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「
厳
密
な
学
的
哲
学
」
の
理
念
に
導
か
れ
つ
つ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ

の
「
絶
対
的
な
端
緒
」
（
三
｀
5
1
)

を
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
に
求
め
、
「
純
粋
意
識
」

へ
の
「
還
元
」
を
現
象
学
の
「
根
本
方
法
」
と
し
て
定
式
化
す
る
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
る
主
観
主
義
的
な
傾
向
は
、
真
摯
な
学
問

な
ら
ば
当
然
備
え
る
べ
き
客
観
的
妥
当
性
を
、
直
ち
に
満
足
さ
せ
得
る

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
「
還
元
」
の
持
つ
本
来
の
方
法

論
的
意
義
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
厳
密
な
学
問
性
と
エ
ゴ
・

コ
ギ
ト
ヘ
の
還
帰
と
い
う
こ
の
二
つ
の
要
求
は
、
差
し
当
た
り
真
っ
向

か
ら
対
立
す
る
も
の
に
見
え
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
原
的
に
与
え
る
働
き
を

す
る
直
観
は
、
認
識
の
権
利
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
、
こ
れ
を
「
一

切
の
諸
原
理
の
原
理
」
と
し
、
「
直
観
」
に
お
け
る
「
原
的
所
与
性
」

を
「
絶
対
的
な
端
緒
」
と
見
な
す
（
自
｀
5
1
)

哲
学
が
、
自
ら
の
客
観
的

妥
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
「
他
者
」
、
「
他
な
る
自
我
」
の

存
在
如
何
に
関
し
て
も
、
何
ら
か
の
態
度
決
定
が
示
さ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。
本
稿
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
後
期
の
思
索
の
中
で
集
中
的
に
取
り
組

フ
ッ
サ
ー
ル
の
相
互
主
観
性
理
論
に
つ
い
て

「
自
我
」
概
念
の
変
遷
と
「
モ
ナ
ド
」
の
概
念
、
「
第
五

省
察
」
の
問
題
設
定

ん
だ
「
相
互
主
観
性
I
n
t
e
r
s
u
b
j
e
k
t
i
v
i
t
a
t
」
の
問
題
系
を
取
り
上
げ
る
。

こ
れ
は
他
者
経
験
の
分
析
を
中
心
に
し
な
が
ら
も
、
異
文
化
交
流
や
歴

史
の
問
題
な
ど
、
中
期
の
静
態
的
現
象
学
で
は
十
分
に
考
察
さ
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
様
々
な
問
題
事
象
と
交
錯
し
、
全
体
と
し
て
は
極
め
て

幅
広
い
射
程
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
概
要
を
超
越
論
的
現
象
学
に

お
け
る
「
中
心
」
的
な
も
の
、
即
ち
「
一
切
の
構
成
に
対
し
て
エ
ゴ
が

持
つ
中
心
的
位
置
の
絶
対
的
な
唯
一
性
E
i
n
z
i
g
k
e
i
t
」

(
W
1̀
9
0
)

に
向

け
て
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

中
期
現
象
学
か
ら
後
期
現
象
学
へ
の
移
行
を
「
相
互
主
観
性
」
と
い

う
問
題
系
を
も
と
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
差
し
当
た
り
、
「
自
我
」

中
心
主
義
か
ら
「
他
我
」
問
題
の
解
明
へ
と
押
し
進
め
ら
れ
た
拡
大
的

前

田

匝

哉
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な
展
開
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
イ
デ
ー
ン
•
I

』
へ

の
「
後
書
き
」
の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
著
を
振
り
返
り
、
そ
れ
が

「
超
越
論
的
独
我
論
の
問
題
に
対
し
て
の
態
度
決
定
、
も
し
く
は
超
越

論
相
互
主
観
性
に
対
し
て
の
態
度
決
定
」
を
「
欠
落
」
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
「
告
白
」
し
て
い
る
(
V

1̀
5
0
)

。
こ
の
「
欠
落
」
を
補
い
、

相
互
主
観
性
に
関
す
る
記
述
が
纏
ま
っ
た
形
で
公
に
さ
れ
た
の
は
、
周

知
の
通
り
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
五
つ
の
「
省
察
」

か
ら
な
る
こ
の
著
作
を
概
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
が
辿
っ
た
拡
大
的
な
展
開
を
一
挙
に
凝
縮
さ
れ
た
形
で

