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序

解
釈
学
的
現
象
学
の
成
立
と
そ
の
射
程

西
洋
哲
学
の
伝
統
の
な
か
か
ら
生
い
た
っ
て
き
た
解
釈
学
と
現
象
学
と

い
う
二
つ
の
思
惟
の
出
会
い
と
結
び
つ
き
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
ガ
ー
ダ

マ
ー
、
リ
ク
ー
ル
ら
に
い
た
る
現
代
の
解
釈
学
的
哲
学
の
中
核
部
分
を
形

づ
く
る
う
え
で
決
定
的
な
意
義
と
役
割
と
を
も
つ
出
来
事
で
あ
っ
た
。
両

者
を
結
び
つ
け
る
哲
学
は
、
そ
の
創
始
者
と
み
な
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

語
法
に
従
っ
て
、
「
解
釈
学
的
現
象
学
(
h
e
r
m
e
n
e
u
t
i
s
c
h
e
P
h
a
n
o
m
e
 ,
 

(
1
)
 

n
o
l
o
g
i
e
)
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
呼
称
は
、
一
見
純
粋
な
方
法
論
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

が
、
方
法
論
と
い
え
ど
も
お
の
ず
か
ら
主
題
的
限
定
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、

と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
に
は
明
確
に
基
礎
的
存
在
論
と
い
う
テ
ー

マ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
も
っ
と
も
、
初
期
に
は
、
ま
だ
基
礎

的
存
在
論
の
理
念
は
明
確
に
は
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
的
生
の
解
釈

学
の
理
念
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
）
し
か
し
こ
の
中
立
的
に
み
え
る
方
法

論
的
性
格
と
、
主
題
の
限
定
と
い
う
特
殊
な
性
格
と
の
二
義
性
は
、
そ
の

後
の
こ
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て
、
主
題
と
な
る
事
柄
を
め
ぐ
る
幾
許
か

の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
解
釈
学
的
現
象
学
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
方
で
西
洋
近

代
の
意
識
哲
学
の
現
代
的
帰
結
と
も
い
う
べ
き
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的

現
象
学
と
、
他
方
で
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
哲
学
的
性
格
を
付
与
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
で
個
的
な
人
間
的
生
の
理
解
の
哲
学
的
方
法
論
と

な
っ
た
解
釈
学
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
伝
統
的
な

形
而
上
学
的
思
惟
な
い
し
本
質
哲
学
の
破
綻
の
の
ち
に
、
理
性
的
で
合
理

的
な
哲
学
的
思
惟
と
、
具
体
的
で
特
殊
な
存
在
の
意
味
を
と
ら
え
る
I

或
る
意
味
で
は
非
合
理
な

i

思
惟
と
の
統
一
形
式
と
し
て
、
或
る
新
し

い
思
惟
と
哲
学
の
領
野
を
切
り
開
く
役
割
と
意
義
と
を
担
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
期
待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
釈
学
的
現
象
学

の
そ
の
後
の
展
開
は
、
そ
れ
ほ
ど
平
坦
で
見
通
し
の
よ
い
も
の
で
あ
っ
た

溝

口

宏

平

ー



の
み
な
ら
ず
、

わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
解
釈
学
的
現
象
学
を
提
唱
し
た
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
が
、
中
期
以
降
に
な
る
と
当
の
解
釈
学
的
現
象
学
を
放
棄
し
た

の
ち
に
デ
リ
ダ
ら
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
哲
学
者
た
ち
か
ら

再
び
伝
統
的
な
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
へ
逆
行
し
た
と
批
判
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
「
存
在
の
真
理
」
や
「
存
在
の
言
葉
」
の
思
想
を
主
張
す
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
の

理
念
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
ガ
ー
ダ
マ
ー
も
、
理
解
と
解
釈
の
現
象
学
的

な
構
造
分
析
に
努
力
を
傾
け
な
が
ら
も
、
結
果
的
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来

の
光
の
形
而
上
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
な
言
語
の
普
逼
的
存
在
論
へ
の

方
向
を
と
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
リ
ク
ー
ル
の
試
み
た

独
自
の
言
語
の
現
象
学
に
基
づ
く
テ
ク
ス
ト
解
釈
理
論
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

的
解
釈
学
的
現
象
学
の
主
題
の
う
え
で
の
変
容
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ

う
。
そ
の
他
に
、
た
と
え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
学
派
へ
の
影
響
な
ど
が
あ
げ
れ

る
も
の
の
、
解
釈
学
的
現
象
学
そ
の
も
の
の
目
立
っ
た
展
開
な
い
し
成
果

を
指
摘
す
る
こ
と
は
目
下
の
と
こ
ろ
は
難
し
い
。
こ
う
し
た
点
を
顧
み
れ

ば
、
解
釈
学
的
現
象
学
の
概
念
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
一
義
的
に
定
ま
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
主
題
と
領
野
と
可
能
性
と
に
関
し
て
、
初
め
か

ら
曖
昧
さ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
解
の
可
能
性
を
も
含
ん
だ
も
の
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
さ
え
生
じ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
と
も
、

そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
な
い
し
展
開
は
解
釈
学
的
現
象
学
自
体
の

も
つ
問
題
性
の
必
然
的
な
帰
結
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
現
象
学
と
解
釈
学
と
の
結
ぴ
つ
き
と
い
う
出
来
事

は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
思
惟
の
変
貌
と
領

野
の
新
し
さ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
結
び
つ
き
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ッ
サ
ー
ル
的
現
象
学
と
デ
ィ
ル
タ
イ
的
解

釈
学
と
の
単
純
な
結
合
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
新
カ
ン
ト

学
派
的
な
発
想
の
延
長
上
に
あ
っ
て
、
普
逼
的
合
理
的
理
性
を
、
個
性
的

な
生
を
把
捉
す
る
歴
史
的
理
性
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
意

味
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
超
越
論
的
な
普
逼
性
を
要
求
す
る
現
象
学

