
実
存
哲
学
が
い
つ
誕
生
し
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
 
 

解
釈
す
る
者
の
立
場
の
相
遥
か
ら
二
つ
の
説
に
分
か
れ
て
い
る
。
一
方
 
 

で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
 
『
存
在
と
時
間
』
 
（
一
九
二
七
年
）
 
を
実
存
哲
学
 
 

の
祖
と
す
る
説
が
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 
『
世
界
観
の
 
 

心
理
学
』
 
（
一
九
一
九
年
）
を
そ
れ
と
す
る
説
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
 
 

に
は
、
著
書
自
体
が
年
代
的
に
早
い
時
期
に
公
刊
さ
れ
て
は
い
る
が
、
 
 

問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
間
題
と
は
、
『
世
界
観
の
心
理
学
』
 
そ
 
 

の
も
の
が
実
存
を
主
題
と
し
て
考
察
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
 
 

こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
後
者
の
説
が
存
立
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
後
に
公
刊
 
 

さ
れ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
主
著
 
『
哲
学
』
 
の
萌
芽
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
い
 
 

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
何
よ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
 
『
世
界
 
 

観
の
心
理
学
』
を
実
存
哲
学
の
著
書
と
認
め
て
い
る
事
実
も
あ
る
。
し
 
 

た
が
っ
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 
『
世
界
観
の
心
理
学
』
を
し
て
、
実
存
哲
 
 

学
が
哲
学
史
上
で
そ
の
産
声
を
あ
げ
た
と
捉
え
る
こ
と
は
、
相
当
の
正
 
 

実
存
哲
学
の
軌
轍
 
 

－
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
 
「
出
会
い
」
 
に
つ
い
て
 
 

当
さ
を
も
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
 
『
世
界
観
の
心
理
学
』
を
実
存
哲
 
 

学
の
著
書
と
積
極
的
に
評
価
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
痛
烈
な
批
判
も
 
 

授
げ
か
け
て
い
る
。
こ
の
批
判
は
、
そ
の
後
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
 
 

学
樹
立
の
た
め
の
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
 
 

の
契
機
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
 
 

あ
な
た
の
批
評
は
、
内
面
的
か
つ
現
実
的
に
私
の
琴
線
に
触
れ
て
 
 

き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
や
は
り
、
私
に
は
い
ぜ
ん
 
 

と
し
て
積
極
的
な
方
法
－
「
我
あ
り
」
 
や
 
「
史
実
的
」
 
に
つ
い
て
 
 

の
評
論
と
い
う
点
で
も
－
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
残
念
に
思
い
ま
 
 

す
【
H
≧
紹
｝
N
望
。
 
 

こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
宛
の
書
簡
の
文
章
が
示
し
て
い
る
 
 

こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
其
単
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
 
 

吉
 
田
 
真
 
哉
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を
受
け
止
め
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
こ
れ
と
ま
っ
た
く
異
な
る
文
 
 

章
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
残
し
た
メ
モ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
 
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
評
を
最
後
ま
で
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
 
 

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
自
分
自
身
が
明
ら
か
に
追
っ
て
い
る
こ
と
を
趣
旨
と
 
 

（
－
）
 
 

し
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
完
全
に
ハ
イ
デ
 
 

ガ
ー
を
無
視
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
強
烈
に
意
識
し
て
 
 

い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
ヘ
の
眼
差
し
に
含
ま
 
 

れ
る
想
い
に
は
、
当
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
本
人
も
戸
惑
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
 
 

複
雑
さ
が
あ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。
 
 
 

目
下
の
論
考
で
は
、
こ
の
両
者
の
思
想
的
対
話
を
吟
味
し
て
み
た
い
 
 

と
思
う
。
彼
ら
の
あ
い
だ
に
思
想
的
な
「
出
会
い
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
 
 

確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
 
「
出
会
い
」
に
は
い
わ
ば
、
彼
ら
の
あ
い
 
 

だ
で
交
わ
さ
れ
た
実
存
を
め
ぐ
る
「
交
差
と
背
理
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
 
 

ま
た
「
実
存
」
の
問
題
性
に
よ
る
多
角
的
な
側
面
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
 
 

て
よ
い
。
 
 

一
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
出
会
い
」
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
直
接
的
に
出
会
っ
た
の
は
、
ヤ
ス
 
 

パ
ー
ス
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
誕
生
会
の
時
（
一
九
二
〇
 
 

年
）
の
よ
う
で
あ
る
雷
s
軍
治
】
。
そ
の
席
で
意
気
校
合
し
た
二
人
は
、
 
 

そ
れ
か
ら
書
簡
を
交
わ
し
は
じ
め
、
そ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
死
去
す
る
 
 

ま
で
続
い
た
。
だ
が
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
こ
と
は
、
す
で
に
間
接
的
な
「
出
会
い
」
が
直
接
的
に
出
会
う
前
 
 

に
果
た
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
直
接
 
 

的
に
出
会
う
前
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 
『
世
界
観
の
心
理
 
 

学
』
 
へ
の
論
評
に
着
手
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
 
 

「
出
会
い
」
の
初
期
に
、
彼
ら
を
牽
引
さ
せ
た
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
 
 

し
て
、
『
世
界
観
の
心
理
学
』
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
遠
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

事
実
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
方
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
評
を
待
ち
遠
し
く
 
 

思
っ
て
い
る
旨
が
書
簡
上
で
記
さ
れ
て
い
る
【
H
＼
l
篭
｝
N
O
】
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
を
牽
引
さ
せ
る
力
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
 
 

そ
れ
は
逆
説
的
に
離
反
さ
せ
る
大
き
な
要
素
に
も
な
っ
た
。
つ
ま
り
ハ
 
 

イ
デ
ガ
ー
が
実
際
に
送
っ
た
論
評
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
大
い
に
失
望
さ
 
 

せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
失
望
は
何
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
 
 

の
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
評
の
内
容
は
、
実
存
哲
学
を
樹
立
す
る
た
め
に
必
 
 

要
な
方
法
論
上
の
手
続
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
を
助
力
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
概
念
定
義
を
よ
 
 

り
強
固
に
す
る
こ
と
に
意
図
が
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
に
は
そ
う
し
た
手
続
き
こ
そ
が
、
実
存
を
把
捉
す
る
に
は
相
 
 

応
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 
 

反
感
を
惹
起
さ
せ
た
点
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
哲
学
史
的
状
況
を
踏
ま
え
 
 

て
い
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
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ヤ
ス
パ
ー
ス
は
当
初
、
精
神
病
理
学
者
と
し
て
、
そ
の
名
を
ア
カ
デ
 
 

ミ
ー
の
世
界
に
轟
か
せ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
関
心
 
 

は
次
第
に
哲
学
の
方
面
へ
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
が
た
だ
ち
に
哲
学
の
世
界
で
歓
迎
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
 
 

な
い
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
特
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
同
僚
で
 
 

あ
り
、
当
時
で
は
ま
だ
そ
の
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
新
カ
ン
ト
学
派
の
代
 
 

表
者
の
一
人
た
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
存
在
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
大
い
に
悩
 
 

ま
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
浴
び
せ
ら
れ
た
悪
意
は
、
ヤ
ス
 
 

パ
ー
ス
が
哲
学
科
の
出
身
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
専
門
的
な
議
論
に
弱
 
 

い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
「
講
壇
哲
学
の
集
ま
り
で
私
は
疎
遠
な
者
 
 