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
『
省
察
』
に
お
け
る
還
元
も
『
イ
デ
ー

ン
•
I

』
同
様
、
世
界
を
個
別
的
な
事
物
の
総
体
と
捉
え
、
非
存
在
の

可
能
性
を
排
除
し
得
な
い
も
の
と
見
な
す
一
方
、
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
存

在
領
野
が
持
つ
必
当
然
的
明
証
に
依
拠
し
た
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、
上
述
の
「
不
完
全
さ
」
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
開
始

段
階
に
お
け
る
現
象
学
は
や
は
り
「
超
越
論
的
独
我
論
」
と
い
う
「
外

観
S
c
h
e
i
n
」
を
採
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
領
野
が
「
意
識
生
」

或
い
は
「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
『
イ
デ
ー
ン
•
I

』

以
降
の
発
生
的
分
析
の
諸
成
果
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
相
互
主
観
性
の

問
題
系
を
「
モ
ナ
ド
論
」
と
し
て
解
明
す
る
「
第
五
省
察
」
を
経
て
、
「
現

象
学
的
自
我
論
」
(
I

,
6
9
)

か
ら
「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
の
現
象
学
」

(

I

 ,
6
9
)

へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
分
析
上
の
拡
大
は
、
「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
の
問
題

系
を
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
よ
り
高
次
も
の
と
し
て
」

正
当
な
仕
方
で
設
定
す
る
と
い
う
「
方
法
的
な
意
図
」
に
起
因
す
る
も

の
で
あ
り
、
「
独
我
論
」
と
い
う
形
式
は
そ
の
前
段
階
、
「
哲
学
的
な
低

次
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
」

(
I
`
6
9
)

。
し
か
し
「
方
法
的
な
意
図
」
に

基
づ
く
こ
の
分
析
上
の
拡
大
な
い
し
補
完
は
、
事
象
そ
の
も
の
に
お
い

て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
「
第
五
省
察
」
の

分
析
を
通
し
て
、
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
領
野
は
他
者
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、

「
わ
れ
わ
れ
」
複
数
主
観
へ
と
拡
大
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で

は
ま
ず
「
モ
ナ
ド
」
概
念
の
内
実
お
よ
び
「
第
五
省
察
」
の
具
体
的
な

問
題
設
定
を
確
認
し
て
お
く
。

そ
も
そ
も
『
イ
デ
ー
ン
・

I
』
に
お
い
て
、
「
自
我
」
は
積
極
的
な

記
述
の
為
し
得
な
い
内
容
「
空
虚
」
な
も
の
、
即
ち
「
純
粋
自
我
」
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
三
、
1
6
0
)

が
、
『
省
察
』

で
は
発
生
的
分
析
を
介
し
、
過
去
の
意
味
構
成
の
蓄
積
を
担
う
「
習
慣

性
の
基
体
S
u
b
s
t
r
a
t
v
o
n
 Habitualitaten

」
(
I

,
 100)

と
し
て
捉
え

直
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
相
互
主
観
性
理
論
の
中
で
重
要
な
役
割
を

果
た
す
「
モ
ナ
ド
」
概
念
が
導
入
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
同
一
な
極

と
し
て
の
自
我
、
お
よ
び
習
慣
性
の
基
体
と
し
て
の
自
我
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
、
完
全
な
具
体
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
エ
ゴ
を
区
別
す
る
。

…
（
わ
れ
わ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
用
語
に
よ
っ
て
、
こ
の
エ
ゴ
を
モ

ナ
ド
と
名
付
け
た
い
）
」
（
I

1`02)
。
「
モ
ナ
ド
」
と
は
、
超
越
論
的
領

野
が
「
絶
対
的
体
験
の
無
限
の
流
れ
」
で
あ
り
、
「
生
」
で
あ
る
と
の
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理
解
が
深
め
ら
れ
た
こ
と
を
機
縁
と
し
て
、
「
無
限
性
」
並
び
に
「
具

体
性
」
に
お
い
て
再
把
握
さ
れ
た
内
容
豊
か
な
「
自
我
」
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
、
時
間
的
な
広
が
り
に
お
い
て
も
、
ま
た
空
間
的
な
広

