
フ
ッ
サ
ー
〃
の
後
期
思
想
の
立
脚
点

と
し
て
の
『
第
一
哲
学
』

堀

栄
　
造

　
フ
ヅ
廿
ー
ル
の
一
九
一
九
－
二
〇
年
の
冬
学
期
の
『
哲
学
入
門
』
の
講
義
に

お
け
る
遣
、
つ
ま
り
「
実
証
的
諾
存
在
論
お
よ
び
普
遍
的
実
証
的
存
在
論
か
ら

出
発
し
て
絶
対
的
で
あ
ら
ゆ
る
相
対
性
を
克
服
す
る
存
在
論
と
し
て
の
趨
越
論

的
現
象
学
へ
至
る
遺
」
の
基
礎
と
な
る
省
察
の
思
想
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

の
フ
ラ
ィ
ブ
ル
ク
の
諾
研
究
お
よ
び
諾
講
義
の
手
引
き
」
と
呼
ん
で
い
る
。
｝
」

の
い
わ
ば
「
存
在
論
を
通
じ
て
の
道
」
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
（
一
九
一
六

－
三
八
年
）
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
思
想
を
貫
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
は
、

一
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
こ
の
遺
と
並
ん
で
盛
ん
に
探
究
さ
れ
た
「
実
証

科
学
の
批
判
を
介
」
て
の
道
」
と
と
も
に
、
「
非
デ
カ
、
ル
ト
的
道
」
と
み
な
し

う
る
も
の
で
あ
る
。
「
非
デ
カ
ル
ト
的
遣
」
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
に
先
立

っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
主
と
L
て
採
っ
て
い
た
「
デ
カ
ル
ト
的
道
」
の
欠
陥
の
克

服
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
の
あ
ら
ゆ
る
動
機
は
、
一
九
二
三
年

頃
か
ら
の
「
普
遍
的
現
象
学
的
心
理
学
の
道
」
に
お
い
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ

（
2
）

る
形
で
、
そ
の
後
の
進
展
を
み
る
こ
と
と
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
時
期

頃
に
、
イ
デ
ー
ソ
の
デ
カ
ル
ト
的
道
を
現
象
学
的
心
理
学
的
遣
へ
と
修
正
L
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

う
と
、
あ
る
い
は
解
釈
を
変
え
よ
う
と
す
る
、
と
べ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る
が
、

現
象
学
的
心
理
学
的
道
が
体
系
的
な
形
で
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
『
第

一
哲
学
』
（
一
九
二
三
－
二
四
年
の
冬
学
期
の
講
義
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
、
先
ず
以
て
デ
カ
ル
ト
的
道
か
ら
非
デ
カ
ル
ト
的
道
へ

の
転
換
点
と
し
て
の
『
第
一
哲
学
』
の
意
義
を
考
察
し
、
そ
れ
か
ら
転
換
を
迫

る
間
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
最
後
に
『
第
一
哲
学
』
で
採
ら
れ
た
非
デ
カ
ル

ト
的
道
と
し
て
の
新
た
た
遣
の
内
実
と
意
義
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
節
転
換
点
と
し
て
の

『
第
一
哲
学
』
の
意
義

　
一
九
二
三
－
二
四
年
の
冬
学
期
の
講
義
で
あ
る
『
第
一
哲
学
』
の
体
系
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

部
分
で
あ
る
第
二
部
「
現
象
学
的
還
元
の
理
論
」
に
つ
い
て
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

べ
は
、
『
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
フ
ッ
サ
i
ル
の
訣
別
』
と
い
う
論
文
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
部
は
…
…
授
業
時
間
毎
に
仕
上
げ
ら

れ
て
講
義
さ
れ
た
手
当
た
り
次
第
の
構
想
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
思
索
の
実
験
的
冒
険
の
遣
で
あ
り
、
…
…
そ
し
て
そ
の
結
末
は
も
と
よ
り
確

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
事
実
、
フ
ヅ
サ
ー
ル
が
始
め
に

企
図
し
て
い
た
の
と
は
全
く
別
の
と
こ
ろ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
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フ
ヅ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
射
程
全
体
に
お
い
て
よ
う
や
く
徐
々
に
理
解

さ
れ
た
・
」
の
試
み
の
逆
説
的
な
結
果
は
、
こ
の
道
お
よ
び
こ
の
基
礎
づ
け
が
全

く
通
行
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
結
局
『
危
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

書
』
と
い
う
後
期
著
作
に
お
い
て
は
全
く
別
の
遣
が
採
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
以
上
の
よ
う
な
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
の
所
見
が
、
こ
の
『
第
一
哲
学
』
の
時
期

の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
研
究
状
況
を
そ
の
ま
ま
物
語
っ
て
い
る
と
す
れ
ぼ
、
『
第
一

哲
学
』
と
い
う
こ
の
著
作
は
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
作
が
、

業
時
間
毎
に
仕
上
げ
ら
れ
て
講
義
さ
れ
た
手
当
た
り
次
第
の
構
想
と
い
う
性
格

を
有
す
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
こ
に
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
生
々
L
い
研
究
の
息
吹
が
感
じ

敢
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
L
、
こ
の
講
義
そ
の
も
の
が
思
索
の
実
験
的
冒
険
の
遭

で
あ
っ
て
結
末
が
そ
も
そ
も
未
定
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぼ
、
型
破
り
の
柔

歎
な
思
索
の
展
開
を
期
待
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
L
か
し
、
こ
の
道
お
よ
び
こ
の

基
礎
づ
け
が
全
く
通
行
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
、
お
そ
ら
く
『
第
一
哲
学
』
に
お
け
る
フ
ッ
サ

ー
ル
の
思
想
の
核
心
に
迫
る
大
き
な
間
題
で
あ
ろ
う
。
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
の
言

う
よ
う
に
『
第
一
哲
学
』
が
挫
折
の
書
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
存
在
意
義
は

ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
対
L
て
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
絶
え
ず
繰
り
返
し
新
た
に
「
無
前
提
的
に
」
始
め
、
そ
れ
ま
で
に
獲
得
さ

れ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
間
題
化
す
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

は
、
他
の
い
か
な
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
に
お
い
て
も
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
確
証

さ
れ
は
L
た
か
っ
た
…
・
・
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
殊
に
、
体
系
に
お
い
て
支
配
し

よ
う
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
「
事
象
」
に
徹
底
的
に
身
を
さ
ら
し
て
歩
み
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

げ
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
の
根
本
特
徴
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
は
、
こ
の
よ
う
に
『
第
一
哲
学
』
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル

の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
事
象
主
義
を
評
価
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
明
ら
か
に
た
る
ア
ポ
リ
ア
が
、
フ

ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
仕
事
を
こ
の
展
開
の
歩
み
の
う
ち
へ
と
正
当
に
組
み
入
れ

る
と
と
も
に
前
期
の
仕
事
と
結
び
付
け
る
こ
と
を
初
め
て
可
能
に
し
、
そ
の
結

果
・
」
の
点
か
ら
な
ぜ
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
書
』
と
い
う
後
期
著
作
に
お
い
て

新
た
な
遭
を
採
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
の
か
が
理
解
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
の
テ
キ
ス
ト
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
展
開
の
理

解
の
た
め
の
鍵
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
…
：
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
価
値
は
、
・
」

の
テ
キ
ス
ト
で
は
無
歴
史
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
、
そ
し
て
近
代
的

合
理
主
義
の
完
成
と
L
て
の
超
越
論
的
主
観
性
の
挫
折
が
、
い
わ
ぼ
読
者
の
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

前
で
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
は
、
『
第
一
哲
学
』
が
前
期
と
後
期
と

の
接
続
点
と
L
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
展
開
の
理
解
の
た
め
の
鍵
に
な
る

こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
無
歴
史
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
ズ

ム
と
L
て
の
、
そ
L
て
近
代
的
合
理
主
義
の
完
成
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性