（
耳
e
m
d
e
r
）
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
三
年
の
大
学
教
授
資
格
 
 

取
得
か
ら
し
て
す
で
に
、
哲
学
を
研
究
し
、
教
授
資
格
取
得
に
つ
い
て
 
 

考
え
て
い
た
若
者
の
望
む
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
と
う
と
う
哲
学
 
 

博
士
を
獲
得
す
る
こ
と
な
く
、
医
学
博
士
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
哲
学
 
 

修
贅
が
私
に
は
欠
け
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
は
正
教
授
に
 
 

な
っ
た
と
き
で
さ
え
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
続
け
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
 
 

や
そ
の
他
の
哲
学
の
講
師
た
ち
は
、
私
が
夢
想
家
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
も
 
 

才
能
の
な
い
夢
想
家
で
あ
り
、
支
離
滅
裂
し
て
自
惚
れ
て
お
り
、
『
精
 
 

神
病
理
学
総
論
』
と
い
う
唯
一
の
良
書
を
書
き
上
げ
た
が
、
残
念
な
こ
 
 

と
に
私
本
来
の
才
気
あ
ふ
れ
る
分
野
か
ら
逸
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
風
 
 

評
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
」
【
l
a
s
澄
Y
∽
望
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
哲
学
史
的
状
況
を
踏
ま
え
て
い
な
 
 

い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
目
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
 
 

学
位
論
文
を
審
査
し
た
リ
ッ
カ
ー
ト
の
姿
が
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
 
 

し
て
こ
の
点
に
こ
そ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
失
望
し
た
と
考
 
 

え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

だ
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
史
的
状
況
を
踏
ま
え
た
議
論
を
展
 
 

開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
共
有
し
た
意
識
に
背
く
こ
と
に
な
る
 
 

と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
両
人
は
、
専
門
的
な
議
論
に
し
か
 
 

従
事
し
な
い
講
壇
哲
学
に
対
す
る
叛
意
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
そ
の
専
門
的
な
議
論
こ
そ
は
、
哲
学
史
を
踏
ま
え
た
「
伝
統
的
 
 

な
」
議
論
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
批
判
の
対
象
と
し
た
方
 
 

法
論
的
な
手
続
き
と
は
、
か
な
り
特
異
な
考
え
方
に
よ
り
成
り
立
っ
て
 
 

い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
特
異
性
を
示
し
て
い
 
 

る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
彼
が
「
歴
史
」
や
「
伝
統
」
に
つ
い
 
 

て
語
る
場
合
に
は
相
応
の
注
意
が
要
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
に
新
た
な
 
 

思
想
史
的
鼓
動
が
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
 
 

に
お
か
れ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
敬
意
を
払
っ
て
 
 

T
－
〉
 
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
 
チ
ェ
の
金
言
「
敵
対
 
 

者
と
対
等
で
あ
る
こ
と
－
こ
れ
こ
そ
が
正
当
な
決
闘
の
第
一
の
前
提
で
 
 

あ
る
。
軽
蔑
し
て
い
る
場
合
に
は
戦
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
 
 

ま
た
見
下
す
の
で
あ
れ
ば
戦
う
べ
き
で
は
な
い
」
【
N
i
e
0
0
〇
．
N
謡
】
に
従
う
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よ
う
な
形
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
攻
撃
の
対
象
に
相
応
し
い
と
判
断
し
た
の
 
 

で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
「
闘
争
仲
間
」
 
 

胃
≧
¢
N
㍍
盟
と
認
め
た
真
意
が
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
の
内
容
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
 
 

の
か
。
以
下
で
は
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
 
 

二
 
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
評
が
意
味
す
る
こ
と
 
 

「
批
判
は
原
理
的
な
も
の
に
該
当
す
べ
き
で
あ
る
」
 
【
H
e
i
謡
】
N
】
。
こ
 
 

の
原
理
的
な
も
の
に
該
当
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
 
 

の
研
究
対
象
の
 
「
問
題
性
を
一
貫
し
て
支
配
し
て
い
る
方
途
と
問
題
性
 
 

の
根
本
動
機
」
【
i
b
i
d
．
】
の
明
確
化
を
課
題
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
 
 

う
な
課
題
を
遂
行
す
る
際
に
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
独
自
の
考
え
方
を
明
 
 

ら
か
に
し
て
い
る
。
批
判
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
自
身
か
ら
距
離
を
 
 

お
か
れ
た
対
象
で
は
な
く
、
ま
さ
に
自
身
の
血
肉
と
な
る
も
の
で
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
批
判
の
方
法
と
し
て
鋭
か
れ
 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
解
体
的
に
更
新
す
る
我
有
化
（
旨
－
e
i
習
u
n
g
）
」
 
 

【
i
b
i
d
．
∨
土
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
 
 

の
哲
学
的
方
法
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 

哲
学
の
事
柄
へ
と
到
達
す
る
諸
方
向
で
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
は
隠
 
 

蔽
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
こ
へ
と
到
達
す
る
諸
方
向
は
、
ラ
デ
ィ
 
 

カ
ル
な
解
体
と
建
て
直
し
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
 
 

そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
で
《
あ
る
》
と
こ
ろ
の
歴
史
と
の
本
来
 
 
 

的
な
対
決
（
わ
ヒ
S
e
i
ロ
呂
d
e
遜
e
訂
亡
m
g
）
を
、
哲
学
す
る
こ
と
そ
の
 
 

も
の
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
す
る
と
同
時
に
実
行
さ
れ
る
対
決
を
 
 

必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
【
i
b
i
d
．
㌫
】
 
 

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
要
求
さ
 
 

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
が
学
と
し
て
存
立
す
る
た
 
 

め
に
は
、
そ
れ
も
将
来
へ
の
可
能
性
を
正
当
に
残
す
た
め
に
は
、
歴
史
 
 

的
方
法
を
媒
介
に
し
た
 
「
更
新
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
 
 

こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
哲
学
的
な
批
判
の
仕
方
を
述
べ
た
後
に
、
ハ
イ
 
 

デ
ガ
ー
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
の
 
「
根
本
動
機
」
 
の
明
確
化
に
着
手
 
 

す
る
。
そ
の
際
に
彼
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
考
察
を
開
始
す
る
と
こ
ろ
の
 
 

「
予
握
（
ざ
r
瞥
亀
」
【
詳
d
．
－
ゴ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
ハ
 
 

イ
デ
ガ
ー
の
批
判
の
矛
先
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
の
 
「
予
握
」
 
に
向
か
 
 

う
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
予
握
」
を
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
察
す
る
者
 
（
こ
の
場
合
 
 

で
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
の
観
点
を
歴
史
的
に
反
省
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
 

何
ら
か
の
問
題
が
考
察
者
に
よ
り
掲
げ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
問
題
が
掲
 
 

げ
ら
れ
る
一
定
の
理
由
や
動
機
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
 
 

の
理
由
や
動
機
に
よ
り
、
問
題
は
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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こ
の
間
題
を
形
成
し
て
い
る
の
は
、
巨
視
的
に
視
野
を
拡
大
す
れ
ば
、
 
 

歴
史
的
潮
流
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
の
た
だ
な
か
で
、
考
察
者
は
自
分
自
 
 

身
の
問
題
を
掲
げ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
間
題
を
掲
げ
る
前
提
と
な
っ
て
 
 

い
る
動
機
が
こ
の
潮
流
よ
り
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
 
 