が
り
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
外
部
も
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存

在
の
「
総
体
U
n
i
v
e
r
s
u
m
」
で
あ
り
、
現
象
学
と
は
、
モ
ナ
ド
と
し

て
の
自
我
が
反
省
を
介
し
て
自
己
の
具
体
性
を
次
々
と
露
呈
し
て
ゆ
く

手
続
き
、
「
モ
ナ
ド
の
自
己
解
釈
」
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
他
者
」

も
ま
た
、
決
し
て
外
部
か
ら
押
し
寄
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
モ
ナ
ド
」

そ
の
も
の
に
お
い
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
第
五
省
察
」
の
主

旨
は
、
そ
の
標
題
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ

れ
る
「
超
越
論
的
な
存
在
領
野
」
を
、
「
モ
ナ
ド
論
的
相
互
主
観
性

m
o
n
a
d
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 Intersubjektivitat」

e
L
て
「
年
路
早
H
E
n
t
h
u
l
l
u
n
g」

す
る
、
つ
ま
り
「
覆
い
を
取
り
除
」
き
、
そ
の
本
来
の
姿
を
露
わ
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
超
越
論
的
領
野
は
「
方
法
的
な

意
図
」
に
基
づ
く
分
析
上
の
拡
大
を
通
し
て
も
、
外
部
へ
と
「
拡
大
」

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
自
身
「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
と
し
て

「
露
呈
」
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
存
在
の
全
体
性
、
「
宇
宙
」
を
指
し
示
す
「
モ
ナ
ド
」
概
念

に
よ
っ
て
、
内
在
的
領
野
の
あ
り
方
が
よ
り
精
確
な
記
述
に
も
た
ら
さ

れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
モ
ナ
ド
的
な
「
自
我
」
で
あ
る
以
上
、
こ
の

種
の
自
己
解
釈
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
徹
底
的
な
独
我
論
に
過
ぎ
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
、
も
し
く
は
「
非
難
」
に
対
し
て
、

「
モ
ナ
ド
」
の
概
念
は
既
に
、
「
相
互
主
観
性
」
理
論
に
込
め
ら
れ
た

意
図
を
指
し
示
し
て
い
る
。
「
モ
ナ
ド
」
と
は
、
自
我
の
無
限
性
と
具

体
性
を
積
極
的
に
言
い
表
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
各
人
が
各
人
の
視

座
に
お
い
て
「
宇
宙
」
全
体
を
調
和
的
に
「
映
し
出
す
」
と
い
う
事
態
、

つ
ま
り
「
私
」
「
他
者
」
「
世
界
」
の
三
者
を
、
「
モ
ナ
ド
の
調
和
」
と

い
う
仕
方
で
統
合
し
得
る
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
以
下
に
示
す
よ
う
に
、

「
第
五
省
察
」
で
は
「
客
観
的
世
界
」
の
意
味
構
成
を
め
ぐ
る
包
括
的

な
問
題
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

自
然
的
構
え
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
の
現
実
世
界
は
決
し
て
「
私
」

一
個
人
に
と
っ
て
の
世
界
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
各
人
」
、
「
誰
に
対
し

て
も
」
存
在
す
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
性
格
は
世
界
の
「
各
自
性
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
「
客
観
的
世
界
」
の
意
味
は
「
各
自
性
」

に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
万
人
に
と
っ
て
接
近
可

能
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
尚
且
つ
そ
れ
を
担
い
構
成
す
る
す
べ
て
の

主
観
に
と
っ
て
、
同
一
の
も
の
、
「
唯
一
」
の
も
の
と
し
て
存
続
す
る

限
り
に
お
い
て
の
み
、
世
界
は
客
観
的
で
あ
り
得
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

意
味
構
成
が
超
越
論
的
に
問
わ
れ
る
以
上
、
世
界
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
私

自
身
に
対
し
て
」
現
出
す
る
、
と
い
う
契
機
が
、
ま
ず
も
っ
て
考
慮
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
「
私
自
身
に
対
し
て
」
と
い

う
契
機
を
客
観
的
世
界
の
意
味
構
成
に
お
け
る
「
第
一
次
的
な
も
の
」
、

「
第
一
次
性
Primordialitat
」
と
呼
び
、
「
モ
ナ
ド
共
同
体
」

(
M
o
n
a
d
e
n
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
 (
I
 ,
 

1
3
7
)