の
挫
折
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
う
し
た
と
－
」
ろ
に
『
第
一
哲
学
』

の
意
義
を
認
め
て
い
る
。
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
は
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
形
而
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

学
が
い
わ
ぼ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
背
後
で
別
れ
を
告
げ
る
と
い
う
言
い
方
も
し
て
お

り
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
の
こ
の
論
文
の
表
題
「
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
フ
ッ
サ

ー
ル
の
訣
別
」
の
意
味
は
、
形
而
上
学
か
ら
の
訣
別
、
つ
ま
り
「
指
導
的
な
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

代
的
思
考
の
伝
統
か
ら
の
訣
別
」
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
の
主
張
す
る
「
伝
統
か
ら
の
訣
別
」
は
、
『
第
一
哲
学
』

に
お
け
る
経
験
概
念
の
解
釈
の
問
題
を
中
心
と
し
て
説
か
れ
る
。
ラ
ン
ト
グ
レ
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ー
べ
は
、
『
第
一
哲
学
』
の
テ
キ
ス
ト
を
踏
童
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
の
省
察
の
成
果
は
確
か
に
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
「
初
め
に
…
…
直
接
的
認
識
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
直
接
的
認
識
を
通
し
て
共
に
示
さ
れ
る
、
全
く
直
接
的
に
近
づ
き
え

て
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
白
身
直
接
的
た
認
識
の
領
野
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
肢
ら
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
直
接
性
は
、
必
当
然
的
な
仕
方
で
確
実
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

る
の
で
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
た
直
接
的
確
実
性
は
、
経
験
の
確
実
性
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

だ
か
ら
さ
ら
に
、
吟
味
は
「
必
当
然
的
直
接
性
に
お
い
て
、
つ
ま
り
絶
対
に
不

可
疑
た
経
験
の
所
与
性
に
お
い
て
存
立
す
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
の
超
越
論
的

　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

主
観
性
へ
」
導
く
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
・
」
の
よ
う
に
、
「
必
当
然
的
直
接
性
に
お
い
て
、
絶
対
に
不
可
疑
な
経
験
の

所
与
性
に
お
い
て
存
立
す
る
超
越
論
的
主
観
性
」
に
言
及
L
た
ラ
ン
ト
グ
レ
ー

べ
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
こ
の
場
合
、
「
経
験
」

と
い
う
言
葉
は
、
厳
密
に
文
字
通
り
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
そ
の
言

葉
は
、
イ
デ
ー
の
観
取
や
知
的
直
観
と
い
っ
た
、
従
来
の
概
念
の
意
味
に
誤
解

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
既
に
｝
」
こ
で
伝
統
的
形
而
上

学
と
の
い
か
な
る
訣
別
が
起
こ
っ
て
い
る
か
が
皆
知
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

無
制
約
的
た
必
然
性
お
よ
び
普
遍
性
を
有
す
る
洞
察
、
そ
れ
ゆ
え
「
永
遠
で
」

「
必
然
的
な
」
真
理
へ
の
洞
察
は
、
常
に
事
実
的
な
も
の
お
よ
び
・
」
の
意
味
で

偶
然
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
経
験
か
ら
は
決
L
て
汲
み
出
さ
れ
え
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
伝
統
的
形
而
上
学
の
基
礎
に
あ
る
前
提
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
伝
統
の
光
の
中
で
は
、
絶
対
的
で
、
必
当
然
性
を
保
証
す
る
経
験
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

う
た
も
の
は
、
木
製
の
鉄
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
。

　
し
た
が
っ
て
、
必
当
然
的
直
接
性
に
お
い
て
、
絶
対
に
不
可
疑
な
経
験
的
所

与
性
に
お
い
て
存
立
す
る
超
越
論
的
主
観
性
の
領
野
、
つ
ま
り
超
越
論
的
経
験

の
領
野
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
は
、
な
る
ほ
ど
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
の
言

う
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
形
而
上
学
的
思
考
を
地
盤
に
し
て
の
み
意
味
の
あ

る
実
証
主
義
た
い
し
経
験
主
義
と
合
理
主
義
と
の
二
者
択
一
の
背
後
に
遡
ろ
う

　
　
　
（
1
5
）

と
し
て
い
る
こ
と
の
証
示
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、
『
第
一
哲
学
』
に

お
げ
る
超
越
論
的
経
験
の
領
野
に
関
す
る
思
想
は
、
西
洋
哲
学
史
上
と
い
う
壮

大
た
ス
ケ
ー
ル
の
下
に
意
義
づ
げ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
目
下
の
と

こ
ろ
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
展
開
に
お
け
る
そ
の
意
義
が
間
題
で
あ
る
。

　
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
は
、
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
伝
統
と
の
訣
別
」
の
時

期
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
勿
諭
、
伝
統
と
の
こ
の

訣
別
は
、
こ
こ
で
初
め
て
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
訣
別
は
、
既
に
、
事

実
に
つ
い
て
の
学
と
し
て
の
形
而
上
学
と
い
う
、
以
前
（
一
九
〇
八
年
）
か
ら

終
始
一
貫
し
た
規
定
に
お
い
て
、
そ
し
て
こ
の
講
義
の
第
一
部
の
論
述
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
も
く
ろ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
L
、
体
系
的
に
具
体
的
に
論
述

さ
れ
た
の
は
、
『
第
一
哲
学
』
第
二
部
に
お
い
て
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
論
述
さ
れ
る
超
越
論
的
経
験
の
領
野
の
具
体

的
内
実
そ
の
も
の
が
、
デ
カ
ル
ト
的
道
に
お
い
て
は
空
虚
に
見
え
た
超
越
論
的

主
観
性
を
充
実
L
た
も
の
と
し
て
呈
示
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
一
」

そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
展
開
に
お
け
る
『
第
一
哲
学
』
の
意
義
が
、
つ

ま
り
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
前
期
か
ら
後
期
へ
か
け
て
の
接

続
点
と
L
て
の
意
義
が
、
見
出
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
第
一
哲

学
』
は
、
新
た
な
道
へ
の
転
換
点
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
頃
か
ら
自
覚
さ
れ
て

実
際
に
辿
ら
れ
始
め
た
非
デ
カ
ル
ト
的
道
の
暫
定
的
な
結
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
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そ
れ
は
、
『
第
一
哲
学
』
に
先
立
つ
数
年
問
に
歩
ま
れ
た
、
実
証
科
学
の
批
判

を
介
し
て
の
遣
や
存
在
論
を
介
し
て
の
道
に
お
げ
る
研
究
の
進
展
の
成
果
と
み

な
L
う
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
転
換
を
迫
る
間
題
点

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
『
第
一
哲
学
』
の
存
在
意
義
は
、
フ
ッ
サ
i
ル
の
現

象
学
の
展
開
の
転
換
点
た
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
核
心
を
成
す

も
の
は
、
超
越
論
的
経
験
の
領
野
に
関
す
る
思
想
で
あ
っ
た
。
－
」
の
よ
う
な
実

り
豊
か
な
収
穫
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
体
ラ
ソ
ト
グ
レ
i
べ
は
い
か
な

る
意
味
で
『
第
一
哲
学
』
を
挫
折
の
書
と
み
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対

し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
の
最
初
の
主
導
理

念
と
は
異
た
る
も
の
が
獲
得
さ
れ
る
結
果
と
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ

ソ
ト
グ
レ
i
べ
に
よ
れ
ば
、
第
一
哲
学
は
そ
れ
自
身
を
絶
対
的
な
始
ま
り
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

絶
対
的
に
基
礎
づ
け
る
普
遍
的
な
学
で
あ
り
、
必
当
然
的
な
基
礎
づ
げ
と
い
う

（
姻
）

目
標
を
有
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
主
導
理
念
に
反
し
て
全

く
別
の
結
末
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
た
始
ま
り
を
求
め
、
そ