す
れ
ば
、
「
予
握
」
 
の
問
題
は
方
法
の
問
題
と
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
 
 

も
、
何
ら
か
の
哲
学
上
の
問
題
が
掲
げ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
間
題
は
歴
 
 

史
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
歴
史
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
 
 

り
、
そ
れ
に
基
づ
き
研
究
目
標
の
方
向
が
定
位
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
 
「
予
握
」
 
の
問
題
は
、
歴
史
の
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
 
 

ら
に
方
法
の
問
題
に
直
面
す
る
。
 
 

予
握
の
問
題
性
は
《
方
法
》
 
の
問
題
性
で
あ
る
。
こ
の
間
題
性
は
 
 

と
り
わ
け
、
予
握
の
根
源
性
、
動
向
、
領
域
的
方
向
定
位
、
理
論
 
 

的
段
階
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
問
題
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
わ
れ
わ
れ
は
方
法
の
意
味
を
、
予
握
そ
の
も
の
に
よ
り
あ
ら
か
 
 

じ
め
与
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
予
握
に
よ
り
方
法
は
、
方
法
の
 
 

意
味
の
源
泉
か
ら
生
じ
て
く
る
。
「
方
法
」
 
の
意
味
を
確
定
す
る
 
 

こ
と
は
、
形
式
的
に
告
知
す
る
意
味
（
た
と
え
ば
《
道
》
）
 
の
な
 
 

か
で
、
本
来
的
で
具
体
的
な
諸
規
定
の
た
め
の
余
地
を
残
す
。
 
 

宇
i
d
．
｝
望
 
 

予
握
の
諸
相
に
応
じ
て
、
方
法
の
問
題
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
く
 
 

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
方
法
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
な
く
方
法
の
問
 
 

題
を
掲
げ
る
こ
と
は
煩
雑
に
な
る
。
方
法
の
意
味
は
、
ま
さ
に
予
掘
そ
 
 

の
も
の
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
方
法
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
 
 

は
、
形
式
的
に
告
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
方
法
の
意
味
が
形
式
的
に
告
 
 

示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
対
象
に
な
る
も
の
を
志
向
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
 
 

る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
形
式
的
で
あ
る
 
 

と
い
う
こ
と
は
、
規
定
を
与
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
か
ら
あ
る
。
そ
し
 
 

て
そ
の
た
め
に
、
問
題
対
象
の
具
体
的
領
域
の
諸
規
定
が
残
さ
れ
た
問
 
 

題
に
な
る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

こ
の
「
形
式
的
告
示
（
F
O
r
m
巴
e
b
旨
N
e
i
g
e
）
」
に
よ
り
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
が
問
題
に
し
て
い
る
も
の
は
「
実
存
」
と
確
定
さ
れ
る
【
i
b
i
d
．
L
O
】
。
実
 
 

存
の
問
題
は
自
己
の
問
題
に
直
結
し
て
い
る
。
「
形
式
的
に
告
示
さ
れ
た
 
 

意
味
に
お
い
て
 
〔
実
存
と
い
う
〕
概
念
は
、
《
我
あ
り
》
と
い
う
現
象
 
 

を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
原
理
的
な
現
象
の
連
関
と
 
 

こ
の
現
象
の
連
関
に
属
す
る
問
題
性
の
着
手
と
し
て
、
《
我
あ
り
》
に
 
 

存
す
る
存
在
意
味
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
」
 
【
i
b
i
d
．
1
〔
 
〕
内
筆
者
 
 

挿
入
】
。
実
存
は
、
《
我
あ
り
》
の
存
在
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
 
 

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
象
的
な
も
の
を
形
式
的
 
 

に
告
示
す
る
こ
と
は
、
こ
の
《
我
あ
り
》
の
具
体
的
領
域
の
た
め
の
余
 
 

地
を
残
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
哲
学
的
批
判
の
筋
道
を
あ
ら
か
じ
め
与
え
て
か
ら
、
ハ
 
 

イ
デ
ガ
ー
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
研
究
成
果
の
具
体
的
内
容
を
検
討
す
る
。
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そ
こ
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
限
界
状
況
で
あ
る
。
「
限
界
状
 
 

況
」
と
は
、
『
世
界
観
の
心
理
学
』
 
に
お
い
て
は
、
精
神
の
生
に
お
け
 
 

る
究
極
的
な
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
状
況
が
確
固
と
し
て
 
 

存
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
限
界
状
況
に
お
い
て
、
わ
 
 

れ
わ
れ
は
主
観
と
客
観
が
二
律
背
反
的
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
を
経
験
 
 

す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
緊
張
に
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
え
ず
と
ど
ま
 
 

る
こ
と
な
く
浮
動
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
観
点
か
ら
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
限
界
状
況
が
二
律
背
 
 

反
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
 
「
全
 
 

体
的
な
も
の
」
【
i
b
i
d
．
．
－
N
】
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
 
 

判
断
さ
れ
る
。
ま
ず
こ
の
想
定
 
（
予
握
）
 
が
批
判
さ
れ
る
。
「
全
体
的
 
 

な
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
彼
〔
ヤ
ス
パ
ー
ス
〕
が
志
向
す
る
関
連
意
味
 
 

の
動
向
よ
り
客
観
事
物
を
考
え
る
予
捉
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
生
 
 

を
全
体
的
な
も
の
と
し
て
所
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
【
i
b
i
d
．
」
平
－
 
 

〔
 
〕
内
筆
者
挿
入
】
。
限
界
状
況
に
お
け
る
本
質
が
主
観
と
客
観
に
引
 
 

き
裂
か
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
の
も
、
そ
こ
で
は
限
界
状
況
か
ら
距
 
 

離
を
と
り
、
そ
れ
を
鳥
轍
的
に
見
波
す
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
か
ら
で
 
 

あ
る
。
こ
こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
点
は
二
つ
あ
る
。
一
方
は
客
観
 
 

的
事
物
を
考
察
す
る
予
握
に
よ
り
生
を
考
察
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
、
 
 

そ
し
て
他
方
で
は
生
が
所
有
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
が
、
そ
の
批
判
 
 

点
で
あ
る
。
 
 
 

客
観
的
事
物
を
考
察
す
る
予
握
に
よ
り
生
が
考
察
さ
れ
て
い
る
と
断
 
 

定
で
き
る
の
も
、
心
的
な
諸
現
象
が
一
貫
し
て
分
裂
に
お
い
て
見
定
め
 
 

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
裂
は
主
観
1
客
観
－
分
裂
の
こ
と
 
 

で
あ
る
。
生
が
主
観
－
客
観
－
分
裂
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
限
り
、
生
 
 

は
対
象
的
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
 
『
世
界
観
の
心
理
学
』
 
に
お
い
て
、
生
の
 
「
普
遍
的
考
 
 

察
」
を
掲
げ
よ
う
と
す
る
予
掘
が
批
判
の
対
象
と
な
り
、
生
の
諸
価
値
 
が
秩
序
づ
い
て
い
る
見
取
 

り
図
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
予
接
が
批
判
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
予
接
が
出
現
す
る
本
来
的
な
動
 
 

機
の
基
盤
は
、
生
の
全
体
を
そ
れ
自
体
と
し
て
、
理
念
に
従
っ
て
観
想
 
 

的
に
つ
か
ん
で
い
る
根
本
経
験
で
あ
る
」
苫
i
d
．
－
N
盟
。
対
象
的
に
考
察
 
 

さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
生
は
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
所
有
さ
れ
る
も
 