と
、
歴
史
性
に
基
礎
を
お
く
解
釈
学
と
の
結
合
は
、
た
と
え
両
者
が
人
間

の
生
の
次
元
を
共
通
の
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
単
な
る

並
立
的
で
外
面
的
な
結
合
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惟
の
本

質
的
な
変
貌
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
事
実
わ
れ

わ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理

解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
生
じ

て
き
た
背
景
と
な
る
条
件
と
し
て
、
両
者
が
他
の
諸
々
の
現
代
哲
学
と
等

し
く
共
有
し
て
い
る
状
況
、
つ
ま
り
、
思
惟
の
本
質
的
な
有
限
性
と
現
実

の
背
後
遡
及
不
可
能
性
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
人
間
の
本
質
的
な
歴
史
性

と
社
会
的
共
同
性
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
人
間
と
世
界
と
の
存
在
の
基
底

と
な
る
言
語
、
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
む
し
ろ
解
釈
学
的
現
象
学
や
、
あ
る
い

は
、
一
般
に
解
釈
学
的
哲
学
と
称
さ
れ
る
現
代
の
諸
々
の
哲
学
、
さ
ら
に

い
え
ば
主
と
し
て
人
間
の
歴
史
性
に
視
座
を
定
め
る
諸
哲
学
が
、
自
ら
の

時
代
的
碁
盤
と
し
て
明
る
み
に
取
り
出
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
覚
さ
れ

2
 



て
き
て
い
る
状
況
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
た
し
か
に
理
解
の
た
め
の
必
要

条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
両
者
の
結
合
の
内
的
必
然
性
と
そ
こ
に
生
じ
た
思

惟
の
具
体
的
な
特
性
を
そ
の
ま
ま
直
ち
に
教
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
現
象
学
と
解
釈
学
と
の
内
的
な
連
関
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
両
者
の
結
ぴ
つ
き
そ
の
も
の
が
生
じ
た
現
場
に
立
ち
戻
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
合
を
可
能
に
し
て
い
る
思
惟
の
具
体
的
な
構
造
と
条
件
お
よ

び
結
合
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
潜
ん
で
い
る
問
題
性

(
2
)
 

を
洗
い
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
現
代
に
あ
っ
て
、
哲

学
固
有
の
課
題
と
領
野
を
確
保
す
る
う
え
で
必
要
な
作
業
の
ひ
と
つ
で
も

あ
り
、
同
時
に
解
釈
学
的
現
象
学
自
体
の
可
能
性
を
見
定
め
る
こ
と
に
も

繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
解
釈
学
的
現

象
学
の
提
起
し
た
問
題
は
ま
だ
決
着
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
下
の
論
究
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
考
察
の
目
標
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
解
釈
学
的
現
象
学
の
概
念
の
内
的
構
造
と
そ
の
問
題
点
を
取
り
出
す
こ

と
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
の
創
始
者
で
あ
る
か

ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

の
ち
の
ガ
ー
ダ
マ
ー
や
リ
ク
ー
ル
に
あ
っ
て

は
解
釈
学
の
概
念
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
き
て
お
り
、
一
律
に
論
じ
る
こ

と
を
妨
げ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
従
っ
て
、

「
解
釈
学
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
そ
の
哲
学
的
思
惟
の
対
象
で
は
な
く
、

遂
行
形
態
を
表
示
す
る
も
の
と
み
な
す
べ
き
な
ら
、
厳
密
に
は
解
釈
学
的

現
象
学
と
い
う
名
称
は
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な

い
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
お
お
む
ね
「
解
釈
」
と
い
う
働
き
に
つ
い

て
の
現
象
学
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

(
3
)
 

「
現
象
学
的
記
述
の
方
法
的
意
味
は
、
解
釈

(Auslegung)
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
、
『
存
在
と
時
間
』
の
現
象
学
に
つ
い
て
の
予
備
的
考

察
の
な
か
で
掲
げ
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ー
ゼ
は
、
基
礎
的
存
在
論
と

し
て
遂
行
さ
れ
る
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
が
そ
の
方
法
論
的
性
格
に

関
し
て
い
え
ば
解
釈
学
的
現
象
学
で
あ
る
こ
と
を
告
示
し
特
色
づ
け
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
解
釈
学
的
現
象
学
の
概
念
そ
の
も
の
は
、
『
存
在

と
時
間
』
に
お
い
て
初
め
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
初

期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
の
「
事
実
性
の
解
釈
学

(
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
der 

Faktizitat)
」
の
一
連
の
講
義
の
な
か
で
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
現
象
学
と
解
釈
学
の
結
合
を
告
げ
る
テ
ー
ゼ
は
、
そ
れ
ほ

ど
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
な
に
よ
り
も
両
者
の

概
念
そ
の
も
の
が
明
瞭
で
は
な
い
点
に
あ
る
。
現
象
学
も
解
釈
学
も
、
周

知
の
よ
う
に
す
で
に
一
方
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
他
方
は
デ
ィ
ル
タ

イ
に
よ
っ
て
一
定
の
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
み
ず
か
ら
が
採
用
す
る
に
当
っ
て
は
両
者

の
概
念
を
そ
う
し
た
既
存
の
意
味
に
解
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い

現
象
学
と
解
釈
学
の
出
会
い
と
結
合

3
 



ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
既
存
の
現
象
学
と
解
釈
学
と
を
統
合
し

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
両
者
へ
の
批
判
と
意
味
変
更
と
を
行

な
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
両
者
の
総
合
と
い

う
よ
う
な
事
態
を
可
能
に
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
変
更
に
よ
っ
て
両
者
の
結
合
|
|
＇
結
論
を
先

取
り
し
て
い
え
ば
現
象
学
か
ら
解
釈
学
へ
移
行
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
結