こ
か
ら
絶
対
的
に
基
礎
づ
げ
る
と
い
う
主
導
理
念
一
」
そ
、
デ
カ
ル
ト
的
道
を
特

質
づ
げ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
第
一
哲
学
』
に
お
い
て
当
初
企
図
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
『
第
一
哲
学
』
に
お
け
る
究
極
的
な
基
礎
づ
け
の

次
元
は
、
先
行
す
る
ア
曲
プ
リ
オ
リ
た
妥
当
性
の
次
元
で
は
な
く
、
絶
対
的
な

　
　
　
（
1
9
）

経
験
の
次
元
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
的
な
経
験
の
次
元
つ
ま
り
超
越
論
的
経

験
の
次
元
を
、
究
極
的
な
基
礎
づ
げ
の
次
元
と
な
し
て
、
必
当
然
的
基
礎
づ
げ

と
い
う
主
導
理
念
が
背
景
に
退
い
て
ゆ
く
と
｝
」
ろ
に
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
必
当
然
性
に
関
す
る
ア
ポ
リ
ア
」
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
L
か
し
、

ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
そ
の
固
有
の
意

図
に
お
い
て
挫
折
し
た
『
第
一
哲
学
』
の
こ
の
企
図
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
挫
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
！
）

に
お
い
て
決
し
て
終
わ
り
な
の
で
は
な
く
む
し
ろ
始
ま
り
で
あ
る
、
と
。

　
た
と
え
必
当
然
的
な
基
礎
づ
け
と
い
う
当
初
の
目
標
は
挫
折
し
た
に
せ
よ
、

当
初
の
企
図
か
ら
し
て
意
想
外
な
収
穫
に
見
る
べ
ぎ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

ま
さ
に
そ
れ
は
さ
ら
た
る
展
開
へ
向
げ
て
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
思
索
の
実
験
的
冒
険
の
生
々
し
い
息
吹
と
柔
軟
な
思
索
の
展
開
を
期

待
し
て
、
『
第
一
哲
学
』
第
二
部
の
体
系
的
部
分
の
考
察
へ
と
分
け
入
っ
て
ゆ

｝
」
う
。

　
第
二
部
の
第
二
篇
は
「
内
世
界
的
経
験
の
批
判
。
超
越
論
的
還
元
へ
の
第
一

の
道
。
し
で
あ
り
、
第
三
篇
は
「
現
象
学
的
還
元
の
現
象
学
に
つ
い
て
。
超
越
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

的
還
元
へ
の
第
二
の
遺
の
開
示
。
」
で
あ
る
。
－
」
う
し
た
論
述
展
開
上
の
構
成
に

お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
的
道
と
し
て
の
第
一
の
道
か
ら
非
デ
カ
ル
ト
的
遣
と
し
て

の
第
二
の
遺
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ラ
ソ
ト
グ

レ
i
べ
的
に
言
え
ぼ
「
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
訣
別
」
の
徹
底
化
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
の
言
う
「
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
訣

別
」
は
、
先
ず
以
て
「
指
導
的
な
近
代
的
思
考
の
伝
統
か
ら
の
訣
別
」
を
意
味

し
た
が
、
そ
れ
を
徹
底
化
す
れ
ぱ
、
「
近
代
的
思
考
の
伝
統
を
模
し
た
フ
ッ
サ

i
ル
の
デ
カ
ル
ト
的
遺
か
ら
の
訣
別
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
L
た

が
っ
て
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
の
言
う
「
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
訣
別
」
は
二
重

の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
第
一
の
意
味
で
の
「
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら

の
訣
別
」
は
、
デ
カ
ル
ト
的
た
形
而
上
学
的
思
考
か
ら
の
訣
別
で
あ
り
、
第
二

の
意
味
で
の
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
歩
ん
だ
デ
カ
ル
ト
的
道
か
ら
の
訣

別
で
あ
る
。
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デ
カ
ル
ト
的
な
形
而
上
学
的
思
考
か
ら
の
訣
別
に
つ
い
て
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
i

べ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
我
1
あ
り
」

と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
な
「
必
当
然
的
」
明
証
を
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
す
べ

て
の
内
容
と
と
も
に
絶
対
的
経
験
と
し
て
、
し
か
も
経
験
の
全
領
域
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
本
的
に
見
れ
ば
既
に
デ
カ
ル
ト
的
な
基
礎
づ
げ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

道
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
訣
別
が
徹
底
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自

身
の
歩
ん
だ
デ
カ
ル
ト
的
道
か
ら
の
訣
別
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
訣
別
に
つ
い
て
、

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
考
察
は
、

我
ー
あ
り
と
い
う
絶
対
的
た
存
在
領
域
が
ど
の
程
度
ま
で
超
越
論
的
経
験
と
い

う
自
已
完
結
し
た
領
野
と
み
な
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
る
。

こ
の
間
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
現
象
学
へ
の
第
一
の
「
デ
カ
ル
ト
的
道
」
は

十
分
で
は
た
い
。
そ
の
遭
は
、
内
世
界
的
経
験
の
批
判
お
よ
び
世
界
の
存
在
へ

の
信
懸
の
転
覆
．
〔
c
冒
段
昌
凸
を
経
て
我
1
あ
り
と
い
う
抹
消
不
可
能
た
明
証

へ
と
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
求
め
ら
れ
た
絶
対
的
基
礎
づ
け
の
次
元
へ
の
ま
だ

全
く
空
虚
な
も
の
に
と
ど
ま
る
指
示
を
取
り
次
ぐ
に
す
ぎ
な
い
。
－
」
の
一
切
の

転
覆
を
以
て
何
が
転
覆
さ
れ
た
の
か
、
そ
L
て
・
」
の
明
証
を
以
て
何
が
た
お
残

存
す
る
の
か
、
つ
ま
り
抹
消
不
可
能
た
自
我
と
L
て
の
私
自
身
の
こ
の
瞬
問
的

で
全
く
点
的
な
確
実
性
が
、
そ
れ
を
以
て
「
超
越
論
的
経
験
領
野
」
が
開
示
さ

れ
る
確
実
な
諸
明
証
を
ど
の
よ
う
に
し
て
さ
ら
に
同
じ
仕
方
で
自
ら
の
う
ち
に

含
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
道
か
ら
は
看
取
さ
れ
え
な
い
の
で
あ

（
2
4
）

る
、
と
。

　
一
」
の
よ
う
に
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身

の
歩
ん
だ
「
デ
ヵ
ル
ト
的
道
か
ら
の
訣
別
」
は
、
『
危
機
書
』
に
お
け
る
フ
ッ

サ
ー
ル
自
身
に
よ
る
自
已
批
判
な
ど
か
ら
も
傍
証
し
う
る
が
、
『
第
一
哲
学
』

の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
、
こ
の
訣
別
に
関
L
て
注
目
す
べ
き
箇
所

を
見
出
し
う
る
。
そ
れ
は
、
内
世
界
的
批
判
と
い
う
形
で
デ
カ
ル
ト
的
道
を
歩

む
第
二
篇
の
終
結
部
辺
り
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
超
越
論
的
主
観
性
、

っ
ま
り
我
－
思
う
は
た
だ
ち
に
絶
対
に
疑
い
な
い
存
在
と
し
て
明
ら
か
に
た
る

と
言
っ
た
。
経
験
的
世
界
の
非
存
在
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
デ
カ
ル
ト
が
好
ん

で
用
い
る
よ
う
な
疑
わ
し
さ
の
可
能
性
と
は
対
照
的
に
、
絶
対
に
私
に
と
っ
て

疑
い
え
た
い
も
の
と
L
て
の
我
－
思
う
が
際
立
っ
て
見
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

私
は
意
図
的
に
、
目
下
の
叙
述
に
お
け
る
超
越
論
的
還
元
の
方
法
を
、
超
越
論

的
白
已
認
識
の
必
当
然
的
妥
当
性
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
た
。
私
は
今
や
、
こ