 

T
ユ
 
 

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
生
へ
の
予
提
に
対
し
て
、
ま
さ
に
 
 

疑
義
が
申
し
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
実
存
哲
学
の
方
法
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
問
題
対
象
は
、
形
式
的
告
示
に
よ
り
実
存
で
あ
る
と
 
 

確
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
存
を
「
限
定
性
」
苫
i
d
．
－
 
 

N
望
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
「
限
定
性
」
で
あ
る
た
め
に
、
領
域
的
に
制
 
 

限
す
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
領
域
的
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
で
、
 
 

実
存
は
定
ま
っ
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
実
存
を
問
う
こ
と
で
、
 
 

存
在
の
意
味
が
問
題
と
し
て
生
じ
て
く
る
。
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わ
れ
わ
れ
が
実
存
そ
の
も
の
を
領
域
的
に
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
 
 

の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
特
徴
づ
け
が
結
局
の
と
こ
ろ
本
来
的
に
、
実
 
 

存
の
意
味
に
対
し
て
誤
解
し
た
逸
脱
と
し
て
際
立
つ
も
の
で
あ
る
 
 

と
し
て
も
、
実
存
は
存
在
の
規
定
さ
れ
た
様
態
と
し
て
、
規
定
さ
 
 
 

れ
た
 
「
あ
る
」
と
い
う
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
こ
の
規
定
さ
れ
た
 
「
あ
る
」
と
い
う
存
在
は
、
本
質
的
に
 
 

（
我
が
）
 
《
あ
る
》
と
い
う
存
在
で
あ
り
、
理
論
的
に
考
え
ら
れ
 
 

た
も
の
に
お
い
て
正
確
に
所
有
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
《
あ
 
 

る
》
の
遂
行
に
お
い
て
、
《
我
》
の
存
在
の
存
在
様
態
を
所
有
す
 
 

る
【
i
b
i
d
」
。
 
 

実
存
そ
の
も
の
を
領
域
的
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
の
も
つ
意
 
 

味
を
誤
解
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
《
私
》
が
現
に
こ
こ
に
 
 

い
る
と
い
う
こ
と
を
所
有
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
し
か
し
こ
の
所
有
に
 
 

よ
り
実
存
は
確
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
実
存
を
確
定
す
 
 

る
こ
と
は
、
実
質
的
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
領
域
的
に
区
切
ら
れ
る
 
 

こ
と
で
告
示
さ
れ
る
実
存
は
、
形
式
的
に
と
ど
ま
る
。
実
存
を
確
定
す
 
 

る
た
め
に
《
私
》
が
現
に
存
在
す
る
こ
と
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
「
根
 
 

本
経
験
」
［
i
b
i
d
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
根
本
経
験
で
あ
る
の
も
、
こ
の
経
 
 

験
を
基
盤
に
す
る
こ
と
で
実
存
が
領
域
的
に
確
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
《
私
》
が
存
在
す
る
こ
と
を
所
有
す
る
こ
と
は
歴
史
的
で
あ
る
。
 
 

こ
の
所
有
が
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
所
有
は
普
遍
的
な
も
の
 
 

で
も
な
け
れ
ば
、
個
別
的
な
も
の
で
も
な
く
な
る
。
こ
の
所
有
は
歴
史
 
 

的
で
あ
り
、
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
普
遍
的
で
は
な
い
の
で
 
 

あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
個
別
的
で
は
な
い
の
は
、
歴
史
と
い
う
連
関
の
 
 

な
か
に
こ
の
所
有
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
は
、
そ
 
 

れ
自
体
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
と
の
連
関
に
お
い
て
存
立
す
 
 

る
の
で
あ
る
。
「
自
己
自
身
を
所
有
す
る
こ
と
 
（
S
i
c
h
・
S
e
】
b
s
†
h
a
b
e
n
）
 
 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
に
応
じ
て
多
義
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
 
 

こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
多
様
性
が
秩
序
だ
て
ら
れ
た
諸
連
関
に
 
 

お
い
て
、
体
系
的
・
領
域
的
に
そ
れ
自
体
で
区
切
ら
れ
た
諸
連
関
に
お
 
 

い
て
了
解
可
能
な
も
の
に
な
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
さ
に
特
殊
な
も
の
 
 

と
し
て
史
実
的
な
諸
連
関
に
お
い
て
了
解
可
能
な
も
の
に
な
る
べ
き
で
 
 

あ
る
」
 
【
i
b
i
d
」
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
実
存
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
は
、
所
有
と
い
う
根
本
 
 

経
験
だ
け
で
は
不
十
分
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
「
煩
悶
（
B
e
k
鈴
一
己
ロ
e
r
u
ロ
g
）
」
 
 

【
i
b
i
d
．
】
u
O
】
と
い
う
根
本
腹
膜
も
不
可
欠
と
さ
れ
る
。
こ
の
煩
悶
は
自
己
 
 

自
身
の
所
有
に
先
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
実
存
を
定
め
る
煩
悶
が
不
可
 
 

欠
の
契
機
と
定
め
ら
れ
る
の
も
、
実
存
の
確
定
は
単
に
客
観
化
さ
れ
る
 
 

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
煩
悶
と
客
観
は
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
。
 
 

何
ら
か
の
事
柄
を
対
象
化
す
る
た
め
の
煩
悶
は
、
そ
れ
が
客
観
化
さ
れ
 
 

た
場
合
に
は
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
私
が
そ
の
よ
う
な
寄
観
化
す
る
知
 
 

識
の
取
得
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
考
察
的
な
態
度
は
決
定
的
な
も
の
に
 
 

89 実存哲学の軌轍   



な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
決
定
的
に
な
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
説
明
は
 
 

客
観
化
す
る
性
質
の
も
の
に
な
り
、
さ
ら
に
実
存
と
そ
れ
の
正
英
正
銘
 
 

の
所
有
（
煩
悶
）
を
退
け
る
性
質
の
も
の
に
な
る
」
【
i
b
i
d
」
。
し
た
が
っ
 
 

て
煩
悶
が
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
理
由
は
、
実
存
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
 
 

対
す
る
拒
絶
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
根
本
経
験
を
基
盤
に
す
る
こ
と
で
、
実
存
は
確
定
さ
れ
る
。
 
 

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
確
定
は
、
「
形
式
的
（
訂
r
m
註
t
e
r
）
」
［
i
b
i
d
．
㍍
－
】
 
 

な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
実
存
の
意
味
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
 
 

く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
実
存
の
 
「
経
験
遂
行
 
 

（
E
r
訂
F
r
u
n
g
笥
○
－
訂
仁
叫
）
」
【
i
b
i
d
」
が
実
質
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 
 

経
験
遂
行
は
、
考
察
対
象
を
考
察
者
自
身
か
ら
距
離
を
と
っ
て
理
論
的
 
 

に
取
り
扱
う
の
で
は
な
く
、
自
身
へ
と
血
肉
化
し
て
考
察
を
進
捗
さ
せ
 
 

る
経
緯
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
受
肉
の
経
過
こ
そ
問
題
対
象
に
煩
悶
し
 
 

た
痕
跡
を
残
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
的
に
我
有
化
の
道
筋
と
な
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
所
有
さ
れ
た
自
己
は
、
経
験
遂
行
に
よ
り
我
有
化
さ
れ
更
 
 

新
さ
れ
る
解
釈
学
的
方
法
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 

自
己
自
身
を
所
有
す
る
と
い
う
根
本
経
験
は
、
何
の
問
題
も
な
く
 
 

