に
お
ち
い
っ

た
直
接
の
迎
由
は
、

を
人
と
人
の
行
為
的
連
関
の
場
に
支
配
し
て
い
る
存
在
（
お
よ
び
当
為）

フ
ノ
サ
ー
ル
の
方
法
論
的
影
響
下
に
デ
ィ
ル
タ
イ
的
主
題
を
と
り
あ
げ
た
と

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
い
う
存
在
了
解

（
特
殊
な）

あ
り
方
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る。

要
す
る

j

こ
で
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

「
実
践」

は
、

゜

ノ‘

ご:::

ヵ
‘

ふ
つ
う、

道
徳
的
紅



ろ
が、

哲
学

で
あ
ろ
う
が、

こ
ろ
に
あ
る。

st
e
llL
m
g
 

思
想
論
掛

第
七
号

方
で
現
存
在
の
構
造
を
分
析
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は、

実
践
的
性
格
を
も
っ

『
イ
デ
ー
ソ
ー
』

の
段
階
で
は、

に
対
応
す
る
概
念
で
あ
る。

し
て
い
る
あ
り
方
で
あ
る。

影
響
さ
れ
て
い
た
た
め、

「
存
在
了
解」

と

で
あ
る
か
ら、

こ
こ
で
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
さ
し
あ
た
り
の
検
討
を
し
て
お
く
必
婆
が
あ
る。

自
然
的
態
度
と
は、

間」

が
匪
界
の
事
物
と
日
常
か
か
わ
っ
て
い
る
場
面
で、

素
朴
に、

熊
反
省
に、

事
物
の
存
在
を
前
提
し、

し
た
が
っ
て
自
然
的
態
度
は、

も
と
も
と
単
純
に
理
論
的
性
格
を
も
つ
概
念
で
は
な
く、

む
し
ろ
実
践
的
性
格
を
有
す
る
概
念
と
み
る
べ
き

(
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フ
ノ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
主
と
し
て
認
識
主
体
の
態
度
と
し
て
提
示
し、

理
論
哲
学
的
観
点
か
ら
と
り
あ
汀
て
い
る。

イ
テ
カ
ー
の
「
存
在
了
解」

は、

そ
う
い
う
フ
ソ
サ
ー
ル
の
「
自
然
的
態
度」

の
概
念
を、

デ
ィ
ル
タ
イ
的
な
「
生」

た
概
念
で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し
当
時
の
ハ
イ
テ
ガ
ー
は、

現
象
学
的
姐
元
に
よ
っ
て
事
象
そ
の
も
の
に
至
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
法
に
つ
よ
く

日
常
的
（
非
学
間
的）

な
「
了
解」

を
迎
論
的
（
学
間
的）

い
う
概
念
を
純
然
た
る
理
論
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
の
主
題
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た。

存
在
的
11
存
在
論
的
と
い
う
方
法
論
上
の
次
元
の
区
別
は、

元
来、

経
験
的
11
超

越
論
的
と
い
う
フ
ソ
ザ
ー
ル
現
象
学
の
方
法
論
的
区
別
か
ら
来
た
も
の
で
あ
り、

「
了
解」

の
問
屈
を
こ
こ
に
持
ち
こ
ん
だ
た
め、

存
在
的
11
存
在
論
的
と
い
う
区
別
が
同
時
に、

実
践
的
11
迎
論
的
と
い

う、

全
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
る
区
別
を
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。

以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と、

ま
ず
ハ
イ
デ
カ
ー
が
理
論
と
実
践
が
分
化
す
る
以
前
の
生
の
基
礎
休
験
の
場
を
と
り
出
し
た
こ
と、

そ
し
て
そ
こ
に
フ
ノ
サ

ー
ル
の
「
自
然
的
態
度」

を
移
柏
し
て、

現
存
在
の
「
存
在
了
解」

と
い
う
形
で
人
間
の

ま
た、

彼
か
現
象
学
を
方
法
の
学
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
こ
と
は、

知
の
反
省
的
分
析
の
み
な
ら
ず、

析
の
対
象
と
す
る
道
を
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
っ
た。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
ひ
ら
け
た
展
呈
を、

的
認
識
の
場
に
お
い
て
有
効
な
経
験
的
次
元
と
超
越
論
的
次
元
の
分
離
ー
—、
と
い
う
ワ
ク
組
み
に
と
り
こ
む
の
は、

方
法
溢
的
に
み
て
適
当
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
や
り

い
た
ず
ら
に
煩
雑
な
形
式
的
区
別
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
な
り、

次
に
の
べ
る
よ
う
に、

逆
に
問
題
点
を
あ
い
ま
い
に
す
る
方
向
へ
と
進
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
哩
論
祈
学
的
な
認
識
批
判
の
場
に
お
い
て
有
効
な
区
別
て
あ
っ
た。

と
こ

「
自
然
的
態
度」

は、

彼
ら
の
哲
学
に
お
い
て
発
端
•

原
理
（
ア
ル
ケ
ー）

フ
ソ
サ
ー
ル
と
対
比
し
て
い
え
ば、

現
存
在
の
基
本
的
態
度
と
し
て
の

」

”
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ま
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一

見
厳
密
な
よ
う
て
実
は

の
位
置
を
占
め
る
重
要
な
概
念

の
基
盤
の
上
に
移
し
柏
え
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ

の
体
駿
の
あ
り
方
を
設
定
し
た
こ
と
は
玉
要
な
問
題
提
起
て
あ
っ
た。

心
の
す
べ
て
の
作
用
（
感
情、

想
似
力、

意
志
等）

を
志
向
的
分

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
理
論
的
問
題
設
定
ー
ー
す
な
わ
ち
知

「
存
在
了
解」

は、

め
る
と
い
う
方
法
諭
的
立
場
に
立
っ
て、

存
在
の
了
解
と

（
無
自
覚
な
ま
ま
に）

そ
れ
ら
の
存
在
に
つ
い
て
判
断
を
下

「
ご
く
自
然
な
普
通
の
生
き
方
を
し
て
い
る
人

フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
自
然
的
態
度」

n
a

tU
r
li
c
n
e
 
Ei
n,



論」

で
あ
っ

た。

人
間
の

、
、
、

は
人
間
の

あ
り

フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
ク
イ

じ
こ
ふ
し
こ
上
う
こ
、

Aノ
し

'
I
ナ
ー

c

i

一

般
的
に
い
え
ば
「
学
間
諭
」

ヽ

「
生
」

す
い
で
あ
ろ
う。

一

九
二
七
年
の
ブ
リ
タ
ニ

カ
論
文
共
同
執
箪
に
当
っ
て
の

の
ち
が
い
が
あ
げ

つ
ま
り
学
間
論
と
人
間
論
の

交
叉
す
る
点
に
現
代
哲
学
の
重
要
な
課
題
が
あ
る
と
み
た
ハ

イ
テ
ガ
ー
の
直
観
は

つ
ま

っ
て

ハ

イ
デ
カ
ー
の
現
存
在
分
析
の
方
法
に
ひ
そ
む
実
質
的
間
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、

哲
学
史
的
観
点
に
立
っ
て
ふ
り
返
り
な
が
ら
検
討
し
て
ゆ
く
の
が
わ
か
り
や

一

方
て
哀
え
つ
つ

も
な
お
余
力
を
も
っ
て
い
た
祈
ヵ
ソ
ト
主
義
と
対
抗
し、

他
方
て
は
テ
ィ
ル
タ
イ
に
代
表
さ
れ
る

の
対
抗
閃
係
に
お
い
て
間
わ
れ
て
い
た
の
は、

知
の
自
己
批
判
と
し
て
の
認
識
の
あ
り
方
の
間
凶
て

で
あ
っ

た
。

こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
は
、

歴
史
科
学
の
認
識
論
を
標
傍
し
て
は
い
た
も
の
の
、

そ
の
主
た
る
関
心
事

の

基
礎
構
造
に
あ
っ

た
。

そ
し
て
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
憔
界
観
」

の
学
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

従
っ
て
生
の
哲
学
は
、

「
生
き
方」

の
柿
々

相
が
分
岐
し
て
く
る
母
胎
と
な
る
心
理
的
砧
盤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う。