合
ー
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
し
か
し
ま
ず

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
な
し
て
い
る
現
象
学
の
概
念
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
取
り

上
げ
検
討
し
て
お
き
た
い
。

(

l

)

 

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
現
象
学
概
念
の
特
異
性

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
す
で
に
一
九
二
五
年
の
夏
学
期
講
義
『
時
間
概
念
の

歴
史
へ
の
序
説
』
(
P
r
o
l袋
omen.a
筵
r
G
終
h
i
c
h
t
e
d窃

N
母
窓
g
込か）

や
、
『
存
在
と
時
間
』
あ
る
い
は
一
九
二
七
年
の
夏
学
期
講
義
『
現
象
学
の

根
本
諸
問
題
』
(
D
i
.
e
G
r
u菱
i
p
r
o
b
l
e
m
e
d
e
r
p君ミ
0
m
go
l
o
g
邑
な
ど
に

お
い
て
、
再
三
再
四
現
象
学
は
、
そ
れ
が
正
し
く
理
解
さ
れ
た
場
合
に
は
、

「
方
法
の
概
念
(
M
e
t
h
o
d
e
n
b
e
g
r
i
f
f
)
」
で
あ
り
、
「
哲
学
に
お
け
る
探
求

(
4
)
 

の
可
能
性
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
は
次
の
よ
う

、つ
し
こ↓‘̀
 

「
現
象
学
は
さ
し
あ
た
り
純
粋
な
方
法
概
念
で
あ
り
、
探
求
の
い
か
に

(wie)
と
い
う
こ
と
を
申
し
立
て
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
現
象
学
の
実

行
に
努
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
に
お
け
る
も
っ
と
も
根
本
的
な
探

い
か
え
れ
ば

そ
の
も
の
へ
向
か
お
う
と
し
た
と
主
張
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ

あ
る
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
現
象
学
理
解
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
文
章
で
も

「
現
実
性
よ
り
も
よ
り
一
層
高
み
に
可
能
性
は
あ
る
。
現
象
学
を
理
解

す
る
こ
と
は
、
た
だ
た
だ
現
象
学
を
可
能
性
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の

(
6
)
 

う
ち
に
存
し
て
い
る
。
」

こ
う
し
た
現
象
学
の
一
見
無
内
容
と
も
い
え
る
よ
う
な
形
式
的
規
定
を
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
晩
年
に
な
っ
て
も
な
お
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
語
り
続
け

「
し
か
し
現
象
学
は
、
そ
の
も
っ
と
も
固
有
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
は

い
か
な
る
方
向
で
も
な
い
。
現
象
学
は
、
時
と
と
も
に
変
貌
し
、
し
か

も
変
貌
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
留
ま
り
続
け
る
思
惟
の
可
能
性
、
し

か
も
思
惟
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
呼
び
掛
け
に
応
答
す
る
思
惟
の
可
能
性

(
7
)
 

で
あ
る
」
、
と
。

こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
規
定
は
、

論
と
し
て
は
独
自
の
実
質
的
な
内
容
も
主
張
も
も
た
な
い
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
現
象
学
は
、
一
種
の
意

識
態
度
あ
る
い
は
心
構
え
の
ご
と
き
も
の
に
留
ま
り
、
そ
の
限
り
で
は
「
事

柄
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
現
象
学
の
モ
ッ
ト
ー
も
、
決
し
て
現
象
学
に
固

有
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
お
う
。
古
来
ど
の
よ
う
な
哲
学
も
事
柄

て
い
る
。

あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
現
象
学
が
哲
学
的
理

(
5
)
 

求
に
着
手
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

4
 



ハ
イ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
現
象
学
の
固
有
の
学
と

し
て
の
無
内
容
性
を
こ
そ
現
象
学
そ
の
も
の
の
利
点
な
い
し
積
極
的
な
意

義
と
み
な
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
み
え
る
。

し
か
し
他
方
わ
れ
わ
れ
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
象
学
の
予
備

的
な
規
定
の
箇
所
で
、
現
象
学
独
自
の
積
極
的
と
も
い
え
そ
う
な
規
定
に

も
出
会
う
。
彼
は
現
象
学
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
そ
れ
自
身
を
示
す
も
の
を
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
自
身
か
ら
そ
れ
自
身

(
8
)
 

を
示
す
よ
う
に
、
そ
の
も
の
自
身
か
ら
見
え
し
め
る
こ
と
。
」

こ
の
規
定
は
、
現
象
学
に
つ
い
て
の
秀
逸
な
説
明
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
規
定
で
も
あ
る
が
、
彼
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
さ

し
あ
た
り
は
形
式
的
な
規
定
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
こ

こ
か
ら
は
現
象
学
の
方
法
と
し
て
は
、
た
だ
「
直
接
的
な
明
示
と
直
接
的

な
証
示
」

(direkte
A
u
f
w
e
i
s
目
g
日
1d
direkte A
u
s
w
e
i
s
u
n
g
)
が
い

わ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
方
法
論
上
の
よ
り
具
体
的
な
指
示
が
そ
れ
以
上
な

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
「
そ
れ
自
身
を
示

す
も
の
」
と
し
て
の
現
象
へ
の
接
近
を
可
能
に
す
る
方
法
と
し
て
、

デ
ガ
ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
工
ポ
ケ
ー
に
基
づ
く
現
象
学
的
還
元
を
す
で

に
前
提
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
そ
の
例
証

と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
、
「
還
元

(
R
e
d
u
k
t
i
o
n
)
」
、
「
構
成

(Konstruktion)
」
、
「
破
壊

(
D
e
,
 

struktion)
」
と
い
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
的
方
法
概
念
を
み
ず
か
ら
の
現
象

学
的
方
法
の
三
つ
の
基
盤
と
み
な
し
て
い
る
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で