意
の
ま
ま
に
で
き
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
意
の
ま
ま
に
し
て
 
 

《
我
》
を
一
般
的
に
目
指
す
も
の
で
も
な
い
。
《
あ
る
》
の
特
殊
 
 
 

な
意
味
が
、
秦
の
専
有
化
（
N
u
e
i
習
u
ロ
g
）
 
に
お
い
て
経
験
可
能
 
 

な
も
の
に
な
る
限
り
、
こ
の
経
験
遂
行
は
《
我
》
を
十
分
に
具
体
 
 
 

的
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
我
の
根
源
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
我
へ
と
椅
定
の
仕
方
で
翻
っ
て
 
 

目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
 
こ
の
経
煉
は
、
 
 

《
我
》
の
過
去
へ
の
本
来
的
な
史
実
的
広
が
り
を
所
有
す
る
。
こ
 
 

の
過
去
は
我
自
身
に
随
伴
し
て
い
る
付
属
品
な
ど
で
は
な
く
、
史
 
 
 

実
的
に
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
ま
た
、
我
 
 

自
身
か
ら
、
そ
れ
自
体
で
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
期
待
の
 
 
 

地
平
の
な
か
で
、
自
己
的
に
 
（
s
e
詳
s
註
c
已
 
〔
過
去
と
〕
共
同
し
 
 

て
所
有
し
な
が
ら
経
験
す
る
我
の
過
去
と
し
て
、
経
験
さ
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
我
の
史
実
的
な
根
本
意
味
に
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
経
 
 
 

験
遂
行
の
あ
り
方
を
現
象
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
実
存
現
象
 
 

に
該
当
し
て
い
る
錯
綜
と
し
た
根
本
意
味
の
問
題
全
体
に
お
い
 
 

て
、
決
定
的
な
課
題
で
あ
る
。
（
中
略
）
 
こ
の
課
題
に
応
じ
て
説
 
 

明
さ
れ
る
意
味
は
、
説
明
を
与
え
る
こ
と
そ
の
も
の
を
、
そ
の
本
 
 
 

質
的
特
長
に
従
っ
て
解
釈
学
的
概
念
と
し
て
何
度
も
生
じ
る
解
釈
 
 

の
更
新
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
よ
う
に
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

な
い
冨
i
d
．
㍍
－
ト
ー
〔
 
〕
内
筆
者
挿
入
】
。
 
 

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
専
有
化
」
は
、
文
脈
か
ら
読
み
取
る
の
で
 
 

あ
れ
ば
、
既
述
の
我
有
化
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
専
有
化
に
よ
り
史
実
 
 

は
、
現
在
に
脈
打
つ
歴
史
と
な
る
。
こ
こ
で
歴
史
が
問
題
に
な
っ
て
く
 
 

る
の
も
、
経
験
の
遂
行
が
独
立
し
た
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
縫
 
 

90   



厳
達
関
」
苫
i
d
」
に
お
い
て
存
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
験
連
関
 
 

は
、
自
己
自
身
と
歴
史
が
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
 
 

が
っ
て
自
己
の
経
験
は
、
「
剃
那
的
な
あ
り
方
で
孤
立
化
さ
れ
た
一
回
 
 

性
」
【
i
b
i
d
．
－
∽
望
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
つ
な
が
り
の
た
 
 

だ
な
か
で
、
そ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
に
存
在
す
る
。
歴
史
的
な
実
質
を
 
 

獲
得
す
る
考
察
こ
そ
が
解
釈
で
あ
る
。
解
釈
を
現
在
に
お
い
て
遂
行
す
 
 

る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
解
釈
を
何
度
も
繰
り
返
し
巻
き
返
し
更
新
す
る
 
 

作
業
は
、
解
釈
学
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
解
釈
学
は
歴
史
的
な
考
察
 
 

方
法
に
の
っ
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
歴
史
こ
 
 

そ
、
自
己
を
所
有
す
る
こ
と
に
「
実
質
」
【
i
b
i
d
」
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
実
存
に
お
け
る
自
己
と
歴
史
と
 
 

の
議
論
を
前
提
に
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
掲
げ
る
方
法
の
問
題
へ
と
議
 
 

論
を
展
開
さ
せ
る
。
そ
こ
で
掲
げ
ら
れ
る
問
題
は
、
実
存
の
普
遍
的
考
 
 

察
が
正
当
に
実
存
を
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
 
 

あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
実
存
を
考
察
す
る
こ
と
は
《
我
》
の
 
 

意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
《
我
》
の
意
味
は
普
遍
的
な
も
の
 
 

と
し
て
で
は
な
く
、
《
我
》
に
と
っ
て
固
有
的
（
e
i
g
e
n
臣
c
h
）
な
も
の
 
 

デ
ガ
ー
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
普
遍
的
考
察
を
掲
げ
、
そ
れ
に
よ
り
駆
使
 
 

と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
歴
史
的
で
あ
り
、
特
殊
的
 
 

な
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ハ
イ
 
 
 

さ
れ
る
方
法
論
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
厳
 
 

し
く
批
判
す
る
の
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
考
察
方
法
に
お
い
て
「
客
観
的
 
 

な
重
要
さ
」
宇
i
d
．
－
璧
こ
が
承
認
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
 
 

も
ま
た
、
実
存
を
把
捉
す
る
場
合
、
そ
れ
を
概
念
的
に
確
定
さ
す
る
こ
 
 

と
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
や
は
り
、
客
観
的
重
要
 
 

さ
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
の
把
捉
に
と
っ
て
「
堕
落
（
旨
邑
－
）
」
苫
i
d
」
 
 

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
形
式
的
告
 
 

示
に
よ
り
実
存
を
確
定
す
る
。
そ
れ
は
実
存
を
領
域
的
に
確
定
す
る
こ
 
 

と
か
ら
、
実
存
を
形
式
的
に
定
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
 
 

の
方
法
は
あ
く
ま
で
形
式
的
な
の
で
あ
る
。
実
存
を
把
捉
す
る
に
は
、
 
 

こ
の
形
式
的
な
段
階
よ
り
も
、
実
質
（
経
験
遂
行
）
を
獲
得
す
る
方
を
 
 

優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
実
存
に
と
っ
て
 
 

優
先
さ
れ
る
べ
き
実
質
の
獲
得
の
た
め
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
方
法
論
上
 
 

の
提
案
を
持
ち
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
実
存
の
実
 
 

質
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
《
我
あ
り
》
と
《
歴
史
》
と
の
関
連
を
踏
 
 

ま
え
た
う
え
で
、
実
存
の
経
験
遂
行
を
果
た
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
 
 

と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
捷
案
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
 
 

す
る
。
 
 

四
 
実
存
哲
学
の
軌
輸
 
 

す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
『
世
界
観
の
心
理
学
』
 
は
、
実
 
 

存
を
主
題
的
に
論
述
し
た
著
書
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
 
 

は
、
こ
の
著
書
に
よ
る
新
し
い
問
題
の
萌
芽
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
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ヤ
ス
パ
ー
ス
ヘ
の
批
判
は
、
同
時
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
へ
の
助
力
を
意
味
し
 
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
は
、
一
義
的
な
 
 

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
を
受
け
取
っ
て
か
ら
後
、
 
 

彼
の
主
著
と
評
さ
れ
る
『
哲
学
』
 
（
一
九
三
二
年
）
を
公
刊
し
た
。
こ
 
 