の
超
越
論
的
還
元
な
い
L
現
象
学
的
還
元
を
、
そ
れ
と
結
び
付
く
必
当
然
的
還

元
か
ら
区
別
す
る
。
後
者
は
、
現
象
学
的
還
元
を
介
し
て
初
め
て
可
能
と
さ
れ

る
課
題
を
言
い
表
し
て
い
る
。
私
が
必
当
然
的
還
元
を
行
使
す
る
前
に
、
私
は
、

批
判
の
領
野
、
こ
の
場
合
経
験
の
領
野
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
こ
の

経
験
の
領
野
つ
ま
り
超
越
論
的
自
己
経
験
の
領
野
を
、
超
越
論
的
還
元
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
路
）

方
法
の
お
か
げ
で
初
め
て
も
つ
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
箇
所
で
重
要
な
｝
」
と
は
、

超
越
論
的
還
元
の
方
法
が
超
越
論
的
自
已
認
識
の
必
当
然
的
妥
当
性
の
間
題
か

ら
切
り
離
さ
れ
、
し
か
も
必
当
然
的
還
元
は
超
越
論
的
還
元
に
従
属
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
『
第
一
哲
学
』
の
当
初
の
主
導
理
念
で
あ
る
は
ず
の
、
「
必
当

然
的
に
妥
当
す
る
絶
対
的
始
ま
り
か
ら
の
必
当
然
的
基
礎
づ
げ
」
は
、
そ
の
当

初
の
主
導
理
念
を
遂
行
す
べ
き
デ
ヵ
ル
ト
的
道
が
歩
ま
れ
た
あ
げ
く
の
果
て
に
、

形
骸
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
も
は
や
、
必
当
然
的
還
元

は
、
超
越
論
的
還
元
を
介
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
従
属
的
な
も
の
と
な
り
、
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超
越
論
的
自
已
認
識
の
必
当
然
的
妥
当
性
の
間
題
は
傍
ら
へ
押
し
や
ら
れ
、
専

ら
趨
越
論
的
経
験
o
領
野
を
獲
得
す
る
た
め
の
超
越
論
的
還
元
の
間
題
が
主
要

な
も
の
と
な
る
。
超
越
論
的
遺
元
が
主
要
な
問
題
と
な
っ
た
今
で
は
、
従
来
の

現
象
学
的
還
元
の
方
法
は
変
更
を
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
象
学
的
還
元
の
方
法

の
可
能
た
変
更
の
問
題
も
ま
た
、
超
越
論
的
主
観
性
の
意
味
の
解
明
に
寄
与
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

る
も
の
と
L
て
と
め
ど
な
く
湧
き
起
ト
」
っ
て
く
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
必
当

然
的
に
妥
当
す
る
も
の
か
ら
始
め
て
必
当
然
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
目
指
す

デ
カ
ル
ト
的
遣
を
歩
み
抜
い
た
と
こ
ろ
に
見
え
て
き
た
・
」
と
は
、
絶
対
的
明
証

と
し
て
の
我
－
思
う
の
趨
越
論
的
内
実
を
開
示
L
た
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
と
い
う
こ

と
、
し
か
し
、
超
越
論
的
領
野
の
開
示
は
、
絶
対
的
明
証
と
し
て
の
我
－
思
う

に
至
る
ま
で
の
必
当
然
的
批
判
の
や
り
方
で
は
行
わ
れ
え
た
い
と
い
う
－
」
と
、

そ
れ
ゆ
え
、
必
当
然
的
基
礎
づ
げ
と
い
う
従
来
の
目
標
は
背
後
へ
退
く
と
と
も

に
、
超
越
論
的
経
験
の
獲
得
が
主
要
な
目
標
と
し
て
新
た
に
立
て
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
従
来
の
現
象
学
的
還
元
も
変
更
を
迫
ら
れ
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
第
二
篇
「
内
世
界
的
経
験
の
批
判
。
超
越
諭
的
遼
元
へ
の
第
一

の
道
。
」
は
幕
を
閉
じ
、
い
よ
い
よ
新
た
な
意
味
で
の
現
象
学
的
還
元
を
論
述
す

る
第
三
篇
「
現
象
学
的
還
元
の
現
象
学
に
つ
い
て
。
超
越
論
的
還
元
へ
の
第
二

の
道
の
開
示
。
し
へ
と
舞
台
は
移
る
わ
け
で
あ
る
が
、
｝
」
の
よ
う
な
遣
筋
は
、
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

に
第
一
篇
「
哲
学
の
必
当
然
的
始
ま
り
に
つ
い
て
の
予
備
省
察
」
で
、
フ
ッ
サ

ー
ル
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
吟
味
は
必
当
然

的
直
接
性
に
お
い
て
、
つ
ま
り
絶
対
に
不
可
疑
な
経
験
の
所
与
性
に
お
い
て
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

立
す
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
へ
導
く
、
と
。
L
か
し
、
趨

越
論
貯
主
観
性
へ
と
導
く
の
は
、
デ
カ
ル
ト
的
道
で
は
な
く
、
新
た
な
超
越
論

的
還
元
を
手
法
と
す
る
新
た
な
遣
で
あ
る
。
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
の
主
張
の
よ
う

に
、
デ
カ
ル
ト
的
道
は
、
絶
対
的
基
礎
づ
げ
の
次
元
つ
ま
り
超
越
論
的
経
験
の

領
野
へ
の
空
虚
な
指
示
を
取
り
次
ぐ
だ
け
で
、
超
越
論
的
経
験
の
領
野
を
開
示

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
決
定
的
に
言
え
ば
、
『
第
一
哲
学
』

に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
的
道
は
、
省
察
者
が
既
に
超
越
論
的
立
場
に
立
っ
て
内
世

界
的
自
然
的
立
場
を
批
判
し
、
自
然
的
立
場
と
は
区
別
さ
れ
る
自
ら
の
立
場
へ

の
移
行
の
必
然
性
を
説
く
と
い
う
｝
」
と
に
す
ぎ
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
的
道
は
、
そ
も
そ
も
内
世
界
的
経
験
を
批
判
し
、
世
界
へ
の
存
在

信
懸
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
1
あ
り
と
い
う
抹
消
不
可
能
な
明
証

へ
と
導
く
と
い
う
路
線
を
歩
む
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
省
察
老
が
内
世
界
的

経
験
を
批
判
し
う
る
立
場
に
立
つ
こ
と
自
体
、
既
に
省
察
者
が
超
越
論
的
立
場

に
立
っ
て
い
る
｝
」
と
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
篇
の
随
所
に
見
出
し
う
る
。

例
え
ぱ
第
二
篇
の
あ
る
箇
所
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
今
や
明
瞭
に
な
る
こ
と
だ
が
、
私
は
省
察
を
開
始
す
る
哲
学
老
と

し
て
内
世
界
的
経
験
の
普
遍
的
批
判
を
遂
行
し
よ
う
と
す
れ
ぼ
、
私
は
・
」
の
事

を
、
私
が
現
実
的
な
あ
る
い
は
凌
た
実
在
的
に
可
能
に
す
ぎ
ぬ
（
つ
ま
り
通
常

の
経
験
的
意
味
に
お
い
て
可
能
な
）
人
間
の
現
存
在
を
前
提
す
る
交
流
的
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

に
お
い
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
内
世
界
的
経
験
の
普

遍
的
批
判
の
遂
行
者
と
し
て
の
省
察
者
が
、
人
問
の
現
存
在
を
前
提
す
る
自
然

的
立
場
に
立
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
超
越
論
的
立
場
に
立
た

ね
ぼ
な
ら
た
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
世
界
的
自
已
経
験

に
お
い
て
根
源
的
に
知
覚
に
即
し
て
与
え
ら
れ
る
私
の
人
間
的
現
存
在
と
、
超
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越
論
的
自
已
経
験
に
お
い
て
、
つ
ま
り
紘
粋
な
反
省
の
か
の
白
己
知
覚
に
お
い