(
9
)
 

き
る
。
ま
た
「
明
示
」
や
「
証
示
」
と
い
っ
た
概
念
も
、
明
ら
か
に
フ
ッ

サ
ー
ル
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
り
方
法
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
『
存
在
と

時
間
』
で
と
ら
れ
て
い
る
実
存
論
的
分
析
と
記
述
の
手
法
そ
の
も
の
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
的
現
象
学
の
方
法
概
念
、
す
な
わ
ち
純
粋
直
観
に
よ
る
解
明

(
s
c
h
a
u
e
n
d
 aufklarend)
、
意
味
規
定
（
S
i
n
n
bestirnrnend)
、
意
味

(10) 

の
区
別

(Sinn
unterscheidend)
等
と
い
っ
た
方
法
に
従
う
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
現
存
在
の
存
在
の
構
造
分
析
が
関
心

(Sorge)
か
ら
時
間
性

(
N
 eitlichkeit)

へ
向
か
う
過
程
も
、
形
の
う
え
か
ら
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の

形
相
的
還
元
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現

象
学
的
方
法
概
念
と
同
一
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ

で
あ
る
の
は
単
に
言
葉
の
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
事
柄
の
う
え
で
は

異
な
っ
て
お
り
、
学
問
上
の
方
法
は
事
柄
と
切
り
離
し
て
独
立
に
論
じ
る

(11) 

こ
と
は
で
き
な
い
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

事
柄
の
う
え
で
の
違
い
I

そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
に
は
還
元

が
自
然
的
態
度

(nati.irliche
Einstellung)
か
ら
超
越
論
的
意
識
と
ノ

ェ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ

(
N
o
e
s
i
s
/
N
o
e
m
a
)
体
験
、
さ
ら
に
は
超
越
論
的
主
観

性

(transzendentale
Subjektivitat)

へ
の
還
元
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
に
は
存
在
者
の
一
定
の
理
解
か
ら
存
在
者
の
存

(12) 

在
の
理
解
へ
の
還
元
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
意
識

と
現
存
在
と
い
う
主
題
、
あ
る
い
は
領
域
上
の
相
違
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
そ
こ
か
ら
、
事
柄
の
相
違
を
越
え
て
共
通
で
普
逼
的
な
現
象
学
的

5
 



方
法
の
存
在
が
想
定
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
事
柄
の
う
え

で
の
違
い
と
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
あ
い
だ
で
還
元
の
適

用
さ
れ
る
領
域
が
異
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
単
純
な
出
来
事
~
ハ
イ
デ

ガ
ー
的
に
い
え
ば
、
存
在
者
の
諸
領
域
の
差
異
に
関
わ
る
よ
う
な
ー

意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
現
象
そ
の
も
の
を
と

ら
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

ら
え
よ
う
と
す
る
現
象
学
的
還
元
の
行
き
先
の
相
違
は
、
還
元
の
仕
方
そ

の
も
の
お
よ
び
そ
の
射
程
の
相
違
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
学
的
還
元
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
現

象
の
相
違
は
、
或
る
方
法
の
適
用
領
域
の
相
違
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
現
象
そ
の
も
の
へ
と
い
う
唯
一
の
哲
学
的
志
向
の
も
と
で
な
さ
れ

た
還
元
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
そ
れ
自
身
の
相
違
を
意
味
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
意
識
と
現
存
在
と
は
、
並
存
す
る
領
域
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の

事
象
を
い
う
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
は
、
歴
史
的
存
在
に
か
か
わ

る
領
域
的
存
在
論

(regionale
Ontologie)
の
一
っ
と
し
て
位
置
づ
け

ハ
イ
デ
ガ
ー
的
視
点
か
ら
い
え
ば
、
本
来

の
現
象
学
的
還
元
は
意
識
に
で
は
な
く
、
現
存
在
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
還
元
の
結
果
呈
示
さ
れ
る

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立

意
識
の
志
向
性
や
純
粋
現
象
と
み
な
さ
れ
る
知
覚
は
、

場
か
ら
は
な
お
伝
統
的
な
思
惟
の
枠
組
み
i

具
体
的
に
い
え
ば
新
カ
ン

ト
学
派
の
枠
組
|
|
＇
か
ら
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
還
元
の
不
徹
底
を

意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
現
存
在
の
存

る。 在
へ
の
現
象
学
的
還
元
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
方
法
の
う
え
で
の
単

な
る
応
用
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
成
否
は
別
と
し
て
、
少
な
く

と
も
そ
の
意
図
の
う
え
か
ら
い
え
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
そ
の
も
の

を
も
還
元
し
て
い
く
徹
底
化
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
象
学
の
概
念
に
つ
い
て
は
一
見
あ
れ
ほ

ど
無
内
容
に
も
み
え
る
規
定
し
か
与
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み

ず
か
ら
の
基
礎
的
存
在
論
の
遂
行
を
「
フ
ッ
サ
ー
ル
が
置
い
た
地
盤
の
う

(13) 

え
で
の
み
可
能
と
な
っ
た
」
と
正
当
に
も
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
と
現
象
学
と
の
結
び
つ
き
の
実
相
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
の
表
面
上
の
類
似
や
そ
れ
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
の
言
及
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
な
す

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
対
す
る
徹
底
的
な
内
在
的
批
判
の
う
ち
に
こ
そ
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批

判
と
変
革
と
を
通
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
新
た
な
可
能
性
と
し
て
、

し
か
も
変
貌
し
た
形
態
の
も
と
で
継
承
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
ま
た
、
語
の
本
来
の
意
味

で
の
現
象
学
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
統

の
継
承
の
仕
方
は
、
そ
れ
こ
そ
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
『
存
在
と
時
間
』
の