要
す
る
に
生
の
哲
学
は
「
人
間

い
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
象
学
へ
の

関
心
は
認
識
批
判
的
間
屈
と
結
び
つ

ぎ、

生
哲
学
へ
の
関
心
は
、

人
間
の
生
き
方
と
い
う
実
践
的
テ
ー
マ

と
結
び
つ

く。

て
は
、

こ
の
両
者
を
―

つ
の

祝
野
に
収
め
る
こ
と
の
で
き
る
場
而
は、

内
部
的
存
在
者
（
経
験
的
主
観）

新
卯
の
生
の
哲
学
に
対
抗
す
る
立
場
に
あ
っ

た
。

新
カ
ン
ト

フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
は、

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
い

ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ

イ
テ
カ
ー
と
フ
ソ
サ
ー
ル
の

談
別
の
―

つ
の
ぎ
っ

か
け
に
な
っ

た
事
件
と
し
て
、

(
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ら
れ
る
。

木
田
元
氏
の
解
説
を
か
り
て
そ
の
姿
点
を
紹
介
し
て
お
こ
う。

ハ

イ
テ
カ
ー
は
フ
ノ
ザ
ー
ル
に
対
し
て
、

認
識
を
構
成
す
る
超
越
論
的
主
観
か
経
験
的
な
批
界

で
な
い
こ
と
は
認
め
た
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
の

構
成
的
主
観
は
何
ら
の
存
在
者
で
も
な
い
と
は
言
え
な
い
と
反
論
す
る
。

り、

事
実
的
に
存
在
す
る
人
間
的
現
存
在
の
あ
り
方
の
中
に
、

同
時
に
超
越
泊
的
描
成
の
可
能
性
が
蔵
さ
れ
て
い
る、

挙
に
す
べ
て
を
見
透
す
絶
対
者
の
立
場
に
立
ち
得
る
よ
う
な
超
越
高
的
主
観
で
は
な
く、

、
、
、

自
的
な
人
間
的
現
存
在
な
の
で
あ
る
。

菱
す
る
に
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
は
、

4

現
存
在
分
析
の
理
論
的
ワ
ク
組
み
に
お
け
る
矛
届
と
間
題
点

と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

哲
学
的
主
休
は
、

そ
れ
自
体、

世
界
の
う
ち
に
投
げ
こ
ま
れ、

さ
ま
ざ
ま
の
世
界
内
部
的
存
在
者

、
、
、
、
、

に
か
か
わ
り
つ
つ
、

自
己
の
実
存
の
中
で
み
ず
か
ら
の

存
在
に
つ
い
て
解
釈
し、

同
時
に
そ
こ
で
開
示
さ
れ
る
一

般
的
な
存
在
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
思
考
す
る
各

、
、

フ
ノ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
主
観
性
を
世
界
に
受
肉
さ
せ
、

も
い
い
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
主
張
を
フ
ノ
サ
ー
ル
の
後
期
の
考
え
力
と
く
ら
べ

る
と、

両
者
の
間
に
は
、

血
を
通
わ
せ
た
も
の
と
評
し
て

そ
れ
は
ど
大
き
な
差
は
な
い
よ
う
に
も
み



存
在」

は
、

え
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神」

と
同
じ
ょ
う
に、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
中
心
的
関
心
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
主
と
し
て
知
の
自
己
批
判
の
問
迎
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し、

り
心
情
的
な
生
の
実
存
の
問
隠
に
向
け
ら
れ
て
お
り、

そ
れ
を
通
路
と
し
て、

か
し
ハ

イ
テ
カ
ー
の
よ
う
に
実
存
を
通
路
と
し
た
設
間
の
し
か
た
を
す
れ
ば
、

知
（
詔
識）

と
超
越
論
的
立
場
の
次
元
の
ち
が
い
は
ど
う
し
て
も
あ
い
ま
い
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
こ
に
検
討
す
べ

き
―

つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

ハ

イ
デ
カ
ー
の
「
現
存
在」

の
概
念
は
、

実
質
的
内
容
か
ら
み
る
と、

テ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生」

の
概
念
に
近
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

(
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は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
が
目
指
し
て
い
た
の
は
「
一

種
の
〈
生
〉

の
存
在
論」

で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。

そ
の
一

方、

彼
の
い
う
「
現
存
在」

は
、

「
意
識」

B
e
w
u
ssts
ei
n

の
機
能
を
受
け
つ
い
で
い
る
。

表
屈
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
息
識」

の
機
能
を
お
き、

そ
の
根
底
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生」

を
お
け
ば
、

イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
現
存
在」

に
な
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う。

も
し
フ
ソ
サ
ー
ル
の
後
期
の
概
念
を
用
い
る
と
す
れ
ば、

「
意
識
生」

の
考
え
方
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

問
題
は、

こ
の
現
存
在
と
い
う
概
念
に
対
し
て、

的
11

超
越
論
的
と
い
う
次
元
の
区
別
に
対
応
す
る
存
在
的
11

存
在
論
的
と
い
う
次
i

工
の
区
別
を
適
用
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

現
存
在
は
、

最
初
に
「
実
存」

と
定
義
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に、

そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
各
目
的
j
e
m
ei
ni
g

な
存
在
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
私」

と
し
て
の
自
己
の
存
在
の
し
か
た
を
意
味
す
る
。

存
在
的
に
い
え
ば
、

的
経
験
的
な
「
わ
れ
」

の
実
存
で
あ
る
。

こ
の
日
常
的
現
存
在
の
体
験
に
つ
い
て
の
「
了
解」

を
学
問
的
に
「
解
釈
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

オ

ン

ト
[i

ギ
／
ツ
ユ

別
的
な
「
わ
れ
」

の
存
在
を
こ
え
た
存
在
論
的
な
意
味
を
も
つ
に
至
る、

と
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
。

カ
ソ
ト
の
「
怠
識
一

般
」

B
e
w
u
ssts
ei
n
u
b
e
r
h
a
u
pt
に
な

、
、

ら
っ
て
い
え
ば、

現
存
在
は
こ
こ
に
お
い
て
超
個
人
的
な
「
わ
れ
わ
れ
性」

を
も
つ
人
間
存
在
一

般
と
も
よ
び
う
る
よ
う
な
迎
識
的
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

ー
の
い
う
実
存
的
11

実
存
論
的
と
い
う
区
別
や
日
常
的
範
疇
に
対
す
る
実
存
範
疇
と
い
っ
た
形
式
上
の
区
別
は
、

こ
こ
か
ら
来
て
い
る。

わ
か
り
や
す
く
い
え
は、

は
さ
し
あ
た
り、

拠
を
も
っ

ち
が
い
は

哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

日
常
的
経
験
の
場
に
あ
る
「
わ
れ
」

「
わ
れ
で
あ
る
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
で
も
あ
る
人
間」

の
二
重
の
存
在
の
し
か
た
を
意
味
す
る
の
で
あ
る。

と
こ

ハ

イ
デ
ガ
ー
も
ま
た、

現
存
在
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
意
識」

に
み

ら

れ

る

経
験

フ
ソ
サ
ー
ル
は
、

超
越
論
的
主
観
性
の
次
元
に
お
い
て
ひ
ら
か
れ
る
超
越
論
的
現
象
学
（
な
い
し
超
越
論
的
哲
学）

、
、
、

的
次
元
を
通
過
し
な
い
か
ぎ
り
到
達
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(

25
)
 

つ

主
観
な
の
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
流
に
い
え
ば
、

人
間
は
経
験
的
11

超
越
論
的
（
先
験
的）

は
じ
め
て
存
在
へ
の
理
論
的
な
間
い
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

の
立
場
が、

「
現

、．

一ゞ

）

イ
一
7

ブ

ヽノ

「
現
存
在」

概
念
は、

個

「
現
存
在」

と
は
低
別

フ

ッ

サ

l 

Iレ

の

し、

ぅ

な
二
重
の
存
在
性
を
も

フ
ッ
サ
ー
ル
が
と
り
あ
げ
た
世
界
認
識
の
機
能
を
も
つ
こ
と
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
。

し
か
し
決
定
的
なし

の
立
場
に
お
い
て
つ
よ
く
現
わ
れ
て
く
る
心
理
性
と
論
理
性、

経
験
的
立
場

『
存
在
と
時
間
』

の
中
で
も
彼

ほ
げ
ノ‘

日
常
的
生
活
世
界
L
e
b
e
n
s
w
elt

に
根

つ
ま
り、

現
存
在
と

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
関
心
が
さ
し
あ
た

現
象
学
的
心
理
学
と
い
う
心
岬



を
か
り
れ
ば
、

(
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の
で
あ
る
。

日
い
か
え
れ
ば

、
、
、

、
、
、
、

「
現
象
学
的
心
哩
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
間
に
は
、

ろ
が、

実
質
的
な
内
容
に
立
入
る
と、

現
存
在
の
存
在
的
（
経
験
的
な
い
し
日
常
生
活
に
お
け
る
実
践
的）

d
as
 
M
a
n

で
あ
り、

そ
う
い
う
日
常
的
次
元
か
ら
存
在
論
的
（
理
論
的）

「
実
存」

の
状
況
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る。

前
者
は
非
本
来
的
な
自
己、

後
者
は
本
来
的
な
自
己
の
あ
り
方
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

そ
う
な
る
と、

最
初
の
方
法
論
的
設
定
と

ま
り、

現
存
在
に
関
す
る
方
法
論
上
の
形
式
的
規
定
と
実
質
的
内
容
に
お
け
る
規
定
か
逆
転
し
て
し
ま
う、

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
概
念
に
こ
う
い
う
矛
盾
が
現
わ
れ
て
き
た
の
は、

フ
ソ
サ
ー
ル
は
常
に
知
的
な
認
識
と
論
理
の
超
個
人
的
（
超
越
論
的）

い
う
こ
と
を
認
め
た
点
に、

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
十
分
な
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。