て
私
に
根
源
的
に
与
え
ら
れ
る
私
の
超
越
論
的
存
在
と
は
区
別
さ
れ
う
る
L
、

し
か
も
私
は
開
始
す
る
哲
学
者
と
し
て
区
別
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
た
い
と
い
う
こ

　
（
3
0
）

と
…
…
、
と
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
自
然
的
態
度
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
人
問

的
現
存
在
と
、
超
越
論
的
態
度
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
超
越
論
的
存
在
を
区
別

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
省
察
者
が
超
越
論
的
立
場
に
立
て
ぼ
、
自
然
的
態
度
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
単
な
る
仮
象
と
な
る
。
そ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
我
々
は
な
お
、
内
世
界
的
経
験
の
う

ち
に
、
そ
し
て
一
致
的
に
確
証
し
て
ゆ
く
知
覚
信
魑
の
う
ち
に
生
き
、
そ
の
知

覚
信
懸
に
対
し
て
確
認
し
つ
つ
目
を
向
け
る
け
れ
ど
も
、
我
々
ぼ
や
は
り
、
こ

の
紛
れ
も
な
く
知
覚
さ
れ
た
世
界
は
単
な
る
仮
象
で
あ
り
う
る
L
、
自
明
の
こ

と
だ
が
、
常
時
｝
」
の
紛
れ
も
な
く
知
覚
さ
れ
た
世
界
の
う
ち
に
イ
デ
ー
と
L
て

蔵
さ
れ
た
そ
れ
白
体
真
な
る
世
界
の
単
な
る
現
出
で
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
と

い
う
可
能
性
を
洞
察
L
う
る
。
勿
諭
、
特
殊
な
種
類
の
仮
象
つ
ま
り
超
越
論
的

仮
象
が
、
こ
の
場
合
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
仮
象
つ
ま
り
通
常
の
意
味
で
の
仮
象
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ら
区
別
さ
れ
て
問
題
に
な
る
、
と
。
一
」
の
よ
う
に
自
然
的
態
度
に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
る
も
の
が
超
越
論
的
仮
象
で
あ
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
妥
当
は
覆
さ
れ
ね
ぱ

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
た
わ

ち
、
杜
界
存
在
は
根
源
的
に
は
徹
底
し
て
非
妥
当
で
あ
り
、
本
質
か
ら
見
て
も

存
在
か
ら
見
て
も
妥
当
た
も
の
へ
と
変
換
さ
れ
え
た
い
経
験
に
お
い
て
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
絶
え
ず
世
界
の
非
存
在
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
。

「
世
界
は
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
お
よ
び
こ
こ
で
呈
示
さ
れ
う
る
特
殊
な
諾

経
験
命
題
の
総
体
は
、
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
世

界
の
現
存
在
お
よ
び
世
界
が
含
む
一
切
の
も
の
も
ま
た
、
普
遍
的
た
転
覆
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ち
に
含
ま
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
、
と
。
｝
」
の
よ
う
に
、
内
世
界
的
批
判
の
目
標
は

世
界
の
普
遍
的
な
転
覆
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、

批
判
の
成
果
は
内
世
界
的
た
経
験
お
よ
び
経
験
の
認
識
と
し
て
の
世
界
認
識
の

　
　
　
　
（
3
3
）

遮
断
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
批
判
は
、
世
界
認
識
の
遮
断
に
よ
っ
て
そ

の
残
余
と
し
て
の
我
－
あ
り
と
い
う
明
証
、
つ
ま
り
超
越
論
的
白
我
へ
導
一
」
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
批
判
の
残
余
と
L
て
の
趨
越
論
的
自
己
経
験
の

領
野
へ
と
取
り
次
ぐ
空
虚
な
指
示
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
フ
ヅ
サ
ー
ル
自
身

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
勿
論
、
そ
の
超
越
論
的
自
已
を
伴
う

超
越
論
的
自
已
経
験
を
残
す
こ
と
は
、
断
じ
て
性
界
の
必
当
然
的
批
判
の
必
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狙
）

然
的
残
余
以
外
の
何
も
の
を
も
意
味
し
た
か
っ
た
、
と
。
こ
う
し
て
、
デ
カ
ル

ト
的
道
は
、
超
越
論
的
自
己
経
験
を
、
必
当
然
的
批
判
の
必
当
然
的
残
余
と
し

て
空
虚
た
ま
ま
指
示
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
的
道
の
間
題
点
を
克
服
す
べ
く
、
第
三

篇
に
入
る
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
領
野
の
開
示
へ
向
げ
て
、
非
デ
カ

ル
ト
的
道
と
L
て
の
第
二
の
道
へ
と
急
蓬
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
新
た
た
第
二
の
道

　
デ
カ
ル
ト
的
道
か
ら
非
デ
カ
ル
ト
的
道
へ
の
転
換
は
、
ま
さ
に
急
蓬
な
さ
れ

た
と
い
う
観
を
呈
し
て
お
り
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
も
、
第
三
篇
に
お
げ
る
第
二

の
遺
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
新
た
な
第
二
の

道
で
は
、
世
界
信
懸
を
遮
断
し
た
、
先
の
「
デ
カ
ル
ト
的
道
」
を
度
外
視
し
て
、

個
々
の
作
用
様
式
に
つ
い
て
の
還
元
の
遂
行
が
例
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
個
々
の

作
用
様
式
か
ら
出
発
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
超
越
論
的
経
験
領
野
全
体
が
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

示
さ
れ
う
る
の
か
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

83　フッサールの後期思想の立脚点としてのr第一哲学』



　
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
も
言
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
的
道
を
度
外
視
L
た
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
超
越
論
的
経
験
領
野
を
目
指
L
て
専
ら
現
象
学
的
遺
元
の
間
題
に
取

り
組
む
の
で
あ
る
。

　
第
二
篇
で
デ
カ
ル
ト
的
道
を
歩
ん
だ
フ
ッ
サ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ぼ
、
世
界
が

必
当
然
的
に
与
え
ら
れ
は
し
な
い
と
い
う
理
由
に
も
と
づ
く
世
界
の
遮
断
が
、

新
た
な
経
験
の
様
式
つ
ま
り
超
越
論
的
視
点
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
純
粋
な
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

観
性
の
総
体
a
臥
く
婁
負
邑
へ
の
み
眼
差
し
を
向
げ
さ
せ
た
か
ら
に
は
、
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

粋
た
主
観
性
の
必
当
然
性
の
批
判
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
は
当

然
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
我
－
思
う
が
我
々
に
と
っ
て
空
虚
塗
言
葉
に
と
ど
ま

ら
ぬ
よ
う
に
、
超
越
論
的
主
観
性
を
そ
の
超
越
論
的
生
の
個
々
の
形
態
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

は
形
態
類
型
に
従
っ
て
知
ろ
う
と
す
る
、
す
ぐ
次
の
要
求
を
優
先
さ
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
要
求
を
、
我
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

思
う
へ
の
新
た
な
遺
を
一
歩
一
歩
築
き
上
げ
る
と
い
う
仕
方
で
満
た
L
た
の
で

あ
る
。
フ
ヅ
サ
ー
ル
白
身
の
語
る
こ
の
二
歩
一
歩
築
き
上
げ
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
先
程
の
ラ
ソ
ト
グ
レ
i
べ
の
所
見
に
お
け
る
「
個
々
の
作
用
様
式
に
っ

い
て
の
還
元
の
遂
行
の
例
示
と
そ
れ
ら
の
個
々
の
作
用
様
式
か
ら
の
出
発
」
に

対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
が
新
た
な
道
を
一
歩
一
歩
築
き
上
げ
る
際
の
主
導
思
想
を
、
フ

ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
反
省
す
る
主
観

と
し
て
経
験
の
世
界
を
共
に
定
位
す
る
こ
と
を
中
断
L
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
経