う
ち
で
現
存
在
の
本
来
的
歴
史
性
と
し
て
分
析
し
て
み
せ
た
「
可
能
性
の

反
復
」
と
い
う
あ
り
方
を
彼
み
ず
か
ら
典
型
的
な
仕
方
で
実
行
し
て
み
せ

る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。

6
 



ハ
イ
デ
ガ
ー
の
遂
行
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
対
す

る
内
在
的
批
判
の
具
体
的
内
容
へ
ま
ず
目
を
向
け
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
け
る
現
象
学
の
意
義
と
構
造
と
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
肝
要

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
な
ぜ
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
解
釈
学
を
現
象
学
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
採
用
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
現
象
と
し
て
の
現
存
在
の
存
在
の
明
示

化
に
際
し
て
、
な
ぜ
意
識
の
志
向
性
を
基
盤
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
「
直

観
的
・
イ
デ
ー
化
的

(ideierend)
方
法
」
で
は
な
く
て
解
釈
学
を
採
用

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
使
用
す
る
解
釈
学
の

概
念
の
特
異
な
意
味
に
つ
い
て
も
予
備
的
な
説
明
を
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。

（
二
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
解
釈
学
概
念
の
特
異
性

先
に
掲
げ
た
現
象
学
的
記
述
の
意
味
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
に
続
い
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
解
釈
学
に
つ
い
て
の
彼
独
自
の
捉
え
方
を
示
唆
す
る
次

の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
提
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
現
存
在
の
現
象
学
は
、
そ
の
語
の
根
源
的
な
意
味
に
お
け
る
解
釈
学

で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
従
え
ば
、
解
釈
学
八
と
い
う
語

V
は
解
釈

(Aus,
 

(14) 

legung)

の
仕
事
を
表
し
て
い
る
。
」

こ
の
命
題
に
従
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
採
用
す
る
解
釈
学
の
概
念
自
体
も
、

従
来
の
伝
統
的
な
解
釈
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

し
た
が
っ
て
、

マ
ッ
ハ
ー
や
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
概
念
か
ら
さ
え
も
大
き
く
隔
た
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
は
、
解
釈
に
つ
い
て
の
学

と
い
う
伝
統
的
、
方
法
論
的
意
味
で
の
解
釈
学
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

端
的
に
解
釈
作
業
の
遂
行
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
解
釈
学
の
概
念
を
伝
統
的
な
概
念
の
よ
う

に
「
解
釈
に
つ
い
て
の
学
」
と
し
て
で
は
な
く
、
解
釈
の
遂
行
そ
の
も
の

と
み
る
考
え
方
は
、
す
で
に
一
九
二
三
年
の
夏
学
期
講
義
『
存
在
論
（
事

(15) 

実
性
の
解
釈
学
）
』
（

0ミ

tologie
八
H
e
m
芭
蕊
d
i
k
d
e
r
 Fi認
詩
超
t
>
)
に

お
い
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
概
念
を
著
し
く

実
存
的
な
概
念
に
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
広
い
意

味
で
は
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
一
貫
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ

の
点
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
の
概
念
は
他
の
伝
統
的
な
解
釈
学
の
み

な
ら
ず
、
彼
の
問
題
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
ガ
ダ
マ
ー
ら
の
解
釈
学
的
哲

(16) 

学
と
も
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
で
い

わ
れ
る
解
釈
と
い
う
働
き
自
体
も
伝
統
的
な
意
味
で
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
か

ら
は
さ
し
あ
た
り
区
別
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

解
釈
概
念
は
、
現
存
在
の
実
存
の
契
機
を
構
成
す
る
理
解
、
す
な
わ
ち
投

企

(
E
n
t
w
u
r
f
)
と
し
て
の
理
解
、
を
一
定
の
観
点
か
ら
主
題
的
に
顕
現
化

す
る
働
き
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
現
存
在
の
先
述
語
的
な
存
在

の
遂
行
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、

行
為
そ
の
も
の
が
す
で
に
ひ
と
つ
の
解
釈
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
テ
ク
ス
ト
解
釈
は
、
そ
の
よ
う
な
現
存
在
の
存
在
そ
の
も
の
を
形
成
す
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る
理
解
ー
解
釈
の
、
む
し
ろ
限
定
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
働
き
を
意
味
す
る
に

す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
解
釈
概
念
は
、
初
め
か
ら
精
密
な
方
法

概
念
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
存
論
的
分
析
論
の
遂
行

過
程
で
い
わ
ば
一
種
の
自
己
解
釈
と
い
う
仕
方
で
分
析
論
そ
の
も
の
に
対

し
て
顕
現
化
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
実
存
論
的
分
析
論
は
、
そ
の
意
味

で
そ
れ
自
体
実
存
的
営
み
で
あ
り
、
ま
た
時
間
的
、
歴
史
的
現
出
形
態
を

と
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
こ
う
し
た
自
己
変
革
的
な
哲
学
の
本
質
的
な
遂

行
意
味
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
の
区
別
を
も
顧
慮
し
て
別

途
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
）

し
か
し
そ
の
際
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
現
存
在
の
自
己
解
釈
が
そ

の
解
釈
の
遂
行
に
際
し
て
、
す
な
わ
ち
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
の
実

行
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
概
念
図
式
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
則
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
現
存
在
は
八
あ
る
い
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
は

V
、
ど
こ
か
ら
自
己
解
釈
の
た
め
の
概
念
図
式
を
獲
得
し
て
き
た

の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
が
解
釈
学
を
遂
行
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方

法
的
内
実
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
解
釈
学
の
使
用
す
る
方
法
論
上
の

概
念
図
式
に
関
し
て
い
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時

代
に
は
な
お
デ
ィ
ル
タ
イ
の
諸
概
念
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
時
代
に
な
る
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
用
い
る
諸
概