と
し
て
の
相
互
主
観
性
を
、
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他
者
経
験
の
理
論
と
「
第
一
次
性
」
概
念
の
問
題
性

あ
く
ま
で
も
こ
の
私
自
身
の
「
モ
ナ
ド
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
「
第
五
省
察
」
の
課
題
は
、
世
界
が
「
各
自

性
」
と
「
唯
一
性
」
と
い
う
二
契
機
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
「
第
一
次
的
」

に
は
こ
の
私
に
対
し
て
現
出
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
妥
当
構
造
を
解
明

す
る
こ
と
に
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
時
間
的
に
経
過
し
て
ゆ
く
発
生
の
露
呈
で
は
な
く
、
静
態
的
分
析

で
あ
る
」
(

I

,
 1

3
6
)

と
述
べ
て
い
る
が
、
「
相
互
主
観
性
」
の
問
題
は
、

独
我
論
的
な
領
野
か
ら
「
客
観
的
世
界
」
の
意
味
へ
と
至
る
そ
の
段
階

的
、
多
層
的
な
基
礎
づ
け
関
係
の
究
明
と
い
う
仕
方
で
設
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
第
五
省
察
」
に
は
、
「
発
生
」
を
「
露

呈
」
す
る
こ
と
な
く
「
静
態
的
」
に
、
超
越
論
的
領
野
を
「
相
互
主
観

性
」
と
し
て
「
露
呈
」
す
る
と
い
う
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
課
題
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
分
析
上
の
拡
大
が
事
象
そ
の
も
の
を
捉
え
損
ね

る
危
険
性
が
告
知
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
次
節
で
は
「
第
五
省
察
」
の

理
論
展
開
を
辿
り
直
し
、
そ
の
問
題
点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

超
越
論
的
領
野
に
お
い
て
「
他
者
」
の
意
味
を
問
う
に
当
た
り
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
ま
ず
、
他
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
一
切
の
志
向
性
を
特
別

に
エ
ポ
ケ
ー
し
、
超
越
論
的
領
野
を
省
察
者
自
身
の
「
固
有
性
領
野

E
i
g
e
n
h
e
i
t
s
s
p
h
a
r
e
」
と
し
て
確
保
す
る
(
I

,
 1

2
4
)

。
私
に
「
固
有
な

（
私
自
身
の
）
自
然
e
i
g
e
n
h
e
i
tliche 
"
N
a
 tur'
」`（
I

`

1
2
7
)

と
も
、

「
単
な
る
自
然
blose
N
a
tミ」

(
I

,
 1

2
8
)

と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
独
我

論
的
世
界
は
、
一
切
の
「
精
神
的
意
味
」
を
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
「
単

な
る
物
体
b
l
o
B
e
r
K
a
r
p
e
r
」
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
唯
一
、
独
特
の
成
員
と
し
て
、
「
身
体
L
e
i
b
」

を
伴
っ
た
私
の
「
人
格
的
自
我
」
に
着
目
す
る
。
「
固
有
性
領
野
」
へ

の
還
元
の
持
つ
実
際
上
の
意
義
は
、
通
常
の
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ

る
「
超
越
論
的
自
我
」
に
代
え
、
こ
の
「
人
格
的
自
我
」
、
端
的
に
言

．
．
．
．
．
 

え
ば
「
人
間
ー
自
我
」
と
し
て
の
私
を
議
論
の
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
彼
は
、
「
単
な
る
物
体
」
に
対
し
て
「
身

体
」
な
る
意
味
が
移
し
入
れ
ら
れ
、
ひ
い
て
は
「
単
な
る
自
然
」
が
「
各

自
性
」
と
「
唯
一
性
」
を
持
つ
「
相
互
主
観
的
自
然
」
と
し
て
構
成
さ

れ
る
所
以
を
、
身
体
的
な
「
対
化
P
a
a
r
u
n
g
」
現
象
に
基
づ
く
「
自
己

移
入
」
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
物
体
」
が
私
と
同
等
の
自
我
を
持
っ
た

存
在
者
と
し
て
統
覚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
物
体
」
の
意
味
を
与
え
る