こ
で
彼
は
、
「
実
存
」
と
い
う
概
念
を
は
じ
め
て
詳
細
に
明
ら
か
に
し
、
 
 

そ
し
て
「
実
存
」
を
把
捉
す
る
固
有
の
方
法
論
と
し
て
、
「
実
存
開
明
」
 
 

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 
 
 

だ
が
、
こ
の
方
法
論
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
提
案
に
従
っ
た
も
の
と
は
考
 
 

え
づ
ら
い
。
実
存
を
開
明
す
る
際
に
は
、
概
念
化
す
る
作
用
（
対
象
性
）
 
 

が
否
定
媒
介
的
に
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
が
両
者
の
異
な
る
点
は
、
ハ
イ
 
 

デ
ガ
ー
の
方
で
は
概
念
化
を
消
極
的
に
必
要
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
方
で
は
そ
れ
を
積
極
的
に
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
 
 

ろ
う
。
「
実
存
開
明
す
る
思
惟
は
実
存
の
現
実
性
へ
向
か
っ
て
い
る
。
 
 

こ
の
現
実
性
は
、
こ
の
現
実
性
の
歴
史
的
状
況
内
に
お
け
る
自
己
自
身
 
 

へ
の
超
越
で
あ
る
。
し
か
し
開
明
す
る
思
惟
は
手
段
と
し
て
対
象
的
思
 
 

考
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
思
考
に
よ
り
開
明
す
る
思
惟
は
、
実
存
そ
の
 
 

も
の
た
る
か
の
根
源
的
超
越
へ
超
越
す
る
」
 
q
a
s
∽
N
】
盟
。
 
 

一
九
五
〇
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
宛
の
書
簡
に
お
い
て
こ
 
 

う
縛
っ
て
い
る
。
 
 

あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
哲
学
の
内
的
体
系
を
そ
の
哲
学
の
建
設
と
 
 
 

改
修
と
い
う
点
で
、
交
わ
り
と
い
う
根
本
経
験
か
ら
純
粋
に
掟
示
 
 

す
る
こ
と
を
試
み
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
本
来
的
な
 
 

も
の
が
、
依
然
と
し
て
あ
ま
り
に
も
諸
々
の
表
象
や
諸
区
別
の
伝
 
 
 

統
的
な
体
系
に
複
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 
 
 

さ
ら
に
問
題
は
、
あ
な
た
の
思
索
の
《
新
し
さ
》
を
こ
う
し
た
根
 
 
 

本
経
験
か
ら
純
粋
に
提
示
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
 
〔
根
 
 
 

本
経
験
か
ら
純
粋
に
提
示
す
る
〕
よ
う
に
し
て
こ
の
思
索
を
周
知
 
 

の
も
の
に
対
し
て
よ
り
鮮
明
に
刻
印
づ
け
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
 
 

そ
れ
は
、
私
が
3
0
年
前
に
あ
な
た
の
 
『
世
界
観
の
心
理
学
』
 
に
提
 
 
 

起
し
た
の
と
同
様
の
問
い
で
す
【
H
≧
一
声
N
O
料
－
 
〔
 
〕
内
筆
者
 
 

挿
入
】
。
 
 

こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
書
簡
に
対
し
て
、
実
際
に
は
郵
送
さ
れ
な
か
っ
 
 

た
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
回
答
が
記
さ
れ
た
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
 
 

こ
に
は
次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
 
 

伝
統
的
な
も
の
は
、
実
に
豊
か
で
本
質
的
で
す
。
そ
の
た
め
、
単
 
 
 

一
さ
や
本
質
へ
と
た
え
ず
か
か
わ
り
な
が
ら
最
大
限
の
広
さ
の
な
 
 

か
で
の
我
有
化
は
、
私
に
と
っ
て
、
現
在
の
洞
察
に
対
し
て
絶
対
 
 

に
必
須
の
援
助
で
あ
り
糧
で
あ
り
ま
す
苫
i
d
．
㍍
○
盟
。
 
 

お
そ
ら
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
依
然
と
し
て
近
代
以
降
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よ
り
確
立
さ
れ
た
主
観
と
客
観
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
に
足
を
引
っ
 
 

張
ら
れ
て
考
察
を
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の
批
判
が
理
解
さ
れ
 
 

な
か
っ
た
と
い
う
思
い
を
終
生
抱
き
続
け
た
に
適
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

そ
れ
は
ま
た
、
彼
ら
が
共
有
し
た
 
「
伝
統
的
哲
学
」
 
へ
の
叛
意
を
裏
切
 
 

る
結
果
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
に
は
映
っ
た
に
適
い
な
か
ろ
う
。
 
 
 

だ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
了
解
し
て
い
た
 
「
伝
統
的
哲
学
」
は
、
ほ
ぼ
 
 

「
講
壇
哲
学
」
と
同
義
で
あ
り
、
近
代
ま
で
射
程
を
拡
張
し
た
も
の
で
 
 

は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
近
代
的
な
主
観
－
 
 

客
観
－
分
裂
を
モ
デ
ル
と
し
た
思
考
方
法
は
終
生
貫
か
れ
た
考
え
方
で
 
 

あ
り
、
そ
れ
は
 
『
世
界
観
の
心
理
学
』
よ
り
以
前
の
精
神
病
理
学
に
従
 
 

事
し
た
時
代
か
ら
端
を
発
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
終
生
貫
い
た
こ
の
考
え
方
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
 
 

に
は
、
「
哲
学
史
的
状
況
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
と
映
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
点
か
ら
起
因
し
て
、
両
者
の
実
存
に
対
す
 
 

る
予
握
の
差
異
も
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ハ
 
 

イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
実
存
を
歴
史
的
に
新
し
い
問
題
と
す
る
た
め
に
 
 

は
、
近
代
ま
で
射
程
を
広
げ
た
予
掘
を
必
要
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
そ
れ
は
、
同
時
代
の
講
壇
哲
学
に
対
す
る
批
判
点
 
 

で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

実
存
哲
学
は
 
「
伝
統
的
哲
学
」
 
へ
の
叛
意
に
よ
り
誕
生
し
た
と
い
う
 
 

こ
と
、
こ
の
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し
 
 

た
両
人
に
お
け
る
「
伝
統
的
哲
学
」
 
の
了
解
内
容
の
差
異
が
、
そ
の
後
 
 

参
考
文
献
 
 

【
H
e
i
謡
］
M
巴
丘
n
 
H
e
i
d
e
叫
g
e
♪
．
わ
巨
ヨ
e
r
打
u
n
g
e
n
巨
こ
紆
】
ト
ー
l
a
s
p
e
r
s
《
P
s
y
c
h
O
－
○
温
e
 
 
 

d
e
r
貞
紆
－
｛
旨
S
C
h
a
亡
u
n
g
》
（
－
讐
モ
N
亡
－
」
n
‥
F
計
d
計
h
・
萄
旨
e
許
さ
n
H
e
r
r
m
冒
n
 
 

竜
g
．
エ
．
司
隠
3
日
慕
謡
．
P
P
u
も
p
」
・
怠
．
5
雷
ユ
0
日
O
S
t
e
r
m
賀
n
」
蛮
声
 
 

【
H
e
i
諾
a
】
H
呂
S
・
H
e
F
u
t
G
賀
d
e
r
竜
g
．
エ
．
軍
書
尊
皇
を
莞
計
ユ
ざ
ぎ
き
等
き
骨
．
 