念
の
存
在
論
的
規
定
の
曖
昧
さ
と
伝
統
的
思
考
か
ら
の
影
響
に
対
し
て
批

判
を
強
め
、
も
は
や
安
易
に
生
の
哲
学
に
由
来
す
る
諸
概
念
な
い
し
範
疇

（
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
方
法

的
意
味
に
お
い
て
み
ら
れ
た
解
釈
学
も
、
そ
の
方
法
上
の
概
念
図
式
を
直

接
伝
統
的
な
意
味
で
の
解
釈
学
か
ら
と
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
新
た
に

事
柄
と
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
現
存
在
の
存
在
か
ら
汲
み
取
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
く
な
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
現
存
在
の
存
在
は
、
既
述
の
よ
う
に

ま
さ
し
く
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
い
う
通
路
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保

さ
れ
て
き
て
い
る
現
象
で
あ
り
、
そ
の
現
象
を
記
述
す
る
た
め
の
概
念
図

式
も
、
現
存
在
の
存
在
と
さ
れ
る
「
関
心
」
の
脱
自
的
地
平
的
構
造
に
も

明
瞭
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
地
平
か
ら
変
様
を
経

て
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
解
釈
学
的

現
象
学
に
お
い
て
は
、
現
象
学
の
方
法
的
意
味
が
解
釈
学
に
求
め
ら
れ
る

一
方
で
、
解
釈
学
の
具
体
的
な
方
法
的
内
実
そ
の
も
の
が
現
象
学
的
に
獲

得
さ
れ
て
く
る
と
い
う
事
情
に
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
あ
っ
て
は
、
解
釈
学
と
現
象
学
と
が
互
い
に
循
環
的
に
要
請
し
あ
い
な

が
ら
、
そ
の
循
環
の
う
ち
で
互
い
に
変
様
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
運
動
の
う
ち
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
は
形
成
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
象
学
の
足
ら
ざ
る
歴
史
性
の
領
域
を
解
釈
学
が
補

完
す
る
の
で
も
、
解
釈
作
用
に
つ
い
て
現
象
学
的
な
記
述
を
行
な
う
の
で

も
な
い
。
絶
え
ず
根
源
へ
向
か
お
う
と
す
る
哲
学
的
思
惟
と
は
、
元
来
そ

の
よ
う
な
安
易
な
手
続
き
や
説
明
の
安
直
さ
に
留
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な

く
、
絶
え
ず
全
体
的
な
整
合
性
と
原
理
的
な
透
明
性
を
求
め
つ
つ
も
、
事

柄
そ
の
も
の
の
解
き
が
た
い
絡
み
合
い
に
耐
え
て
い
こ
う
と
す
る
思
惟
の

忍
耐
を
こ
そ
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
批
判

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
か
で
も
精
密

で
ま
と
ま
っ
た
形
の
も
の
は
、
さ
し
あ
た
り
彼
の
一
九
二
五
年
の
夏
学
期

現
象
学
批
判
か
ら
解
釈
学
へ

↓
心
向
性
か
ら
日
常
性
へ
の
道
ー
ー
_

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
解
釈
学
の
概
念
に
つ
い
て
の
言
及
と
反
省

は
、
事
柄
そ
の
も
の
を
概
念
的
に
確
保
す
る
う
え
で
再
び
現
象
学
の
問
題

領
域
へ
立
ち
戻
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
批
判
の
意
味
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
、
あ
る
い
は

両
者
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
現
存
在
の
存
在
へ
の
現
象
学
的
還
元

の
も
つ
方
法
的
特
異
性
と
必
然
性
と
を
明
ら
か
に
し
際
立
た
せ
る
こ
と
が

以
下
の
課
題
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
現
象
学
的
還
元
の
さ
し

あ
た
っ
て
の
帰
結
で
あ
る
と
と
も
に
実
存
論
的
分
析
論
の
出
発
点
と
も
な

る
現
存
在
の
日
常
性
の
も
つ
卓
抜
な
意
義
と
問
題
性
と
を
、
意
識
の
志
向

性
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
晩
年
の
「
生
活
世
界

(Lebenswelt)
」
の
概
念

と
の
比
較
の
う
ち
で
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
も
負
う
も
の
で
あ

る
。
意
識
や
生
活
世
界
で
は
な
く
て
現
存
在
の
日
常
性
が
分
析
の
出
発
点

と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
現
象
学
的
に
確
保
さ
れ
た
現
象
の
記
述
と
分
析
と

が
解
釈
学
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も

あ
る
。

講
義
『
時
間
概
念
の
歴
史
へ
の
序
説
』
の
前
半
部
に
認
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
彼
の
批
判

l

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
「
内
在
的
批
判
」
と
呼
ぶ
ー
は
、

歴
史
的
継
承
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
行
な
わ
れ
る
の
か
を
教

え
て
く
れ
る
格
好
の
事
例
で
も
あ
り
、
そ
れ
自
体
詳
細
な
検
討
を
必
要
と

す
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
批
判
の
要
点
と
問
題
点
お
よ
び
今

後
の
課
題
を
略
述
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
批
判
そ
れ
自
体
に
先
立
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
象
学
の
発
見
し
た

三
つ
の
契
機
を
取
り
上
げ
、
評
価
と
批
判
と
を
加
え
て
い
る
。
三
契
機
と

は
、
志
向
性
、
範
疇
的
直
観
お
よ
び
ア
プ
リ
オ
リ
の
概
念
を
指
し
て
い
る

が
、
志
向
性
の
概
念
に
対
し
て
は
、
「
現
象
学
の
望
ん
で
い
る
も
の
を
直
接

的
に
ま
た
先
入
見
な
し
に
受
け
取
る
妨
げ
」
と
な
る
も
の
と
い
う
苛
酷
な

批
判
を
加
え
る
一
方
で
、
範
疇
的
直
観
の
概
念
に
対
し
て
は
、
基
礎
的
存

在
論
の
問
題
系
に
も
っ
と
も
接
近
し
た
概
念
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て