な
あ
り
方
は
、

（
人
間
に
と
っ
て
の
）

意
味
を
研
究

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の

な
立
場
に
移
る
と、

生
の
不
安
や
良
心
や
死
に
つ
い
て
の
自
覚
を
も
つ
狭
義
の
（
本
来
的
な）

「
実
存」

の
方
が
個
体
と
し
て
の
「
わ
れ
」

の
自
覚
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う。

と
い
う
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

フ
ソ
サ
ー
ル
の
方
法
論
的
形
式
を
デ
ィ
ル
タ
イ
的
な
生
の
問
題
に
適
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。

な
妥
当
性
の
間
題
に
関
心
を
も
っ
て
お
り、

経
験
的
11

超
越
的
と
い
う
「
意
識」

の
次
元
の
区
別

は
、

そ
こ
か
ら
み
ち
び
か
れ
た
方
法
論
的
区
別
で
あ
っ
た。

と
こ
ろ
が
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
中
心
主
題
は
人
間
の
生
と
実
存
的
生
き
方
の

間

姐
で

あ
っ

た
。

こ
の
よ
う
な
主
題
に
対
し
て
果
し
て
フ
ソ
サ
ー
ル
の
方
法
が
適
合
性
を
も
つ
か
ど
う
か、

こ
こ
で
私
は、

次
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

当
時
フ
ノ
サ
ー
ル
が
悪
戦
苫
闘
し
つ
つ

あ
っ
た
問
題
は、

主
義
は
心
理
学
を
哲
学
に
と
っ
て
あ
っ
さ
り
熊
用
の
も
の
と
み
な
し
た
が、

よ
う
で
あ
る
。

現
象
学
を
新
カ
ソ
ト
主
義
か
ら
区
別
す
る
特
徴
と
し
て
は、

フ
ッ
サ
ー
ル
は、

事
態
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
い
と
い
う
こ
と
を、

ふ
つ
う
意
識
の
志
向
性
の
分
析
か
あ
げ
ら
れ
る
。

志
向
性
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
あ
た
り
ー
|‘
実
証
的
経
験
心
理
学
と
対
抗
す
る
形
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
|
ー
応]
理
学
的
分
析
に
重
き
を
お
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

む
ろ
ん
フ
ソ
サ
ー
ル
自
身
は
心
雌

主
義
の
克
服
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、

そ
の
点
だ
け
を
と
れ
は、

新
カ
ン
ト

と
い
う
点
に
つ
い
て、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

心
理
主
義
と
の
た
た
か
い
で
あ
っ

た。

新
カ
ン
ト

の
間
に
基
本
的
な
差
は
な
い
。

現
象
学
の
新
し
さ
は
む
し
ろ、

認
識
批
判
に

当
っ
て
心
理
主
義
と
論
理
主
義
を
分
離
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
自
党
し、

両
者
の
関
連
に
あ
く
ま
で
と
り
く
ん
で
行
っ

た
と
い
う
点
に
あ
る
。

―

つ
の
注
目
す
べ

ぎ
汎
通
的
な
平
行
関
係」

あ
る
い
は
「
相
互
転
化
と
対
応」

が
見
出
さ
れ
る

の
経
験
心
理
的
あ
り
方
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
路
と
し
な
い
か
き
り、

知
の
自
己
批
判
は
超
越
論
的
次
元
に
ま
で
至
り
え
な
い
、

む
し
ろ
現
象
学
の
歴
史
的
功
紹
が
あ
っ
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う。

そ
れ
か
や
が
て
フ
ラ
ソ
ス
実
存
哲
学
や
精
神
医
学
に
大
き
い
影
響
を
与

え
る
よ
う
に
な
っ
た
理
山
は、

現
象
学
的
分
析
と
い
う
新
し
い
や
り
方
か、

実
証
的
心
理
学
と
は
ち
か
っ
た
方
法
で
、

は
逆
に
「
ひ
と
」

の
方
が
超
個
人
的
な
「
わ
れ
わ
れ
性」

を
あ
ら
わ
し、

心
理
現
象
の

一

四

ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
場
合、

さと

す
る
手
段
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

経
験
を
こ
え
た
超
越
諭
的
t
観
性
の
主
張
そ
の
も
の
に
対
し
て
は、

彼
ら
は
む
し
ろ
懐
疑
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に、

い
わ
ゆ
る
「
ひ
と
」



よ
う
と
し
た
た
め 、

哲
学
・

思
想
論
集

わ
れ
わ
れ
は、

統
一
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い 。

を
含
ん
で
い
る 。

と
り
こ
ん
で
い
る 。

な
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー

は、

第
七
号

さ
ら
に
立
ち
い
っ
て
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る 。

た
だ
蔽
い
か
く
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い 。

（
無
自
覚
の
う
ち
に）

心
理
学
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
た
と
同
様
に 、

デ
ィ

ル
タ
イ
も
ま
亡 、

て
将
来
の
可
能
性
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た 。

彼
は、

人
間
の
生
の
根
底
に
は、

知
の
論
理
と
は
異
質
な、

生
の
全
人
格
的
忍
識
と
も
い
う
べ
き
一

種
の
心

認
識
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
と
き 、

彼
は
自
我
意
識
の
知
的
明
証
性
の
裏
面
に
吸
い
つ
い
て
離
れ
な
い
あ
る
陪
さ
を
感
じ
て
い
た 、

い
。

デ
ィ

ル
タ
イ
の
理
論
が
精
神
医
学
に
あ
る
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
そ
の
た
め
て
あ
る 。

す
る
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も 、

共
に
心
理
学
的
考
察
の
も
つ
重
要
性
を
感
じ
て
い
た
の
て
あ
る 。

の
区
別
が
果
し
て
い
た
理
論
的
役
割
を 、

存
在
的
11

存
在
論
的
と
い
う
形
式
的
規
定
に
よ
っ
て
果
す
と
同
時
に 、

デ
ィ

ル
タ
イ
の
「
生」

の
加
本
的
丈
質
を

ま
た
存
在
に
つ
い
て
の
「
了
解」

と
い
う
概
念
は、

じ
を
与
え
な
い
で
も
な
い

。

し
か
し
間
題
は、

果
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て 、

現
蒙
学
と
解
釈
学
の
間
に
あ
っ
た
迎
論
的
な
閥
か
判
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る 。

異
質
な
内
容
を
も
つ
二
つ
の
概
念
を 、

両
者
の
ど
ち
ら
を
も
應
味
し
う
る
没
然
た
る

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
こ
う
い
う
用
謳
法
は、

ル
タ
イ
流
に
よ
む
こ
と
も
で
ぎ
る
一

種
の
利
点
を
も
っ
て
い
る 。

し
た
が
っ
て 、

こ
こ
で
は、

フ
ッ

サ
ー

ル
に
お
け
る
「
意
識
の
経
験」

の
代
り
に 、

と 、

彼
の
間
題
提
起
そ
の
も
の
に
は

ち
が
っ
た
角
度
か
ら 、

一

万

し
か
し
彼

心
理
学
の
中
に 、

哲
学
に
と
っ

に
は
自
然
訃
学
的
な
「
認
識」

と
は
ち
が
っ
た
「
了
解」

と
い
う
新
し
い
心
惜
的
共
感
の

と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な

る
に
フ
ソ

ザ
ー

ル
と
デ
ィ

ル
ク
イ
は、

実
証
的
心
迎
学
を
批
判

」

f

の
「
了
仰

の
両
カ

に
お
き
か
え
た
と
い
う
だ
け
で
は、

両
者
の
提
起
し
た
間
隠
は
何
ひ
と
つ

そ
の
漠
然
と
し
た
あ
い
ま
い
さ
の
た
め
に 、

し
か
し
両
者
の
関
係
に
ひ
そ
む
間
均
点
は、

解
決
さ
れ
た
わ
け
て
も 、

究
明
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く 、

、
、

つ
ま
り 、

両
者
が
統
合
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
外
見
を
与
え
る
応
け
で 、

実
際
は
何
ひ
と
つ
統
合
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る 。

ハ
イ
デ
ガ
ー

が
学
間
論
と
人
間
論
を
統
合
し
よ
う
と
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は、

現
象
学
と
解
釈
学
の
よ
っ
て
立
つ
心
理
学
的
陥
盤
の
ち
が
い
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
わ
な
い
ま
ま 、

形
式
的
な
方
法
論
の
上
で
の
み
両
者
を
弧
引
に
結
び
つ
け

に
の
べ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
矛
眉
が
生
じ
た
の
で
あ
る 。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は、