験
の
世
界
の
存
在
と
非
存
在
あ
る
い
は
そ
の
他
の
存
在
様
態
に
対
し
て
あ
ら
ゆ

る
態
度
を
申
止
し
て
も
、
経
験
の
世
界
は
我
々
に
と
ど
ま
る
主
観
的
な
生
つ
ま

り
そ
れ
自
体
な
お
存
在
す
る
も
の
に
他
な
ら
た
い
、
と
い
う
可
能
な
仮
説
の
下

に
我
々
が
引
き
留
め
る
も
の
を
我
々
は
保
持
す
る
。
簡
潔
に
言
え
ば
、
我
々
が

世
界
存
在
へ
の
あ
ら
ゆ
る
関
心
を
禁
止
す
る
と
、
我
々
の
視
野
に
超
越
論
的
主

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

観
性
が
現
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
新
た
な
遣
に
関
す
る
・
」
の
主
導
思
想
は
、
単
刀
直
入
に
超
越
論
的
主
観
性
の

領
野
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
的
道
の
必
当
然
的
基
礎

づ
げ
と
い
う
主
導
思
想
が
、
内
世
界
的
経
験
の
批
判
を
通
じ
て
結
局
の
と
こ
ろ

超
越
論
的
主
観
性
の
空
虚
な
指
示
に
終
わ
っ
た
の
と
は
、
明
ら
か
に
異
た
る
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
已
批
判
的
に
次
の
よ
う
に
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
の
長
々
し
い
世
界
経
験
の
批
判
を
以
て
始
め
て

世
界
の
非
存
在
の
可
能
性
を
明
証
に
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
は
た
く
、
個
々

の
作
用
に
直
接
に
無
関
心
な
自
已
観
察
者
の
エ
ポ
ケ
i
を
働
か
せ
る
こ
と
で
十

分
で
は
な
い
の
か
。
補
足
し
て
言
え
ぱ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
私

の
作
用
に
つ
い
て
等
し
く
こ
の
括
弧
入
れ
〔
里
昆
庁
冒
冒
①
H
昌
σ
q
〕
を
遂
行
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
や
は
り
私
は
私
の
純
粋
な
主
観
性
を
獲
得
す
る
に
ち
が
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

と
い
う
－
」
と
で
十
分
で
は
な
い
の
か
、
と
。

　
こ
の
よ
う
な
自
已
批
判
を
経
て
遂
行
さ
れ
よ
う
と
し
た
新
た
な
遣
の
歩
み
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
歩
み
を
回

顧
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
以
前
の
思
考
の
歩
み

全
体
を
傍
ら
に
置
き
、
む
し
ろ
何
ら
か
の
作
用
を
遂
行
す
る
と
と
も
に
、
自
然

的
た
仕
方
で
何
ら
か
の
志
向
的
対
象
に
か
か
わ
っ
て
い
る
自
然
的
た
素
朴
な
自

我
か
ら
出
発
し
ょ
う
と
思
っ
た
の
だ
。
そ
の
場
合
、
我
々
は
差
し
当
た
り
、
超

越
論
的
主
観
性
を
考
え
た
り
せ
ず
、
超
越
論
的
主
観
性
に
つ
い
て
一
般
に
何
ら

か
の
表
象
を
も
は
や
も
つ
必
要
な
く
、
我
々
が
世
界
お
よ
び
世
界
経
験
に
か
か

わ
り
つ
つ
デ
カ
ル
ト
的
道
で
遂
行
L
て
い
た
の
と
類
似
し
た
エ
ポ
ケ
ー
を
、
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

か
り
易
い
仕
方
で
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
作
用
に
遂
行
し
う
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
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こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
新
た
た
道
の
出
発
点
を
自
然
的
で
素
朴
な
自
我
に
置
き
、

超
越
論
的
主
観
性
を
考
え
た
り
表
象
し
た
り
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
言
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
新
た
な
遣
が
現
象
学
的
心
理
学
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
現
象
学
へ
と
一
挙
に
突
き
進
む
の
で

は
な
く
、
自
然
的
な
素
朴
た
自
我
の
個
々
の
作
用
に
現
象
学
的
心
理
学
的
エ
ポ

ケ
ー
を
遂
行
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
挙
に
超
越
論
的

現
象
学
の
次
元
を
開
示
す
る
仕
方
よ
り
も
、
ま
さ
に
分
か
り
易
い
仕
方
だ
と
言

え
よ
う
。

　
現
象
学
的
心
理
学
的
エ
ポ
ケ
ー
の
仕
方
が
分
か
り
易
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ

が
自
然
的
態
度
の
次
元
で
遂
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
或
る

作
用
を
素
朴
に
遂
行
す
る
自
我
と
そ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
反
省
す
る
自

我
を
区
別
し
た
し
、
こ
の
反
省
す
る
白
我
が
自
然
的
に
反
省
し
つ
つ
同
時
に
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

関
心
な
も
の
に
な
る
と
い
う
可
能
性
を
示
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
現
象
学

的
心
理
学
的
還
元
に
お
け
る
反
省
自
我
は
、
自
然
的
態
度
を
保
持
し
た
ま
ま
無

関
心
な
傍
観
老
と
し
て
反
省
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

反
省
自
我
が
見
出
す
も
の
を
「
現
象
学
的
に
純
粋
た
作
用
」
と
呼
ん
だ
あ
と
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
純
粋
さ
は
現
象
学
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
勿
論
ま
だ
不
完
全
な
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
ま
だ
超
越

論
的
で
は
な
い
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
る
も

の
は
、
我
々
が
予
告
し
て
い
た
し
、
次
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

う
に
、
経
験
的
心
理
学
の
意
味
で
の
現
象
学
的
純
粋
さ
に
す
ぎ
な
い
、
と
。
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ツ
サ
i
ル
は
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
後
に
欄
外
に
「
否
」
と
書
い
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
ま
だ
超
越
論
的
で
は
な
い
意
味
に
お
い
て
」
と
並
立
す
る
「
ま
だ
不

完
全
な
意
味
に
お
い
て
」
と
い
亘
言
い
回
し
や
、
「
経
験
的
心
理
学
の
意
味
で

の
」
と
い
う
言
い
回
し
の
不
適
切
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

言
い
回
し
の
不
適
切
さ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
箇
所
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言

わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
現
象
学
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の

区
別
で
あ
る
。
言
い
回
し
の
不
適
切
さ
に
関
し
て
言
え
ば
、
現
象
学
的
心
理
学

は
自
然
的
態
度
の
次
元
に
と
ど
ま
る
が
ゆ
え
に
ま
だ
超
越
論
的
と
は
言
え
な
い

が
、
固
有
の
充
実
し
た
具
体
的
内
実
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
不
完

全
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
の
純
粋
さ
は
実
証
科
学
的
た
経
験
的
心
理
学

に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
た
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
真
意

で
あ
ろ
う
。
言
い
回
し
の
不
適
切
さ
が
生
じ
た
の
も
、
む
L
ろ
現
象
学
的
心
理

学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
峻
別
へ
の
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
逸
る
思
い
ゆ
え
で
は
あ

　
　
、
　
　
、
　
o

る
ま
し
カ

　
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
的
心
理
学
の
分
析
の
任
務
に
っ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
諸
作
用
の
主
要
類
型
を
一
つ
一

つ
考
察
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
現
象
学
的
に
純
粋
な
成
素
へ
と
還
元
し

つ
つ
こ
の
賂
線
を
歩
み
続
け
た
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
成
素
に
お
い
て

驚
く
ほ
ど
相
互
に
編
み
合
わ
さ
れ
た
志
向
性
を
示
し
、
そ
し
て
同
時
に
主
観
的

存
在
お
よ
び
主
観
的
能
作
の
特
性
を
、
そ
の
特
性
が
そ
の
よ
う
な
作
用
の
あ
ら

ゆ
る
類
型
に
お
い
て
示
さ
れ
る
が
ま
ま
に
初
め
て
の
理
解
へ
も
た
ら
そ
う
と
専

念
し
た
。
と
も
か
く
、
現
象
学
的
方
法
に
よ
っ
て
通
常
の
経
験
に
対
し
て
或
る

新
た
な
経
験
の
領
域
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

ぼ
、
そ
の
よ
う
た
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
こ
で
、
フ
ッ
サ
i
ル
は
、