い
る
。
こ
の
評
価
の
違
い
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
対

す
る
両
義
的
な
関
係
を
知
る
う
え
で
格
好
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

い
い
か
え
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た

志
向
性
と
い
う
意
識
の
構
造
の
根
底
に
、
範
疇
的
直
観
と
い
う
形
で
捉
え

ら
れ
る
主
観
的
意
識
を
超
越
す
る
場
を
存
在
問
題
の
生
起
す
る
領
域
と
し

て
把
握
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
、
批
判
的
徹
底

化
の
う
ち
で
継
承
し
た
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
内
在
的
批
判
は
歴
史
的
継
承
の
一
形
態
な
の
で
あ
り
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
問
題
を
発
展
さ
せ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
場
合
問
題
で
は
な
い
。

，
 



批
判
の
要
点
は
次
の
三
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
一
）
現
象
学
的
還
元

の
施
さ
れ
る
出
発
点
と
な
る
「
自
然
的
態
度
」
の
所
与
と
し
て
の
問
題
性
、

（
二
）
現
象
学
的
還
元
の
結
果
得
ら
れ
た
「
絶
対
的
な
純
粋
意
識
の
領
野
」

の
規
定
の
由
来
の
問
題
、
そ
し
て
（
三
）
構
造
性
（
形
相
的
本
質
性
）
の
優

位
に
よ
る
存
在
（
個
別
的
事
実
性
）
の
看
過
の
問
題
、
で
あ
る
。
（
一
）
に

関
し
て
は
、
現
象
学
的
還
元
の
着
始
点
と
な
る
所
与
自
体
が
、
「
意
識
の
あ

る
が
ま
ま
に
」
に
お
い
て
で
は
な
く
、
す
で
に
一
定
の
伝
統
的
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ヴ
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
同
様
の
問

題
点
は
（
二
）
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
り
、
意
識
の
純
粋
性
と
絶
対
性
の
規

定
が
意
識
そ
の
も
の
か
ら
汲
み
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な

|
と
り
わ
け
新
カ
ン
ト
学
派
的
な
I

哲
学
か
ら
由
来
す
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
意
識
の
作
用
と
構
造
の
み
が
問
わ
れ
、
作
用
の

存
在
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
意
識
の

存
在
と
意
識
の
う
ち
に
告
示
さ
れ
る
超
越
的
存
在
の
区
別
が
無
視
さ
れ
、

伝
統
的
な
見
解
（
眼
前
的
存
在
八
V
o
r
h
a
n
d
e
n
s
e
i
n
>
と
し
て
の
存
在
理

解
）
が
無
反
省
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
視
点
か
ら
い
え
ば
「
存
在
へ
の
問
い
」
の

看
過
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
「
存
在
へ
の
問
い
」
の
看
過
が
、
そ
も
そ
も
現
象
学
批
判
の
結

論
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
「
存
在
へ
の
問
い
」
と
い
う
一
見
外
的
に
み
え

る
視
点
か
ら
現
象
学
の
欠
点
が
批
判
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

批
判
は
単
に
外
的
批
判
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
現

象
学
批
判
そ
の
も
の
が
単
に
副
次
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

し
ま
お
う
。
事
実
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
で
さ
え
、
批
判
の
も
つ
意
味
に
つ
い

(17) 

て
自
問
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
現
象
学
批
判
と
存
在
の
問
い
と

の
内
的
で
事
象
的
な
連
関
の
存
在
に
つ
い
て
形
式
的
に
告
示
は
し
て
も
、

具
体
的
に
内
容
を
展
開
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
両
者
の
内
的
連
関
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
な
り
の
解
釈
を
施
す

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

或
る
一
定
の
存
在
の
区
別

(Seins
目
terschied)
が
無
反
省
な
ま
ま
に

前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
別
出
に
ま
で
到
っ
た
現
象
学
批
判
は
、
現
象
学

そ
れ
自
体
が
前
提
と
し
て
い
る
も
の
を
さ
ら
に
判
断
保
留
し
、
還
元
す
る

と
い
う
課
題
に
逢
着
す
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
現
象
学
が
現
象
学

自
体
に
対
し
て
現
象
学
的
に
な
る
と
い
う
要
請
に
従
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
の
課
題
は
、
具
体
的
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
「
存
在
へ
の
問
い
」

と
称
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
存
在
す
る
（
し
た
、
す
る
で
あ
ろ
う
）

と
い
わ
れ
う
る
以
上
、
事
柄
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
が
ま
ま
の
事

態
」
に
向
か
お
う
と
す
る
現
象
学
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
ま

ず
そ
の
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
形
成
す
る
存
在
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
決
し
て
一
定
の
見
解
が
先
行
判
断
と
し
て
立
て
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、
事
柄
そ
れ
自
身
の

前
提
に
向
か
う
と
い
う
意
味
で
、
「
存
在
へ
の
問
い
」
は
、
方
法
論
と
し
て

の
現
象
学
に
と
っ
て
の
適
用
主
題
の
ひ
と
つ
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

現
象
学
が
ま
ず
最
初
に
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
と
い
う
性
格
を

10 



性
が
出
発
点
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
い
ま
や

H
常
性
が
現
実
の
第

一
義
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
原
初
と
み
な
さ
れ
た
現
象
学
的
な
意
味

で
の
日
常
性
は
、
も
は
や
背
後
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
の

現
象
性
と
現
実
性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
は
、
普
逼
性
と
ア
プ
リ
オ
リ
の

代
わ
り
に
い
ま
や
歴
史
性
が
究
極
の
原
理
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
し
か

し
な
ぜ
日
常
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
原
初
と
し
て
の
日
常
性
は
、

し
か
し
な
ぜ
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
存
在
へ
の
問
い
」
に
あ
っ
て
は