 

の
声
∴
品
．
≦
＃
○
ユ
○
邑
O
S
t
e
r
m
巴
5
」
笠
∽
．
 
 

苫
e
i
誤
b
一
C
－
a
u
象
u
s
S
冒
u
b
e
笥
g
．
エ
．
⊇
瞥
屯
営
⊇
已
局
訂
計
ヽ
A
誘
C
首
謀
董
§
軋
 
 

札
現
ゝ
琵
軋
⊇
へ
訂
．
の
b
r
．
∽
也
－
く
i
霹
○
コ
．
〇
呂
O
S
t
e
r
m
賀
夕
忘
畠
．
 
 

【
H
品
0
0
ゴ
F
計
d
旨
h
H
局
e
m
賀
ロ
∴
H
e
i
d
e
g
g
e
r
s
K
O
已
e
p
許
n
d
e
r
苫
瞥
O
m
e
n
O
－
○
温
e
 
 
 

i
n
 
d
e
ロ
ざ
r
訂
s
u
扁
e
n
 
a
u
S
 
d
e
m
 
W
i
n
t
e
r
s
e
m
e
s
t
e
r
－
讐
モ
N
O
 
u
乱
d
e
ヨ
 
 

S
O
m
m
e
r
S
e
m
e
S
t
e
r
－
り
N
〇
二
n
‥
耳
宣
告
f
R
O
d
i
層
g
．
エ
．
b
賢
思
さ
ぎ
ぎ
ぎ
已
こ
詳
 
 
 

連
詩
属
官
計
翠
諷
（
訂
註
註
詩
軋
雫
n
㌫
浄
弓
許
冥
邑
首
．
苫
－
．
舎
p
p
．
∽
ヤ
ご
．
 
 

」
計
ロ
d
e
n
h
O
e
C
k
紆
搾
u
p
r
e
c
h
t
」
』
笥
．
 
 

【
H
＼
J
琵
】
貞
訂
】
t
e
r
宅
i
e
m
e
－
呂
d
H
冒
S
S
旨
e
r
管
g
．
エ
ー
秦
諷
ぎ
慧
を
頃
ミ
表
宣
 
 
 

旨
協
内
謁
短
3
．
昔
采
訂
乳
h
℃
短
Y
一
也
訟
．
S
e
n
e
P
i
p
e
r
－
N
窒
」
遥
N
．
 
 

【
i
m
d
笥
】
G
e
O
毒
－
m
d
旨
－
－
臣
已
監
査
罠
邑
旨
芦
塾
温
点
雪
盲
箋
邑
聖
竪
腎
邑
 
 

無
蓋
§
§
塾
〓
計
計
ご
富
家
苧
守
註
責
苛
こ
ぎ
計
彗
慧
岳
こ
巴
也
罫
こ
綾
蔓
 
 

K
α
2
．
g
S
h
a
u
s
e
ロ
紆
N
e
u
m
賀
き
一
等
べ
．
 
 

雷
s
u
N
】
只
邑
l
a
s
p
e
r
s
ふ
ぎ
浄
写
き
き
磨
こ
u
F
u
s
S
p
ユ
n
g
e
♪
－
誤
N
．
 
 

U
a
s
遥
】
エ
賀
S
S
旨
e
r
竜
g
．
エ
｝
L
ぎ
許
内
議
N
崇
』
計
温
讃
昏
叫
軋
唾
N
3
戸
P
i
p
e
r
紆
C
〇
．
｝
 
 

－
u
可
加
．
 
 

の
 
「
実
存
思
想
」
 
の
展
開
の
差
異
を
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に
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わ
れ
る
。
 
 

そ
れ
は
ま
た
、
実
存
哲
学
の
多
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性
を
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す
と
同
時
に
、
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ら
の
 
「
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本
経
験
」
 
の
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を
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さ
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。
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U
a
s
筐
】
只
胃
こ
a
s
p
e
r
s
．
謡
替
ゎ
亀
罫
謎
m
ゝ
紀
監
町
豊
V
已
内
局
r
w
e
i
t
e
r
t
e
N
e
u
a
u
s
g
a
b
e
）
｝
 
 
 

R
．
ヨ
p
e
r
紆
C
〇
．
」
岩
野
 
 

【
N
i
e
誓
】
耳
i
e
d
n
c
F
尋
i
m
e
ど
こ
蓋
e
訂
s
c
訂
一
向
c
c
m
ぎ
S
タ
G
i
O
邑
O
C
O
亡
呂
d
M
試
Z
i
n
O
 
 

M
O
日
払
口
琴
i
．
e
d
i
t
O
r
S
．
S
師
ヨ
象
〔
h
e
寿
斉
e
‥
家
計
n
b
e
S
ど
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
．
B
d
．
↓
、
 
 
 

d
す
d
e
G
r
u
笠
e
∫
－
諾
〇
．
 
 

（  

2  ヽ  J  

こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
遺
稿
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
メ
モ
の
な
か
に
散
見
さ
れ
 
 

る
。
と
り
わ
け
残
さ
れ
た
メ
モ
の
最
後
の
箇
所
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
私
は
、
永
遠
の
思
弁
を
む
な
し
く
模
索
し
な
が
ら
、
こ
の
思
弁
を
重
要
と
 
 

み
な
し
て
く
る
人
物
を
求
め
、
た
っ
た
一
人
の
人
物
に
出
会
い
、
そ
れ
以
外
 
 

で
は
誰
に
も
出
会
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
省
 
 

こ
そ
私
に
と
っ
て
感
熱
無
礼
な
敵
対
者
（
h
α
臣
c
b
e
r
F
e
5
．
d
）
だ
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
わ
れ
わ
れ
が
仕
え
る
権
力
が
相
い
れ
な
か
っ
た
か
ら
 
 

で
あ
る
」
雷
s
、
声
N
澄
】
。
ま
た
自
伝
に
お
い
て
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
側
で
同
 
 

時
に
抱
か
れ
た
反
感
と
共
感
の
思
い
は
赤
裸
々
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
れ
 
 

わ
れ
が
互
い
に
知
り
合
っ
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
『
世
界
観
の
心
理
学
』
が
公
 
 

刊
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
著
書
に
は
多
く
の
読
者
が
い
た
が
、
同
業
者
に
は
認
 
 

め
ら
れ
ず
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
り
私
の
著
番
の
意
図
と
は
疎
遠
で
あ
っ
た
観
 
 

点
か
ら
打
ち
砕
か
れ
た
が
、
他
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
著
書
を
並
外
れ
て
 
 

根
本
的
に
読
み
取
っ
て
く
れ
、
私
を
創
設
者
と
肯
定
す
る
と
同
時
に
、
未
発
 
 

表
の
批
判
を
通
じ
て
誰
よ
り
も
冷
徹
に
問
題
提
起
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
被
 
 

は
私
に
こ
の
批
判
の
原
稿
を
渡
し
て
く
れ
た
。
こ
の
批
判
は
私
に
と
っ
て
不
 
 

当
な
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
私
は
こ
の
批
判
を
ざ
っ
と
一
説
し
た
が
、
こ
の
批
 
 

判
は
私
に
と
っ
て
実
り
豊
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
、
彼
が
こ
の
批
 
 

判
を
提
案
し
た
の
と
は
異
な
る
道
を
歩
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」
雷
s
芦
墨
。
 
 

ホ
ゲ
マ
ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
論
評
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
 
 