現
象
学
と
解
釈
学
の
実
質
的
な
心
理
学
的
旭
盤
に
つ
い
て 、

フ
ノ

サ
ー

ル
現
象
学
と
テ
ィ

ル
タ
イ
解
釈
学
と
い
う
二
つ
の

フ
ゾ

サ
ー

ル
の
い
う
知
的
な
「
認
識」

「
現
存
在
の
存
在
了
解」

と
い
う
概
念
を
も
ち
出
し
た 。

ヽ

フ
ッ

サ
ー

ル

や
テ
ィ

ル
タ
イ
が
苦
心
し
て
い
た
よ
う
な
心
理
学
的
予
伽
考
察
は
一

切
ぬ
ぎ
に
し
て

、
、
、

理
学
的
論
理
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た 。

デ
ィ

ル
タ
イ
が

フ
ッ

サ
ー

ル
が

フ
ノ

ザ
ー

ル
流
に
よ，
む
こ
と
も
で
き
れ
ば 、

テ
ィ

立
場
か
み
ご
と
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感

の
作
用
と
テ
ィ

ル
タ
イ
の
い

は

あ
っ
た
と
考
え
る 。

フ
ソ

サ
ー

ル
の
経
験
的
11

紐
越
贔
的

に
両
者
を
結
び
つ
け
た 。

彼
は



「
体
験」

が
「
生」

え
る
。

こ
の
点、

界
の
実
在
性
は
、

も、
「
表
現」

に
ま
で
外
化
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
生
」

は
、

芸
術

の
内
面
化
の
方
向
を
示
す
の
に
対
し
て
、

た
な
の
で
あ
っ
て、

自
然
の
中
に
客
観
的
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

デ
ィ
ル
ク
イ
に
従
え
ば、

生
の
「
体
験」

の
中
心
に
あ
る
の
は
、

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
影
響
を
受
け
て、

宗
教、

芸
術、

「
休
験」

学
問

た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
人
間
に
関
す
る
諸
科
学
の
基
礎
学
を
目
指
し
て
い
た、

宗
教
な
ど
の
文
化
の
諸
体
系
と
し
て
「
表
現」

の
内
部
に
は
、

感
貨
・

表
蒙
．

感
情
·

衝
動
·

意
志
な
ど、

さ
ま
ざ
ま
の
心
的
作
用
の

と
疎
遠
な
物
体
的
存
在
者

V
o
r
h
a
n
cl
e
n
e
s

(
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こ
れ
ま
で
デ
ィ
ル
タ
イ
に
つ
い
て
あ
ま
り
説
明
し
な
か
っ
た
の
で、

こ
こ
で
少
し
解
釈
学
の
心
理
学
的
基
盤
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う。

解
釈
学
は
元
米、

言
語
学

と
文
献
学
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
反
省
か
ら
生
れ
た
学
間
で
あ
る
が、

テ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
を
拡
張
し
て
、

人
文
社
会
科
学
（
彼
の
い
う
精
神
科
学）

と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ソ
ボ
ル
ト
や、ゾ
ュ

ラ
イ

言
語、

法
な
と
の
文
化
の
産
物
を、

人
間
の
生
そ
の
も
の
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を、

彼
の
解
釈
学
の
目
標
と
し
た。

「
体
験」

E
rl
e
b
n
i

s
「
表
現」

A
u
s
cl
r
u
c
k
「
了
解」

V
er
st
h
e
n

の
三
つ
で
あ
る
。

宗
教
の
教
理
・

儀
礼
・

組
織
な
ど
の
根
底
に
深
い
宗
教
的
直
観
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
が、

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
の
文
化
的
産
物
に
つ
い
て
も
い

カ
ソ
ト
の
意
識
や
認
識
主
観
に
は
血
が
通
っ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、

単
な
る
思
考
活
動
の
主
体
と
し
て
の
認
識
主
観
の
代
り
に、

慮
志
・

表
依
・

感
情
等
の
す
べ
て
の
心
的
作
用
を
含
ん
だ
「
生」

的
色
彩
を
帯
び
て
体
験
さ
れ
る
。

構
造
連
関
が
見
出
さ
れ
る
が、

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

の
全
休
的
な
過
料
を
お
き
か
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
内
面
的
な
「
体
験」

で
あ
る
。

「
私
の
存
在
の
感
情」

で
あ
る
。

私
と
周
囲
の
人
間
や
事
物
の
間
に
は
、

「
生
の
交
渉」

が
成
立
し
て
い
る
。

環
境
的
事
物
は
単
な
る
客
観
的
対
象
で
は
な
く、

私
に
対
し
て
圧
迫
と
促
進、

欲
求
と
拘
束、

親
し
さ
と
疎
遠
さ、

と
い
っ

た
感
情

（
ハ

イ
テ
ガ
ー
の
い
う、

手
許
に
あ
る
道
具
的
存
在
者
N
u
h
a
n
d
e
n
e
s
 

ィ
ル
タ
イ
の
こ
う
い
う
考
え
方
の
影
響
で
あ
ろ
う。）
こ
の
よ
う
な
生
の

そ
の
中
心
を
成
し
て
い
る
の
は
、

諸
衝
動
と
諸
感
情
の
束
で
あ
る、

そ
う
い
う
体
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
れ
を、

そ
の
場
合、

彼
が
用
い
た
重
要
な
基
本
的
概
念
は
、

5

解
釈
学
と
現
象
学
の
心
理
学
的
基
盤
を
統
一

的
に
把
握
す
る
必
婆
性

に
ま
で

形

成
さ

れ

の
一

般
的
方
法
論

そ
れ
に

も

と
づ

い

て、

と
デ
ィ
ル
ク
イ
は
考
え
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
方
に
従
う
と、

外

「
現
象
性
の
命
題」

S
at
z
cl
e
r
 P
h
a
n
o
m
e
n
alit
at

と
い
う
言
築

で
あ
ら
わ
す。

こ
の
よ
う
な
内
面
的
体
験
の
構
造
連
関
の
氏
に
は
全
体
と
し
て
の
「
合
目
的
性
」

が
は
た
ら
い
て
い
る
。

合
目
的
性
は
、

生
の
内
的
連
関
の
存
在
の
し
か

「
表
現」

は
外
面
化
の
方
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

意
識
の
力
の
と
ど
か
な
い
生
の
探
い

内

奥
さ

え

シ
ュ

ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
諸

一

六

の
区
別
は、

デ



し
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

次
に 、

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う 。

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

J

れ
が
第
二
の
ポ
イ
ソ
ト

で
あ
る 。

科
学
に
範
を
と
っ
た
客
観
的
因
果
分
析
に
依
存
す
る
心
理
学
で
は
な
く

た
ら
ぎ
で
あ
る
か
ら 、

る 。

そ
し
て
「
了
解」
は 、
こ
の
よ
う
な
内
な
る
「
体
験」
と
外
に
向
う
「

表
現」
の
関
係
を
と
ら
え
る
生
の
第一一一
の
契
機
で
あ
る 。

そ
れ
は 、

外
的
な
も
の
を
内
的
な

も
の
に
帰
入
さ
せ
る
と
と
も
に 、

内
的
な
も
の
を
外
的
な
も
の
へ
と
移
入
す
る
の
で
あ
る 。

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
デ
ィ

ル
タ
イ
は 、

対
象
が
「
体
験」

、
、
、

え
ら
れ
る
場
に
つ
い
て
研
究
す
る
歴
史
学
の
二
つ
を
統
合
す
る
と
こ
ろ
に
桔
神
科
学
の
晶
本
的
な
力
法
を
見
出
す 。

「
体
験」

「
了
解」

う
単
純
な
体
験
の
上
に
築
か
れ
る
複
合
的
な
体
験
で
あ
る
と
し
て
て 、

哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
現
存
在
概
念
の
実
質
は
r

自
己
の
内
面
的
な

七

ッ
ト
ー
レ
よ、

訂

フ

i,

J
し

り

つ
ま
り
人
間
行
動
の
産
物
を
中
心
に
し
た
人
間
日
学
臣
っ

→

•

1

T
J
 

芸
祁

の
感
情」

を
重
視
し
て
い
る
点
で 、

テ
ィ

ル
タ
イ
の

、
、＂
ヽ

に
与
え
ら
れ
る
場
に
つ
い
て
研
究
す
る
心
理
学
と 、

対
象
か
「
表
現」

と
し
て
与

に
お
い
て
「
歴
史
学
的
分
析
と
心
理
学
的
分
析
を
結
合
す
る」
の
が 、

解
釈
学
の
基
本
課
題
と
な
る 。
こ
の
場
合
の
心
理
学
は 、

自
然

「
記
述
的
で
分
節
化
し
て
ゆ
く
zergliedernde
心
理
学」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い 。

以
上
の
紹
介
か
ら 、

デ
ィ

ル
タ
イ
の
考
え
方
の
大
体
の
輪
郭
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う 。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は 、

ま
ず 、

彼
か
心
理
学
的
考
察
の
重
要
性
を

認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

そ
の
場
合 、

デ
ィ

ル
タ
イ
は 、

生
の
内
面
的
休
験
の
中
核
を
成
す
要
素
と
し
て 、

感
情
や
衝
動
の
は
た
ら
き
を
重
祝
し
て
い
た 。

に
近
い
内
容
を
も
っ
て
い
る 。

第
三
に 、

デ
ィ

ル
タ
イ
が
休
験
の
「

表
現」

と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
た
主
題
は 、

神
話
・

宗
教
・

文
学

史
・

思
想
・

制
度 、

等
と
い
っ
た
文
化
現
象
で
あ
り 、

学
間
の
分
知
か
ら
い
え
は 、

人
文
叶
学
と
社
会
日
学 、

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
好
み
が
デ
ィ

ル
タ
イ
に
近
か
っ
た
こ
と
は 、

彼
の
後
期
の
哲
学
に
詩
や
芸
術
や
歴
史
な
ど
の
間
趙
か
好
ん
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て