H
常

に
求
め
た
の
で
あ
る
。

然
的
態
度
」
と
区
別
し
て
人
間
的
現
存
在
の
日
常
性

(Alltaglichkeit)

い
る
も
の
で
も
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の

と
こ
ろ
で
、
現
象
学
批
判
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
志
向
性
の

概
念
へ
の
伝
統
的
存
在
理
解
の
混
入
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
志
向
性
が
そ
こ

か
ら
読
み
と
ら
れ
た
「
自
然
的
態
度
」
そ
の
も
の
の
現
象
学
的
所
与
と
し

て
の
適
格
性
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
の
現
象
学
的
還
元
を
目

指
す
「
存
在
へ
の
問
い
」
は
、
志
向
的
存
在
者
を
伝
統
的
な
先
入
見
を
排

し
て
、
あ
る
が
ま
ま
に
所
与
に
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で

の
所
与
は
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
構
造
が
読
み
取
ら
れ
る
範
例
的
存
在
者

と
し
て
、
現
象
学
に
と
っ
て
い
わ
ば
原
初
（
ど
忌
m
g
)

の
意
義
を
担
っ
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
を
、

「自

よ
い
。

も
つ
こ
と
に
な
る
。
「
存
在
へ
の
問
い
」
は
、
語
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て

現
象
学
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
表
現
と
は
逆

に
、
現
象
学
は
た
だ
存
在
論
と
し
て
の
み
遂
行
さ
れ
う
る
、
と
い
っ
て
も

2
)
 

注(
1
 

現
象
学
が
解
釈
学
と
し
て
遂
行
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

現
象
学
的
分
析
の
着
始
点
が
日
常
性
に
置
か
れ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。
日
常
性
は
、
し
か
し
最
初
か
ら
「
転
落
」
の
世
界
で
あ
り
、
覆
蔽

さ
れ
た
世
界
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
原
初
が
最
初
か
ら
覆
蔽
さ
れ
た
歴
史

的
世
界
で
あ
る
点
に
、
解
釈
学
の
方
法
論
的
・
存
在
論
的
意
義
が
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
の
解
明
は
、
次
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

か
〇

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
現
象
的
所
与
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

こ
の
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
と
い
う
名
称
を
、
わ
れ
わ
れ
は
直
接
『
存
在
と

時
間
』
の
な
か
で
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
の
『
言
葉
へ
の
途
上
』

(Untenvegs z
u
r
 Sprache, 1
9
5
9
)

の
な
か
で
、
こ
の
名
称
に
よ
っ
て
『
存
在

と
時
間
』
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
初
期
フ
ラ
イ
プ
ル
ク
時
代
の
講

義
の
な
か
で
は
、
一
九
一
九
年
夏
学
期
講
義
で
「
現
象
学
的
解
釈
学
(
p
h
a
n
o
m
e
,
 

nologische 
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
)
」
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外

に
も
一
九
ニ
―
／
二
二
年
冬
学
期
講
義
の
な
か
で
「
現
象
学
的
解
釈

(
p
h
a
n
o
,
 

m
e
n
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 Interpretation)
」
と
い
っ
た
語
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
解
釈
学
と
現
象
学
両
者
の
総
合
と
い
う
考
え
そ
の
も
の

は
、
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
で
助
手
を
し
て
い
た
時
代
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
う
ち
に
芽
生
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

な
お
、
九
鬼
周
造
に
よ
れ
ば
、
「
解
釈
学
的
現
象
学
の
名
は
、
ベ
ッ
カ
ー
が
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
を
特
徴
づ
け
た
名
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
九
鬼
周

造
全
集
第
三
巻
『
人
間
と
実
存
』
八
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
、
一
九
九
頁
）

デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
（
影
響
関
係
）
に
つ
い
て
、
最
近
見
直

さ
れ
て
き
て
い
る
点
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
が
或
る

面
で
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
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9
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(
5
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(
6
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(
7
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(
4
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3
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に
よ
る
現
象
学
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
に
解
釈
学
的
発
想
が
ひ
と
つ
の
契

機
と
し
て
含
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

榊
原
哲
也
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
中
期
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成
」
『
デ
ィ
ル
タ
イ

研
究
』
第
一

0
号
、
日
本
デ
ィ
ル
タ
イ
協
会
編
、
一
九
九
七
／
九
八
年
、
参
照
。
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M
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 Heidegger, 
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特
に

S.
1
4
 f. 
を
参
照
。

（
以
下

G
A
6
3
と
略
記
）

第
三
節
の
表
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

§
3
.

H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
 
als 
Selbst' 

auslegung der Faktizitat. 

ガ
ダ
マ
ー
自
身
、
み
ず
か
ら
の
立
場
が
「
現
象
学
的
内
在

(die
p
h
a
n
o
m
e
'
 

nologische I
m
m
a
n
e
n
z
)
」
と
み
な
さ
れ
う
る
こ
と
（
解
釈
学
的
循
環
に
固
執

17) 

み
ぞ
ぐ
ち
こ
う
へ
い

現
代
思
想
文
化
学
）

し
て
い
る
た
め
）
を
或
る
程
度
首
肯
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
と

の
違
い
を
自
覚
し
て
は
い
る
。

Vgl•H·-G. 

G
a
d
a
m
e
r
 ̀
^
'
T
e
x
t
 
u
n
d
 
Interpretation", 
in: 
P
h
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Forget 
(Hersg.) ,
 Text u

n
d
 Interj)retation, 
M
t
i
n
c
h
e
n
 ̀
 19
8
4
,
 

S・ 

2
9
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
論
は
、
拙
著
『
超
越
と
解
釈
』
晃
洋
書
房
、

二
年
、
特
に
第
一

1
三
章
を
参
照
。

G
A
Z
O
,
 
S. 1
9
2
.
 

一
九
九
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