全
集
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
一
票
岩
年
貢
講
義
で
は
、
内
容
上
で
多
く
の
類
似
点
 
 

（
3
）
 
 

が
見
出
さ
れ
、
そ
の
講
義
の
筆
記
録
と
こ
の
論
評
で
は
一
致
し
て
い
る
文
革
 
 

も
あ
る
よ
う
で
あ
る
【
H
品
彗
㌫
釘
悪
】
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
 
 

こ
の
論
評
に
着
手
し
て
い
た
の
が
、
一
九
一
九
年
か
ら
二
一
年
の
間
で
あ
る
 
 

こ
と
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
公
刊
さ
れ
て
い
 
 

る
講
義
の
締
め
括
り
に
は
、
次
の
よ
う
な
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
対
す
る
評
価
が
下
 
 

さ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
よ
う
な
〔
生
の
事
実
性
と
現
存
在
の
事
業
性
を
強
固
な
 
 

も
の
に
す
る
と
い
う
課
題
を
も
ち
、
支
配
的
な
生
の
方
向
と
支
配
的
な
哲
学
 
 

か
ら
距
離
を
と
る
課
題
を
も
つ
よ
う
な
〕
哲
学
へ
の
途
上
に
立
つ
の
は
、
た
っ
 
 

た
一
人
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
者
が
立
つ
道
を
概
し
て
確
認
し
て
お
 
 

か
な
か
っ
た
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
あ
る
」
【
H
e
i
謡
b
L
謡
－
 
〔
 
〕
内
筆
者
 
 

挿
入
】
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
支
配
的
な
哲
学
と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
、
講
壇
哲
 
 

学
を
含
む
近
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
 
「
伝
統
的
哲
学
」
 
の
こ
と
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
し
て
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
的
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
を
 
 

歴
史
的
に
解
体
し
、
独
自
の
哲
学
を
樹
立
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
 
 

し
て
こ
の
課
題
に
同
行
で
き
る
人
物
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
評
価
さ
れ
た
 
 

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
論
評
の
意
図
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
ヘ
の
敬
 
 

意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
術
語
を
用
い
始
め
た
の
は
、
イ
ム
ダ
ー
ル
の
報
告
に
よ
 
 

れ
ば
一
九
一
九
1
一
九
二
〇
年
の
冬
講
義
の
よ
う
で
あ
る
【
I
m
d
笥
L
彗
】
。
そ
 
 

の
講
義
で
形
式
的
告
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

「
（
諸
々
の
客
観
化
を
）
批
判
的
に
破
壊
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
 
 

よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
概
念
 
〔
生
、
体
験
、
自
我
、
自
身
、
自
己
と
 
 

い
っ
た
諸
概
念
〕
 
は
一
義
的
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
 
 

れ
の
研
究
に
お
け
る
現
象
を
ほ
の
め
か
す
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
概
念
は
 
 

具
体
的
領
域
の
内
情
を
指
し
示
す
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
単
に
形
式
的
 
 

で
あ
る
特
徴
（
形
式
的
告
示
の
意
味
）
を
も
つ
の
で
あ
る
」
【
H
e
i
拐
a
㍍
怠
－
 
 

〔
 
〕
内
筆
者
挿
入
一
。
こ
の
講
義
に
お
い
て
は
、
形
式
的
告
示
に
つ
い
て
詳
 
 

述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
断
に
迷
 
 

う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
形
式
的
告
示
が
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
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独
自
の
方
法
論
で
あ
る
こ
と
は
、
研
究
史
上
の
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
 
 

し
こ
の
一
九
一
九
－
一
九
二
〇
年
の
冬
講
義
で
は
、
こ
の
言
葉
に
重
要
な
意
 
 

味
を
込
め
て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
文
章
の
前
後
の
文
脈
を
 
 

考
慮
に
入
れ
る
に
し
て
も
、
こ
の
 
「
形
式
的
」
と
い
う
付
加
語
が
何
を
意
味
 
 

し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
 
 

（
4
）
 
こ
の
批
判
点
は
、
一
九
二
二
年
六
月
二
七
日
に
送
ら
れ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
『
ス
 
 

ト
リ
ン
ド
ベ
リ
と
フ
ァ
ン
■
ゴ
ッ
ホ
』
と
い
う
精
神
病
理
学
的
研
究
書
に
対
 
 

す
る
礼
状
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

あ
な
た
の
哲
学
上
の
学
問
的
態
度
は
、
こ
の
著
書
〔
『
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
 
 

リ
と
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
』
〕
 
に
お
い
て
さ
ら
に
い
っ
そ
う
明
確
に
表
わ
さ
 
 

れ
て
お
り
ま
す
。
あ
な
た
が
古
い
意
味
で
の
心
理
学
的
因
果
性
を
精
神
 
 

的
－
歴
史
的
世
界
へ
と
ポ
ジ
テ
ィ
プ
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
 
 

こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
表
わ
れ
出
て
お
り
ま
す
。
 
 

こ
の
課
程
は
、
そ
の
基
礎
に
お
い
に
て
次
の
間
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。
 
 

そ
の
間
い
と
は
、
原
理
的
に
統
一
さ
れ
て
い
て
、
範
疇
の
点
か
ら
概
念
 
 

的
に
生
を
徹
底
化
す
る
こ
と
へ
と
、
こ
の
よ
う
な
、
た
と
え
ば
精
神
分
 
 

裂
病
的
な
も
の
《
領
域
》
を
生
の
存
在
意
味
と
対
象
意
味
か
ら
、
ど
の
 
 

よ
う
に
し
て
組
み
込
む
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
〔
し
か
し
な
が
ら
〕
そ
 
 

の
よ
う
な
問
い
も
、
依
然
と
し
て
古
い
仕
方
で
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
 
 

り
ま
す
。
（
中
略
）
 
人
間
的
現
存
在
を
と
も
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
 
 

そ
し
て
そ
れ
に
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
 
 

の
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
 
 

そ
れ
は
ま
た
、
生
－
存
在
や
人
間
！
存
在
の
存
在
意
味
が
根
源
的
に
埴
 
 

得
さ
れ
、
範
疇
的
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
 

心
的
な
も
の
は
、
人
間
が
所
有
す
る
も
の
、
意
識
的
な
い
し
は
無
意
識
 
 

的
に
所
有
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
人
間
が
存
在
す
る
と
 
 

い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
心
的
な
も
の
を
活
発
化
さ
せ
る
も
の
で
す
。
 
 

い
わ
ば
原
理
的
に
、
わ
れ
わ
れ
が
所
有
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
 
 
 

が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
対
象
が
存
在
す
る
の
で
す
【
H
≧
岸
N
翠
－
〓
 
 

肉
筆
者
挿
入
】
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
概
念
的
に
所
有
す
る
に
と
ど
ま
る
対
象
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
 
 

が
そ
れ
で
《
あ
る
》
と
こ
ろ
の
対
象
を
、
ど
の
よ
う
に
哲
学
的
な
範
将
に
お
 
 

い
て
問
題
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
し
て
生
や
心
的
な
も
の
は
、
こ
の
間
い
を
め
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
 

さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
当
時
、
こ
の
よ
う
な
目
論
見
の
も
と
で
存
在
論
の
 
 

歴
史
的
な
解
体
を
画
策
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
存
を
 
 

掲
げ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
よ
う
。
 
 

（
よ
し
だ
・
し
ん
や
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
哲
学
・
思
想
専
攻
）
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