『
存
在
と
時
間』
に
み
ら
れ
る
現
存
在
分
析
の
実
質
的
内
容
に
も 、

そ
う
い
う
傾
向
は
は
っ
き
り

み
ら
れ
る 。

フ
ッ

サ
ー

ル
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う 。

先
に
も
芦
っ
た
よ
う
に 、

彼
は 、

自
然
叶
学
に
範
を
と
っ
た
実
証
的
心
理
学
を
退
け
は
し
た
か 、

考
察
の
必
要
性
そ
の
も
の
は
よ
く
認
識
し
て
い
た 。
こ
の
点
で
は 、

彼
は
テ
ィ

ル
タ
イ
と
一
致
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る 。

し
い
手
法
に
よ
っ
て 、

実
証
的
心
理
学
の
や
り

方
と
は
ち
が
っ
た
現
象
学
的
心
理
学
の
方
法
を
確
立
し
た

た
だ
し
フ
ッ

サ
ー

ル
の
場
合 、

彼
が
意
識
作
用
（
す
な
わ
ち
心
理
作
用）

重
視
し
た
感
情
や
衝
動
の
間
題
は
騒
視
さ
れ
て
い
た 。
ポ
ー

ル
・
リ
ク
ー

ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て 、

心
理
学
的

さ
ら
に 、
士心
向
性
の
分
析
と
い
う
新

で
は 、

彼
は
テ
ィ

ル
タ
イ
よ
り

一
歩
を
進
め
て
い
た 、

^
Iq
 

-
＼―
 

そ
日＂

ー
乙

の
中
心
に
お
い
て
い
た
の
は
知
党
の
問
鵡
で
あ
っ
て 、

デ
ィ

ル
ク
イ
が

(29)
 

フ
ッ

サ
ー

ル
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る 。

覚
に
基、つ
い
て
対
象
を
客
観
と
し
て
と
ら
え
る
表
象
Vorste
llu
n
g

を
根
本
的
な
「
晶
礎
づ
け
る
体
験」
で
あ
る
と
み
な
し 、

感
情
的
体
験
や
音
芋心
的
休
験
は 、

そ
う
い

、
、
、
、
、

そ
れ
ら
を
「

基
礎
づ
け
ら
れ
た
体
験」
と
よ
ん
だ 。

し
か
し 、

人
間
の
実
践
的
生
活
を
直
接
に
反 歴

「
生」
の

「
了
解」
は
「
体
験」

と
「

表
現」

を
統一
す
る
は



学
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

晩
年
の

も
い
い
で
あ
ろ
う。

し
た
が
っ

て
、

そ
れ
は
と
も
か
く、

フ
ソ
サ
ー
ル
が
科
学
（
な
い
し
学
問
一

般

省
し
て
み
て
も、

そ
う
い
う
区
別
は
何
ら
出
て
こ
な
い
。

彼
が
知
覚
表
象
の
客
観
化
作
用
に
優
位
を
認
め
た
の
は
、

「
意
識」

と
い
う
言
菓
が
さ
し
あ
た
り
「
心
」

と
お
き
か
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、

ま
た
そ
う
い
う
意
識
が
世
界
の
事
物
に
志
向
的
に
か
か
わ
る
と

き
の
関
係
の
体
験
の
あ
り
方
に
つ
い
て
反
省
的
に
分
折
し
て
ゆ
く
こ
と
が
当
面
の
課
題
だ
と
す
る
な
ら、

知
覚
に
だ
け
特
別
の
優
位
性
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
論

的
根
拠
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

惑
情
や
意
志
も、

知
覚
と
全
く
同
じ
く
意
識
の
経
験
に
属
す
る
。

も
っ

と
も、

感
情
や
意
志
は
外
界
の
事
物
に
つ
い
て
の
知
糞
な
し
に

は
起
り
え
な
い
心
理
作
用
で
あ
る
と
い
う
な
ら、

そ
の
意
味
で
は
、

知
覚
は
基
礎
的
な
体
験
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

、
、
、
、
、

知
覚
の

志
向
作
用
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る、

わ
ち
感
覚
器
官
を
介
し
て
成
立
す
る
表
象）

は
、

音心
識
の
分
析
に
当
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
知
箕
に
基
本
的
優
位
を
認
め
た
の
は
、

い
ず
れ
に
せ
よ
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
や
フ
ソ
サ
ー
ル
が
苦
心
し
た
心
理
作
用
の
こ
の
よ
う
な
実
質
的
分
析
に
は
一

切
怠
味
を
認
め
ず、

彼
の
い
う
「
了
解」

は
経
験
心
理
学
と
は
全
く
無
関
係
な
現
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る（＞

こ
う
い
う
態
度
は
、

私
に
は
、

問
趙
を
没
然
た
る
抽
象
的
用
語
の
中
に
閉
じ
こ
め
て

経
験
的
実
証
性
を
軽
蔑
す
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
に
あ
り
か
ち
な
思
弁
趣
味
の
よ
う
に
思
え
る
。

わ
れ
わ
れ
の

考
え
で
は
逆
に
、

ィ
ル
タ
イ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の

試
み
た
よ
う
な
心
理
学
的
予
備
考
察
を
一

切
拒
否
し
無
視
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

先
に
言
っ

た
よ
う
に
、

彼
の
用
語
法
の
抽
象
的
あ
い
ま
い

さ
は
、

解
釈
学
と
現
象
学
を
統
一

し
た
か
の
よ
う
な
外
見
を
与
え
つ
つ
、

実
は
両
者
の
具
体
的
な
問
遅
点
を
蔽
い
か
く
す
役
を
果
し
て
い
る
。

は
、

哲
学
の
科
学
に
対
す
る
優
位
を
保
証
す
る
よ
り
も、

む
し
ろ、

哲
学
を
科
学
か
ら
孤
立
さ
せ、

哲
学
を
熊
力
に
す
る
役
を
果
す
だ
け
で
あ
ろ
う。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
知
覚
を
重
大
祝
し
た
直
接
の
理
由
は
、

彼
の
学
間
的
経
歴
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ヒ
ュ
レ
ー

エ
イ
ド
ス

ら
出
発
し
た
人
で
あ
る
。

数
や
図
形
の
認
識
は
、

知
覚
さ
れ
た
内
容
（
質
料）

に
お
い
て
、

数
や
図
形
の
本
質
（
形
相）

を
構
成
的
に
値
観
す
る
は
た
ら
き
だ
と
言
っ
て

い
る
。

人
文
科
学
の

特
異
性
に
つ
い
て
は
、

彼
は
あ
ま
り
配
慮
し
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
フ
ノ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、

人
文
科
学
は
、

方
法
諭
的
焔
礎
の
あ
い
ま
い
な
科
学

で
あ
り、

真
の
学
問
の

名
に
値
し
な
い

未
熟
な
学
問
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
言
う。

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
①

『
危
機
書
』

で
は
、

彼
は
カ
リ
レ
イ
の
数
学
的
物
理
学
を
も
っ
て
、

と
考
え
る
べ

き
理
由
は
何
も
な
い
。

は
何
の
役
割
も
果
し
て
い
な
い
が、

ヨ

ー
ロ
ソ
。ハ

科
学
の
方
向
を
決
定
し
た
も
の
と
み
て

ハ

イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
疑
間
は
、

彼
が
テ

し
か
し、

感
情
や
意
志
の

志
向
作
用
が

ま
た、

曲
玄
や
幻
覚
に
お
い
て
は
、

に
つ
い
て
考
え
た
場
合
に
は
、

主
と
し
て
数
学
的
方
法
に
も
と
づ
い
た
物
理
的
自
然
科

フ
ソ
サ
ー
ル
は
最
切、

数
学
の
研
究
か

ふ
つ
う
言
う
意
味
で
の
知
買
（
す
な

そ
れ
ら
も
何
ら
か
の
形
で
意
識
の
現
象
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
意
味
で

リ
ク
ー
ル
の
い
う
通
り
偏
見
で
あ
っ

た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う。

心
理
学
を

退

け
る

こ

と

「
一

種
の
論
理
主
義
的
先
入
見」

一

八

、
、

に
す
ぎ
な
し

レ
J



で
あ
る。

え
る
こ
と
に
し
て、

哲
学
・

思
想
論
集

第
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す
る
と、

そ
れ
ら
の
諸
学
の
内
部
に
も、

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て、

必
ず
し
も、

こ
れ
ま
で
に
も
の
べ
た
よ
う
に、

存
在
の
構
造
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た。

次
に、

こ
の
点
に
つ
い
て、

や
明
証
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

に
対
し
て、

感
情
や
衝
動
の
よ
う
な
心
理
作
用
の
場
合、

現
代
の
人
文
科
学
や
社
会
科
学
が、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
を
検
討
し
て
み
よ
う。

一

面
で
物
理
的
自
然
科
学
の
客
観
主
義
的
態
笈
か
ら
つ
よ
い
影
聾
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る。