先
ず
以
て
現
象
学
的
心
理
学
に
よ
っ
て
初
め
て
現
象
学
的
に
純
粋
な
成
素
へ
と

還
元
が
行
わ
れ
、
或
る
新
た
な
経
験
の
領
域
が
開
示
さ
れ
う
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
現
象
学
的
心
理
学
的
還
元
の
よ
う
に
、
経
験
的
で
人
間
的
な
酎
我

の
作
用
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
個
々
の
還
元
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螂
）

遺
が
最
終
的
に
開
示
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
間
い
が
生
じ
る
。
こ
の
間
い
に
対

し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
省
す
る
自

我
と
し
て
個
々
の
作
用
お
よ
び
作
用
連
関
に
既
述
の
還
元
を
遂
行
す
る
の
で
は

恋
く
、
個
々
の
作
用
と
し
て
の
－
」
れ
ら
の
作
用
の
各
々
が
妥
当
す
る
も
の
と
し

て
措
定
す
る
も
の
へ
の
方
向
に
お
い
て
、
私
は
私
自
身
を
超
越
論
的
で
現
象
学

的
な
自
我
と
し
て
構
成
し
、
し
か
も
主
観
と
い
う
形
で
超
越
論
的
現
象
学
的
還

元
を
行
使
し
、
差
し
当
た
り
主
観
自
身
の
超
越
論
的
主
観
性
を
一
投
に
主
観
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）

現
象
学
的
経
験
お
よ
び
探
究
の
開
か
れ
た
果
て
し
な
い
領
野
に
す
る
、
と
。
こ

こ
に
、
現
象
学
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
本
質
的
相
違
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
現
象
学
的
心
理
学
は
、
自
然
的
態
度
を
保
持
し
つ

つ
エ
ポ
ケ
ー
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
作
用
お
よ
び
作
用
連
関
の

志
向
的
構
造
を
露
呈
さ
せ
う
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、

自
然
的
態
度
を
放
棄
す
る
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
を
行
使
す
る
－
」
と
に
よ
っ
て
、

果
て
し
な
く
開
か
れ
た
超
越
論
的
経
験
の
領
野
へ
と
還
元
す
る
の
で
あ
る
。
・
」

の
事
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
象
学
的
心
理
学
的

還
元
に
お
い
て
無
関
心
な
傍
観
者
と
し
て
の
現
象
学
的
自
我
に
よ
っ
て
反
省
さ

れ
る
、
経
験
的
で
人
間
的
た
自
我
の
作
用
は
、
超
越
論
的
還
元
を
介
し
て
超
越

論
的
で
現
象
学
的
な
自
我
と
し
て
構
成
さ
れ
た
自
我
の
作
用
と
な
り
、
そ
れ
は

超
越
論
的
現
象
学
的
還
元
を
行
使
す
る
主
観
に
よ
っ
て
反
省
的
に
把
捉
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
超
越
論
的
現
象
学
的
還
元
を

行
使
す
る
自
我
が
自
ら
を
超
越
論
的
で
現
象
学
的
な
白
我
と
し
て
構
成
し
、
そ

の
構
成
さ
れ
た
自
我
の
諸
々
の
能
作
を
普
遍
的
に
把
捉
す
る
と
い
う
超
越
論
的

自
己
経
験
で
あ
る
。
現
象
学
的
心
理
学
の
開
示
す
る
も
の
と
超
越
論
的
現
象
学

の
開
示
す
る
も
の
と
は
、
志
向
的
構
造
と
し
て
は
類
比
的
で
あ
る
が
、
現
象
学

的
心
理
学
に
お
い
て
は
そ
の
個
別
的
還
元
が
個
々
の
対
象
な
い
L
対
象
領
域
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

い
う
制
限
さ
れ
た
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
飽
く
迄
も
白
然
的
態
度

の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
隠
幣
さ
れ
た
多
く
の
も
の
を
残
す
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
よ
る
制
約
が
あ
り
、
果
て
し
な
く
開
か
れ
た
超

越
論
的
経
験
の
領
野
を
超
越
論
的
自
已
経
験
に
よ
っ
て
把
捉
L
て
ゆ
く
超
越
論

的
現
象
学
ほ
ど
普
遍
的
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
象
学
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
本
質
的
相
違
を

明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
道
が
最
終
的
に
開
示
さ
れ
う
る

の
か
と
い
う
間
い
に
ま
だ
答
え
て
L
ま
っ
た
こ
と
に
は
た
ら
な
い
。
こ
の
間
い

に
答
え
お
お
せ
る
た
め
に
は
、
現
象
学
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
間

の
本
質
的
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
た
い
。
そ
・
」
で
、
先
程

の
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
答
え
を
補
う
形
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
は
以
前
の
心
理
学
的
遺
元
が
ま
だ
知
ら

な
か
っ
た
意
味
で
普
遍
的
に
包
括
的
で
徹
底
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
は
現
象
学
的
経
験
お
よ
び
探
究
の
開
か
れ
た
果
て
し
た
い
領
野
の
観
察
者
に

な
り
、
私
の
エ
ポ
ケ
ー
そ
の
も
の
は
超
越
論
的
ユ
ポ
ケ
ー
に
な
る
と
い
う
こ
と

　
（
5
1
）

で
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
、
現
象
学
的
心
理
学
か
ら
超
越
論
的
現
象
学
へ
の
移
行

の
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
象
学
的
心
理
学
か
ら
超
越
論
的
現

象
学
へ
の
超
越
論
的
還
元
が
遂
行
さ
れ
れ
ぱ
、
そ
の
際
に
同
時
に
、
現
象
学
的

心
理
学
的
エ
ポ
ケ
ー
は
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
へ
と
移
行
し
、
現
象
学
的
心
理
学

的
観
察
者
は
超
越
論
的
現
象
学
的
観
察
者
へ
と
移
行
し
、
現
象
学
的
心
理
学
的

領
野
は
超
越
論
的
経
験
の
領
野
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我

我
は
む
し
ろ
厳
密
に
体
系
的
た
歩
み
の
う
ち
に
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
分
析
が
そ

れ
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
現
象
学
的
方
法
の
新
た
な
形
成
お
よ
び
深
化
の
う

ち
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
分
析
は
、
分
か
り
易
く
て
か
つ
突
抽
子
も
な
い
も
の

で
は
な
い
或
る
根
本
思
想
に
も
と
づ
い
て
、
よ
り
高
次
の
還
元
つ
ま
り
超
越
論

的
普
遍
的
還
元
が
そ
の
上
に
高
く
そ
び
え
立
っ
べ
き
基
礎
〔
Ω
H
昌
尉
武
凸
を

　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

提
供
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
－
ご
」
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
的
心
理
学
的

分
析
が
現
象
学
的
方
法
の
新
た
な
形
成
お
よ
び
深
化
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、

超
越
論
的
現
象
学
の
存
立
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
現
象
学
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
問
の
本
質

的
関
係
の
基
底
に
あ
る
、
分
か
り
易
く
て
突
抽
子
も
た
い
も
の
で
は
な
い
或
る

根
本
思
想
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
経
験
に
基
づ
く
認
識
の
原
理
の

　
　
　
（
5
3
）

徹
底
的
遂
行
」
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
場
合
の
認
識
と
は
、
現
象

学
的
な
意
味
で
の
自
已
経
験
で
あ
る
が
、
ト
」
の
現
象
学
的
経
験
概
念
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
後
期
思
想
の
中
核
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
後
期
思
想
を
特
質

づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る
現
象
学
的
自
已
経
験
（
現
象
学
的
心
理

学
）
を
経
て
、
超
越
論
的
態
度
に
お
げ
る
現
象
学
的
自
已
経
験
（
超
越
論
的
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