い
わ
ゆ
る
「
物
迎
学
的
客
観
主
義」

を
批
判
し、

そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て、

べ
て
一

括
し
て
客
観
主
義
と
か
実
証
主
義
と
い
っ
た
言
い
方
で
し
り
ぞ
け
る
こ
と
は、

あ
ま
り
に
形
式
的
な
見
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

そ
の
点
は
後
に
あ
ら
た
め
て
考

さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
注
意
し
て
お
ぎ
た
い
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る。

経
験
的
主
観
と
そ
れ
を
こ
え
た
超
越
論
的
主
観
を
区
別
す
る
が、

こ
の
よ
う
な
区
別
は、

念
頭
に
お
い
た
場
合
に
要
請
さ
れ
て
く
る
考
え
方
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら、

こ
れ
ら
の

フ
ソ
サ
ー
ル
的
方
法
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
的
実
質
を
も
つ
現

フ
ソ
サ
ー
ル
は
意
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て、

知
的
推
雌
の
必
然
性
を
璽
視
す
る
論
即
学

し
か
し
く
わ
し
く
検
討

そ
れ
ら
を
す

心
理
的
次
元
に
見
出
さ
れ
る

物
迎
的
自
然
科
学
な
ど
を

で
は、

机
理
の
必
然
性
は、

経
験
的
主
観
の
心
理
的
休
験
の
相
対
性
を
こ
え
た

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

m
uss
e
n

と
い
う
迎
贔
的
な
衷
請

P
ost
ul
at

に

そ
う
い
う
超
越
論
的
立
場
か

経
験
か
ら
全
く
離
れ
て_

ー
実
現
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
）

こ
れ

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。

の
あ
り
方
に
即
し
て
経
験
的
次
元
と
起
越
論
的
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
か
果
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う

か。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
ろ
う。

感
情
や
衝
動
は、

通
常
の
意
味
で
は、

も
と
も
と
個
人
的
主
観
的
な
心
理
作
用
て
あ
っ
て、

以
上
で
解
釈
学
と
現
象
学
の
実
質
的
な
心
理
学
的
基
盤
に
つ
い
て
大
略
検
討
し
た
の
て、

次
に、

を、

学
問
論
の
基
礎
に
お
か
れ
る
べ
ぎ
人
間
の
存
在
の
し
か
た
と
し
て、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
は
っ
き
り
し
た
形
で、

学
問
論
の
基
礎
に
人
間
論
（
現
存
在
分
析）

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
現
存
在」

は、

（
た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば、

そ
れ
は

「
．

知
的
椎
雌
の
よ
う
な
必
当
然
性

ハ
イ
テ
カ
ー
か
こ
の
両
者
を
と
う
い
う
形
で
統
合
し
よ

う
と
し
た

か、

と
い
う
点
に
つ
い
て、

あ
ら
た
め
て
考
え
て
お
こ
う。

彼
の
仕
事
が
テ
ィ
ル
タ
イ
に
く
ら
べ
て
一

歩
を
巡
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
は、

現
存
在
（
生）

は
っ
き
り
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る。

デ
ィ
ル
タ
イ
で
は、

精
神
科
学
の
方
法
論
と
生
の
基
礎

的
構
造
に
つ
い
て
の
人
間
論
が、

問
題
領
域
と
し
て
は
っ
ぎ
り
区
別
さ
れ
な
い
ま
ま
論
じ
ら
れ
て
い
る
傾
向
か
つ
よ
い
。

こ
れ
は
当
時
の
諮
誡
批
判
か
学
問
論
を
中
心
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
影
響
で
あ
ろ
う
が、

哲
学
的
考
察
に
と
っ
て
根
本
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
は
む
し
ろ、

学
問
的
営
み
の
基
礎
に
あ
る
人
間
の
生
の
あ
り
方

を
お
い
た
こ
と
は、

重
要
な
一

歩
で
あ
っ
た。

右
に
の
べ
た
よ
う
な
現
象
学
と
解
釈
学
の
心
理
学
的
基
盤
の
ち
が
い
に
つ
い
て
一

切
検
討
し
な
い
ま
ま、

心
理
学
的
立
場
か
ら
検
討
し
て
み
る
と、

テ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生」

の
概
念
に
近
い
実
質
的
内

数
学

の
あ
り
方

た
だ
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は、
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の
被
投
的
投
企
と
い
う
考
え
方
は、

で
統
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か。

あ
り
方
は、
現
存
在
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
「
存
在
に
つ
い
て
の
了
解」
を
意
味
す
る。

て
了
解
し
つ
つ、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は、
現
存
在
の
基
本
的
構
造
を
「
世
界
内
存
在」
In,
 cler
 , Welt
 , sein
と
よ
ん
だ。
こ
の
場
合、
世
界
の
内
に
あ
る
In,
 seih
と
い
う

そ
れ
ら
に
配
慮
的
に
か
か
わ
る
と
い
う
態
度
で、
世
界
の
内
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る。

の
何
ら
か
の
漢
然
た
る
了
解
を
も
っ
て
い
る。
）
認
識
論
的
な
見
方
に
立
て
は、
こ
こ
で、
現
存
在
と
世
界
の
事
物
の
間
に
は、
意
識
と
対
象、
あ
る
い
は
主
観
と
客
観

の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が、
認
識
論
的
な
主
観
11
客
観
関
係
は、
実
は、
世
昇
の
内
に
あ
る
In'sein
と
い
う
現
存
在
の
存
在
の
し
か
た
に
基
づ
い
て
成
り

、
、
、
、

た
だ
し、
現
存
在
が
世
界
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は、

を
発
見
し、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
従
え
は、
現
存
在
は、
批
界
の
内
に
あ
る
こ
と
に
お
い
て

1
す
な
わ
ち
存
在
了
解
に
お
い
て
—
|ー
は
じ
め
て
世
界

い
わ
ば
そ
れ
を
構
成
し、
存
在
さ
せ
て
い
る
の
て
あ
る。
言
い
か
え
れ
ば、
現
存
在
に
よ
る
存
在
の
了
解
が
な
け
れ
ば、
世
界
の
存
在
は、

て、
そ
れ
と
し
て
見
出
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
テ
ガ
ー
の
考
え
方
は
伝
統
的
な
ト
ィ
ッ
観
念
論
の
系
譜
を
つ
ぐ
も
の
で
あ
り、
面
接
に
は
フ
ノ
サ
ー

ル
の
現
象
学
的
観
念
論
を
存
在
論
的
に
と
ら
え
直
し
た
も
の
と
い
う
べ
ぎ
て
あ
ろ
う。

彼
は
こ
こ
で
世
界
内
存
在
の
存
在
の
し
か
た
を、
時
間
性
に
即
し
て、

は、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
は
何
と
も
ぎ
ご
ち
な
い
訳
で
あ
る
が
し
か
た
が
な
い。

を
意
味
す
る。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
後
期
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
を
か
り
て
わ
か
り
や
す
く
苫
え
は、
世
界
に
住
み
つ
い
て
い
る
こ
と、
あ
る
い
は

て）
世
界
に
住
ま
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と、
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う。
被
投
性
と
は、
人
間
の
生
か
お
の
れ
の
意
志
に
よ
ら
ず、
根
源
的
に
受
動
的
な
も
の
と
し
て、
地
上

に
生
命
と
存
在
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る。
し
た
か
っ
て、
被
役
性
は
過
去
を
背
仇
い
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。
こ
れ
に
対
し
て
投
企
Ent
wurf

、
、
、

と
は、
世
界
に
向
っ
て、
能
動
的
に
か
か
わ
り
何
か
を
企
て
る、

と
い
う、
受
動
的
II
能
動
的
二
重
性
格
を
も
つ
の
が、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在
の

見
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い。

立
っ
て
い
る
二
次
的、
あ
る
い
は
表
層
的
な
関
係
に
す
ぎ
な
い。

容
を
も
っ
て
い
る。

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
い

圃
界
に
対
す
る）
存
在
了
解
の
し
か
た
で
あ
る。

で
は
ハ
イ
テ
ガ
ー
は、

い
わ
ゆ
る
被
投
的
投
企
Ge
wo
rfener
Ent
wurf
と
し
て
と
ら
え
る。

、
、

と
い
う
未
来
志
向
的
な
存
在
の
し
か
た
を
意
味
す
る。

「
被
投
的
投
企」
と

、
、
、
、
、
、
、

ま
ず
被
投
性
Ge
wo
rf‘enheit
と
は、
世
界
の
内
に
投
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

（
根
源
的
存
在
に
よ
っ

、
、

フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
の
址
礎
に
あ
っ
た
心
理
学
的
考
察
を
統
合
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と

つ
ま
り、
過
去
を
負
い
つ
つ
未
来
を
志
向
す
る

フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
を、
実
質
的
に
ど
う
い
う
形

つ
ま
り
現
存
在
（
人
間）
は、
さ
ま
ざ
ま
の
存
在
者
の
存
在
の
し
か
た
に
つ
い

日
常
の
常
識
が
考
え
て
い
る
よ
う
に、
単
に、
世
界
の
内
部
に―
つ
の
（
世
界
内
部
的）
存
在
者
と
し
て
発

（
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に、
存
在一
般
の
意
味
に
つ
い
て

四
〇

人
間
に
と
っ
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、
、
、

し
た
が
っ
て
「
気
分
」

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
感
情
的
色
彩
は
、

が
で
ぎ
る
。

ま
ず
「
投
企
」

と
い
う
考
え
方
は
、

岡
田
紀
子
氏
が
く
わ
し
く
分
析
し
て
い
る
よ
う
に、

、
、
、

(
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フ
ノ
サ
ー
ル
の
志
向
性
の
考
え
方
を
と
り
人
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
:·
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」