象
学
）
へ
と
至
る
遣
、
つ
ま
り
「
普
遍
的
現
象
学
的
心
理
学
の
道
」
は
、
自
然

的
態
度
の
次
元
と
超
越
論
的
態
度
の
次
元
と
の
双
方
に
お
い
て
、
各
々
の
現
象

学
的
自
已
経
験
の
明
証
を
獲
得
し
、
主
観
性
の
充
実
し
た
臭
体
的
連
関
を
開
示

す
る
も
の
と
L
て
、
『
第
一
哲
学
』
に
お
い
て
初
め
て
体
系
的
に
白
覚
さ
れ
、

以
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
思
想
の
立
脚
点
た
る
地
泣
を
占
め
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
）
　
向
則
∋
婁
～
饒
易
ω
＆
一
甲
9
①
勺
プ
一
一
易
o
官
一
①
（
岩
轟
＼
違
）
一
N
峯
①
ま
H

　
↓
①
戸
軍
ω
σ
q
．
く
g
内
己
o
岸
困
o
県
冒
一
則
竃
σ
q
旨
胃
罰
易
ズ
｛
津
o
庫
一
お
8

　
（
串
易
費
証
竃
望
．
く
目
）
ω
1
曽
㊤
》
目
嚢
．
（
H
）

（
2
）
ま
｛
－
く
σ
・
一
．
×
閃
×
曽

（
3
）
ま
似
．
×
×
内
嵩

（
4
）
ま
｛
‘
N
き
箒
・
茅
戸
↓
訂
O
ま
皆
・
吾
ぎ
O
竃
邑
O
σ
・
一
ω
｝
9
肉
＆
寿
－

　
｛
o
p

（
5
）
■
巳
ま
σ
q
5
乱
σ
q
轟
ぎ
饒
冒
ω
費
尿
》
副
・
圧
＆
ぎ
昌
O
算
Φ
ω
一
竃
一
甲

　
冒
畠
一
ぎ
一
b
艘
オ
晶
～
蟹
爵
岬
饒
O
冒
9
0
一
〇
σ
・
一
⑦
、
、
Ω
津
①
邑
O
訂
『
く
＆
晶
－

　
副
葛
Ω
⑦
巳
竃
O
臣
一
Ω
窯
①
邑
O
プ
畠
竃

（
6
）
旨
P
ω
1
室
窯
．

（
7
）
巨
｛
．
ω
一
H
窪

（
8
）
ま
｛
1
ω
1
崖
ζ
．

（
9
）
ま
｛
．
ω
」
留

（
1
0
）
　
崖
｛
．
ω
．
H
震

（
u
）
　
曽
易
費
証
轟
ω
印
く
目
ω
．
仁
◎
　
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
べ
の
原
文
の
獣

　
邑
箒
亭
賢
艘
オ
①
尉
は
、
困
～
く
目
の
原
文
で
は
ぎ
岩
O
串
ぎ
川
ω
O
訂
H

　
オ
器
⑦
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
後
老
に
従
っ
た
。

（
1
2
）
　
曇
P
ω
．
ξ

（
1
3
）
　
ピ
■
～
老
荷
ピ
即
目
｝
α
q
箒
げ
9
饒
o
ω
ω
①
ユ
ω
＞
げ
㎝
o
区
①
山
く
o
箏
O
φ
『
箒
ω
鼠
乱
ω
冒
自
ω

　
㎝
．
H
べ
N

（
μ
）
　
岸
己
．
㎝
．
H
曽

（
1
5
）
　
曇
P
㎝
’
H
富

87　フッサールの後期思想の立脚点としての『第一哲学』



（
珊
）
ま
ト
㎝
1
H
富

（
1
7
）
崖
匹
‘
ω
．
H
雪

（
1
8
）
旨
斗
ω
．
H
S

（
1
9
）
ま
工
．
ゐ
一
‘
ω
」
違

（
2
0
）
ま
・
し
ー
H
凄

（
2
1
）
崖
～
．
ω
．
8
①

（
2
2
）
N
き
宗
・
孝
㎜
・
臣
一
弓
寄
一
↓
岸
尉
・
冨
昌
～
竃
竃
甲
｛
臣
暮
自
σ
・
．
卑
箒
・

　
　
オ
①
σ
・
暮
二
・
彗
覧
己
竃
邑
①
箏
家
臣
蚤
g
．
9
ま
蟹
＞
げ
ω
｝
奉
二
N
員

　
　
墨
獣
O
秦
邑
◎
σ
・
庁
序
2
臣
b
O
冒
雪
〇
一
畳
ω
｝
竃
忍
穿
ぎ
一
9
．
甲
α
茅
昌
O
q

　
乱
罵
ω
署
艮
豊
オ
①
σ
・
黎
害
H
什
・
§
§
己
g
邑
竃
肉
＆
鼻
↓
一
g
．

（
2
3
）
　
ピ
■
～
奏
ポ
ピ
帥
目
～
⑰
q
希
一
U
9
顯
■
ω
㎝
⑦
H
尿
》
一
U
o
・
o
匡
①
｛
く
o
箏
O
胃
箒
阻
彗
ポ
冒
ζ
ω

　
　
ω
．
H
べ
ω

（
泌
）
婁
｝
．
ω
．
畠
H

（
2
5
）
饒
婁
邑
雪
凹
里
．
く
目
ω
』
◎

（
2
6
）
ま
～
．
ω
』
◎

（
2
7
）
同
尋
蟹
淳
ω
・
臣
ま
一
ぎ
昌
①
串
筆
昌
竃
穿
9
序
竃
喝
～
奉
一
㎝
臣
塞

声
艮
竃
σ
・
宗
・
勺
匡
9
0
吾
一
⑦
1

（
2
8
）
饒
易
費
一
ぎ
陣
臣
．
＜
員
ω
．
紅
H

（
2
9
）
崖
～
．
ω
1
零

（
3
0
）
ま
～
．
ω
1
富

（
3
1
）
ま
～
．
ω
．
轟

（
3
2
）
崖
似
．
ω
．
寓

（
3
3
）
匡
印
ω
．
富

（
眺
）
ま
匝
．
㎝
．
富

（
3
5
）
　
い
■
｛
峯
ポ
ド
～
5
蝕
σ
q
H
①
げ
9
顯
仁
鶴
①
ユ
o
o
》
一
U
8
｝
庁
｛
く
o
b
O
胃
8
ω
武
臥
㎝
冒
■
ω

　
ω
1
H
O
O
M

（
3
6
）
饒
易
費
－
彗
｝
霞
．
＜
冒
m
」
N
①

（
3
7
）
ま
～
1
ω
．
H
8

（
3
8
）
崖
～
1
ω
」
畠

（
3
9
）
ま
｛
．
ω
1
旨
①

（
ω
）
ま
｛
．
ω
．
曽
賢
‘

（
4
1
）
ま
｛
二
．
罵
べ

（
姐
）
ま
～
．
ω
」
ミ

（
4
3
）
崖
P
ω
1
H
轟

（
4
4
）
ま
～
．
㎝
」
轟

（
4
5
）
ま
山
．
ω
．
H
轟

（
4
6
）
ま
μ
二
し
轟
ま
旨
．
（
H
）

（
4
7
）
ま
｝
．
ω
」
轟

（
4
8
）
ま
｝
．
㎝
」
轟

（
4
9
）
ま
｛
1
ω
」
轟
｛
．

（
5
0
）
ま
～
1
く
α
・
一
ω
．
H
轟

（
5
1
）
ま
｛
．
ω
‘
H
留

（
5
2
）
ま
｝
．
ω
」
8
｛
．

（
5
3
）
ま
｛
1
㎝
」
寄

（
5
4
）
ま
～
．
ω
」
富

　
　
　
（
ほ
り
・
え
い
ぞ
う
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
画
思
想
研
究
科
在
学
中
）

88