G
er
ic
ht
et'
s
ei
n
a
uf
 :·

と
い
う
現
存
在
の
能
動
的
な
存
在
了
陪
の
し
か
た
で
あ
り、

に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

世
界
の
内
に
見
出
さ
れ
る
さ
ま
さ
ま
の
存
在
者
は
、

の
た
め
に
」

の
相
の
下
に
現
わ
れ
て
く
る
。

心
理
学
的
に
い
え
ば、

私
の
手
許
に
あ
る
糾
し
み
深
い
道
具
的
存
在
者
か
ら、

私
の
存
在
了
解
に
と
っ
て
疎
追
な
物
体
的
存
在
者
ま
で
、

、
、
、
、
、

い
わ
ば
感
情
的
思
考
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
た
世
界
が
見
出
さ
れ
る
。

自
然
も
し
た
が
っ
て
、

物
理
的
な
客
観
的
存
在
で
は
な
く、

は
ら
ま
せ
る
風
と
し
て
…·
：
人
間
的
情
感
に
深
め
ら
れ
た
自
然
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。

和
辻
哲
郎
は
こ
こ
に、

ト
イ
ッ

浪
漫
派
の

評
し
て
い
03
5

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は、

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に、

テ
ィ
ル
タ
イ
か
生
の
合
目
的
性
を
届
本
に
し
て
、

環
境
的
事
物
と
の
間
に
成
り
立
つ

生
の
感
伯
的
交
渉

の
全
体
的
構
造
を
論
じ
た
見
方
を
と
り
入
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

『
存
在
と
時
間
』

の
叙
述
は、

形
式
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
い
る
た
め
、

被
投
的
投
企
に
つ
い
て
考
え
る
場
合、

投
企
の
側
面
を
重
祝
す
る
仙
向
が
な
い
て
は
な

ア
ン

ガ

ー
ジ
ュ

マ

ン

い
。

行

動

を
重
ん
じ、

志
向
性
を
世
界
に
向
う
行
動
の
あ
り
方
と
し
て
と
ら
え
た
サ
ル
ト
ル
は
、

そ
う
い
う
方
向
か
ら
ハ

イ
テ
ガ
ー
を
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
元
来
の
ね
ら
い
は、

状
態
性

B
e
fi
n
d
li
c
h
k
eit
(
情
態
性、

人
間
の
生
が
根
源
的
受
動
性
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
見
出
さ
れ
る
。

(
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心
境）

と
よ
ん
で
い
る
。

わ
れ
る
」

と
い
う
よ
う
な
受
動
的
経
験
で
あ
る
。

そ
れ
を
理
論
的
に
反
省
す
れ
は
、

b
e
fi
n
d
e
n

と
い
う
再
帰
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
の
で
、
「
状
態
性」

は、

自
分
の
お
か
れ
て
い
る
状
懇
に
反
省
的
に
気
づ
く
こ
と、

存
在
論
的
と
し
て
区
別
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う。

哲
学
・

思
想
論
集

む
し
ろ
被
投
性
の
側
面
に
あ
っ

た
。

世
界
の
事
物
か
全
体
と
し
て
目
的
論
的
連
関
の
相
の
下
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
に
は
、

ハ

イ
テ
ガ
ー
は
こ
こ
で
、

被
投
性
を、

存
在
的
に
は
気
分
Sti
m
m
u
n
g
、

存
在
論
的
に
は

「
状
態
性
」

と
い
う
言
葉
か
ら
は
一

応
ぬ
ぐ
い
と
ら
れ
て
い
る
。

覚
し
て
「
状
態
性」

の
反
省
的
認
識
に
至
る
と、

自
己
自
身
の
存
在
に
つ
い
て
の
現
存
在
の
自
己
了
解
の
底
に、

生
の
「
不
安」

四

ら
か
に
な
る
。

岡
田
紀
子
氏
は、

デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
・

ス
ム
と
ハ

イ
テ
ガ
ー
の
存
在
了
解
を
比
較
し
て
、

テ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
代
る
も
の
は、

ハ

イ
テ
ガ
ー
で
は
不
安

A
n
g
st

が
か
く
れ
て

い
る
こ
と
が
明

し
か
し
心
理
学
的
に
み
れ
は
、

気
分
も
状
態
性
も
感
情
に
屈
す
る
こ
と
に
は
何
の
変
り
も
な
い
。

被
投
性
を
自

、
、
、

「
気
分」

を
存
在
的、

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
。

そ
れ
は、

b
e
fi
n
d
e
n

は
「
見
出
す」

と
い
う
怠
味
て
あ
り、

b
e
 fin
d
 
li
e
 h

は
「
あ
る
場
所
に
居
る
」

「
気
分
」

は
能
動
的
な
感
情
で
は
な
く

' 

と
い
う
く
ら
い
の
意
味
に
な
ろ
う。

「
状
煎
性」

を

と
い
う
よ
う
な

意

味
で

あ
る

が、

「
状
態
性」

と
い
う
存
在
論
的
カ
テ
「一

リ
ー

「
…
…
の
気
分
に
お
ち
い
る
」

si
c
h
 

（
い
わ
ゆ
る
実
存
範
疇）

に
な
る
r

と

「
生
け
る
白
然
」

が
復
活
し
て
い
る
と

山
は
石
切
り
場
と
し
て
、

凪
は
帆
を

「
突
然
：··
：
の
気
分
に
お
そ

u
m···
will
e
n

と
い
う
目
的
論
的
連
関

フ

ッ

サ

I 

/レ

0) 

の
志
向
性
は
そ
の
中



お
し
ま
い
に
も
う
一

っ
‘

い
た
も
の
で
あ
る
。

し
て
、

る
。

サ
ル
ト
ル
は
、

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト
田

(
33)
 

と
死
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

不
安
は
、

世
界
内
存
在
と
い
う
意
味
に
お
け
る
自
己
の
存
在
の
端
的
な
経
験
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ハ

イ
デ
ガ
ー
は
心
理
学
を
一

切
担
否
す
る
の
で
、

、
、
、
、
、
、
、

論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
主
張
す
る
。

、
、

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ、

彼
の
現
存
在
分
析
の
心
理
学
的
塔
盤
が
感
情
の
分
析
に
あ
っ
た
と
い
う
実
質
の
方
を
重
祝
し
て
お
き

た
い
。

精
神
医
学
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

こ
の
点
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。

以
上
に
略
述
し
た
被
投
性
の
分
析
は
、

う
な
矛
盾
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

、
。
カ

の
本
来
の
仕
事
は
、

Mit
ふ
ei
n

を
あ
げ
た
の
に
対
し
て
、

し
か
し、

の
分
析
に
代
え
て
存
在
高
と
い
う
ワ
ク
組
み
を

、
、

不
安
と
は
生
の
感
情
に
外
な
ら
な
い

の

で

は

な
い

不
安
が
ふ
つ
う
感
情
に
分
類
さ
れ
る
心
理
作
用
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら、

心
理
学
的
に
み
れ
ば、

デ
ィ
ル
タ
イ
か、

生
の
内
面
的
体
験
の
根
瓜
に
「
私
の
存
在
の

作
用
の
中
心
に
感
情
と
衝
動
の
束
を
お
い
た
考
え
方
を
と
り
入
れ
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

内
容
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
近
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が、

彼
は
こ
こ
に
フ
ソ
サ
ー
ル
の
方
法
を
適
用
し、

感
情
に
存
在
的
11

存
在
論
的
と
い
う
形
式
的
区
別
を
立
て
た
。

し
か
し、

感
情
と
い
う
個
人
心
理
的
作
用
に
経
験
的
11

超
越
論
的
と
い
う
知
の
区
別
に
似
た
次
元
の
区
別
を
設
定
す
る
の
は
、

事
の
性
質
上、

熊
理
と
い

う

も
の

で

あ

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
現
存
在
の
存
在
論
的
カ
テ
コ
リ
ー
の
一

っ
と
し
て
「

共
同
存
在」

(
34)
 

の
間
の
呼
吸
の
合
っ
た
気
分
の
よ
う
な
も
の
に
す

ぎ
な
い

と

評
し
て
い
る
。

「
共
同
存
在」

を
「
世
界
内
存
在」

ヽ

の
存
在
論
的
（
論
理
的）

ハ

イ
デ
カ
ー
は
、

そ
う
い
う
共
同
存
在
の
存
在
的
11

経
験
的
（
気
分
的）

確
認
か
ら
出
発

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
＞
て
得
る、

と
考
え
て
い
る
。

こ
う
い
う
考
え
方
は
、

要
す
る
に、

ガ
ー
の
存
在
論
が
「

カ
ソ
ト
的
主
観
の
抽
象
性
」

を
受
け
つ
い
で
い
る
か
ら
だ、

と
サ
ル
ト
ル
は
批
判
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
の
立
場
か

「
わ
れ
」

で
あ
る
と
と
も
に
「

わ
れ
わ
れ
」

で
も
あ
る
抽
象
的
な
二
重
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が、

こ
の
次
元
の
区
別
は
、

明
確
な
理
論
的
根
拠
を
全
く
欠

ハ

イ
デ
ガ
ー
が
現
象
学
と
解
釈
学
の
実
質
的
な
心
理
的
届
盤
に
対
す
る
予
備
考
察
を
と
び
こ
え
て
形
式
的
に
両
者
を
結
ひ
つ
け
た
こ
と
が、

こ
の
よ

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
設
問
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
疑
問
を
の
べ
て
お
こ
う。

彼
が
従
来
の

設
定
し
た
こ
と
に
は
、

果
し
て
ど
れ
だ
け
の
理
論
的
意
義
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

彼
に
と
っ
て
は、

け
ら
れ
る
べ

ぎ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が、

哲
学
史
的
に
ふ
り
返
っ
て
み
た
場
合、

彼
の

答
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う。

彼
が
も
ち
出
し
た
存
在
論
の
ワ
ク
組
み
は
、

「
私
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
」

と
い
う
意
味
で
の

は
ど
れ
だ
け
受
け
入
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
事
実
か

か
つ
て
の
認
識
倫
に
代
る
よ
う
な
大
き
な
流
れ
を
何
ひ
と
つ

生
み
出
さ
な
か
っ
た
。

「
ス
ム
」

は
、

ハ

イ
テ
カ
ー
の
場
合、

サ

｝レ

卜

｝レ

ギ
リ
シ
ア
以
来
の
存
在
へ
の
間
い
に
向

し、

せ
は、

現
存
在
は
、

ハ

イ
デ

そ
れ
は
ボ
ー
ト
の
ク
ル
ー

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
の
実
質
的

を
見
出
し、

さ
ま
ざ
ま
の
心
的

そ
れ
は
心
理
作
用
で
は
な
く
存
在

さ
し
あ
た
り
不
安
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
。

四
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ì
 
,
.’

L

 

.
：
ン
I_
ノ

―
ヒ
)·
 

フ
ー：l
l

『
i--
1

災
と
物．＝
祈
潮
社 、
こ

パ
三
且
以
下 。

フ
ィ

ソ
ク
他
『
現
象
学
の
謀
加』
せ
り
か
甚 ．
い 、
し
几，
且
以
ド 。

彼
の
哲
学
を
み
る
場
合
に
は
存
在
論
は
屯
要
で
あ
っ

た
1つ
う
か 、

存
在
論
と
い
う
名
称
は
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の 、

そ
れ
は

存
在
論
は
ヘ
ー
ケ
ル
以
米
の
心
識
の
弁
�
法
の
氾
な
る
付
鉗
に
す
、き
な
い

．』、．． ．し）
オ
1-

）．

近
代
忍
晶
虚
の
址
本
図＇
入
を
成
す、
上
観
11

客
観
閃
係
に
対
比
て
き
る
よr)
な

) -、＿ ー
つ
こ。

JI
 

1
忍
す
5t
,l

I· ·:I-
．／ ．
トー．一＿

こ
と
を‘-

っ
ど
り

哲
学

ハ
イ
テ
カ
ー

側
人
の
自
伝
的
述
懐
と
し
て

ま
た
メ
ル
ロ

罪
論
的
に
み
て 、

彼
の
折
学
か
判
に
介
在
面
的
と
よ
は
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
然
付
は
見
当
ら
な
い e



34 
(

33

)
 

(

32

)
 

品tre
et
 le
 N
eant ,
 p .
 
3
0
3
ff.
 

(
松
浪
訳
『
在
存
と
無』

且 、

パ
五
頁
以
下 。
）

岡
田
紀
子
「
コ
ギ
ト
・

ス
ム
と
ハ
イ
デ
ガ
ー」

都
立
大
学
人
文
学
報 、

Sei
n
 LL
 N
 eit ,
 S .
 1
3
4.
 

へ へ

31 30 

和
辻
哲
郎
『
風
土』

岩
波
書
店 、

序
言 。

岡
田 、

前
掲
書 、

二ハ
一
頁 、

(
29)

リ
ク
ー

ル
「
意
志
に
関
す
る
現
象
学
の
方
法
と
課
姐」

(
28)
 

ヘ
27 26 

(

25

)
 

フ
ー
コ
ー 、

前
掲
書 、
1,11
11
八
頁
以
下 。

（
訊）

木
田
元
『
現
象
学』

岩
波
新
書 、

七
六
頁
以
下 、

九
五
頁
以
下 。

23 

H
usserlia
na
 V ,
 Idee
n
 ill ,
 S .
 1
4
0.
 

(
渡
辺
訳
『
イ
デ
ー
ン
』

I
i
l 、

み
す
す
書
房 、

川
原 、

前
掲
書 、

五
一
頁 。

Hei
de
g
ger ,
 Sei
n
 u
n
d
 Zeit ,
 S .
 6
1.
 

―
二
五
頁
以
下 。

H
usse
rlia
na
 J[ ,
 Idee
n
 I ,
 S .
 
5
7
 
ff.
 

(
渡
辺
訳 、

同
前 、

う
両
方
の
意
味
を
未
分
の
ま
ま
含
ん
で
い
る
が 、

重
点
は
後
者
に
あ
る 。

一
四
九
号 、

二
九
貞
以
下 。

一
四
頁 。
）で

は
「
自
然
的」
natu
rlic
h

と
い
う

形
容
は 、

実
践
的
と
理
論
的
と
い

『
イ
デ
ー
ソ
且』

に
な
る
と 、
「
自
然
的」

と
「
自
然
主
義
的」
n
ut
u
ralist1sc
h

と
い
う
区
別
が
用
い

ら
れ 、

後
者
は
自
然
科
学
的
意
味
に
お
け
る
理
論
的
意
味
に
限
定
さ
れ
て
く
る 。

（
渡
辺
二
郎
氏
の
訳
注 、

同
前 、

三
三
二
頁
(
l)

参
照 。
）

な
お 、

こ
の
間
迎
に
つ
い
て
『
イ

デ
ー
ソ
I』

と
後
期
の
『
危
機
書』
の
用
語
法
の
ち
が
い
を
指
摘
し
た
吉
沢
伝
三
郎
『
生
活
世
界
の
現
象
学』
サ
イ
ニ
ソ
ス
社 、

Heide
g
ger ,
 Se
m
 u
na
 Zeit ,
 S .
 
2
4
9.
 

ハ
イ
デ
ガ
ー

に
対
す
る
デ
ィ

ル
ク
イ
の
影
翌
に
つ
い
て
は 、

川
原 、

前
掲
書 、

く
こ
3.

1
4
6.
 

(
渡
辺
訳 、

三――
頁 。
）

Husse
rl1a
na

 

デ
ィ

ル
ク
イ
に
つ
い
て
は 、

三
木
清
「
デ
ィ

ル
タ
イ
の
解
釈
学」

一
七
五
頁 。

（
三
木
沿
全
集 、

第
二
巻 、
9い
波）

を
参
照 。

（
ポ
ソ
テ
ィ 、

フ
ィ

ン
ク
他
『
現
象
学
の
課
姐』

せ
り
か
書
房 、

(

22

)
 

和
辻
哲
郎
『
倫
理
学』

上
巻 、

岩
波
書
店 、

21 
(

20

)
 

(
19
 

(
18)

ジ
ャ
ン
ソ
ン
『
現
象
学
の
意
味』

せ
り
か
書
房 、

二
五
頁。

ヘ
17 

岡
田
紀
子
『
ハ
イ
デ
ガ
ー

研
究』

以
文
社 、
一
六
八
頁
に
よ
る 。

(
16)
 
フ
ィ

ュ
タ
『
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
存
在
論』

理
想
社 、

五
五
貞 ゜

深
層
心
理
の
現
象
学
ノ
ー
ト

①

―
二
五
頁
以
下 。
）
『
イ
デ
ー
ン
［』

一
四
0
頁 、
一
五
七
貞 。
）

―
-

0
貞
以
下
を
参
照 。

一
六
貞
以
下
を
参
照 。

四
四



A Note on the Phenomenology of Depth-psychology 

哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

Yasuo YuAsA 

This note is my tentative analysis of the relation bet ween phenomenology and depth・

psychology. vVhereas Husserl's phenomenology originally depends upon the clarity and 
apodictic necessity of the streams of ego・consciousness, depth-psychology denies both its 
clarity and apoclictic necessity. Therefore, their assumptions seem at first glance to contradict 
each oしher. But the psychiatrists often use the phenomenological method as a tool for their 
theoretical analysis, which can be applied to clinical facts. Here we should divide the 
·•method" of phenomenology from the "philosolph:-,1" of phenomenology. On this point, 1 
criticize the philosophers'biases referring mainly to l I usserl and I Icidegger 

四

五


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128