志
向
性
に
加
え
、
さ
ら
に
「
身
体
」
と
い
う
意
味
を
間
接
的
な
仕
方
で

「
共
に
I

現
前
ー
さ
せ
る
M
i
t
ーg
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
ーm
a
c
h
e
n
」
(

I

,
 1

3
9
)

働

き
が
介
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間
接
的
な
志
向
性
は
、

直
接
的
な
「
現
前
化
」
に
対
し
て
「
付
帯
現
前
化
A
p
p
r
a
s
e
n
t
a
t
i
o
n
」

(

I

 ,
 1

3
8
)

と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
当
然
、
物
体
的
な
も
の
の
す
べ
て
が
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「
身
体
」
と
し
て
統
覚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
付

帯
現
前
化
」
の
「
動
機
づ
け
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
」
を
、
私
の
身
体
と
、
他
の

身
体
と
し
て
統
覚
さ
れ
る
べ
き
単
な
る
物
体
と
の
顕
著
な
「
類
似
性

A
h
n
l
i
c
h
k
e
i
t
」
(
I

,
 1

4
0
)

に
求
め
、
さ
ら
に
こ
れ
を
「
対
化
」
現
象

と
し
て
記
述
し
て
い
る
(
I

,
 1

4
1
)

。
「
対
化
」
と
は
、
何
ら
か
の
二
つ

の
も
の
が
他
の
も
の
か
ら
際
立
っ
た
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、

両
者
は
意
識
の
能
動
的
な
発
動
を
待
た
ず
に
受
動
性
の
段
階
で
「
類
似

性
の
統
一
」
を
形
成
し
、
「
対
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
現
象
を

指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
「
対
」
を
成
す
も
の
同
士
の
間
で
は
、

相
互
に
「
意
味
の
移
し
入
れ
S
i
n
n
e
s
 ti b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
」
(

I

,
 1

4
2
)

が
生

じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
意
味
の
「
融
合
Ve
r
s
c
h
m
e
l
z
u
n
g
」
、
「
同
質
化

A
n
g
l
e
i
c
h
u
n
g
」
(
I

,
 1

4
7
)

が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
私
の
「
身
体
」
と
眼
前
の
「
物
体
」
は
受
動

的
に
「
対
」
を
成
す
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
、
こ
の
「
類
似
性
」
に
基

づ
く
「
類
比
的
統
覚
a
n
a
l
o
g
i
s
c
h
e
A
p
p
e
r
z
e
p
t
i
o
n
」
(
I

,
 1

3
8
)

が
、
「
他

の
身
体
」
の
意
味
を
付
帯
的
に
現
前
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
他
者
」
の
意
味
は
、
そ
れ
が
「
身
体
」
を
有
し
、
私
と
同

等
の
「
自
我
」
と
し
て
確
証
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
、
汲
み
尽
く
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
他
者
」
の
意
味
に
は
や
は
り
、
私
と
の
「
同

質
性
」
と
と
も
に
、
根
本
的
な
「
異
質
性
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
他
者
論
に
お
い
て
、
こ
の
「
異
質
性
」
の
論
拠
は
自
他
の
位

置
す
る
場
所
的
な
相
違
に
求
め
ら
れ
る
。
私
の
身
体
は
つ
ね
に
「
こ
こ
」

と
い
う
絶
対
的
な
「
中
心
」
的
位
置
を
持
つ
の
に
対
し
、
他
者
の
身
体

を
含
む
あ
ら
ゆ
る
物
体
は
「
そ
こ
」
と
い
う
位
置
に
現
れ
る
。
つ
ま
り

「
そ
こ
」
に
現
出
す
る
単
な
る
物
体
に
身
体
の
意
味
が
移
入
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
体
は
「
私
の
複
製
D
u
p
l
i
k
a
t
m
e
i
n
e
r
 selbst
」

(
I
`
 1
4
6
)

と
し
て
で
は
な
く
、
「
も
し
私
が
そ
こ
に
行
き
、
そ
こ
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
私
が
同
様
に
持
つ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
」

(

I

,
 1

4
6
)

、

異
な
る
現
出
様
式
を
持
つ
も
の
と
し
て
統
覚
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
「
他
者
」
と
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
の
異
質
性
を
保
持
し
た
自
我
的
存
在
者
、
「
私
自
身
の
変
様
M
o
d
'

ifikation m
e
i
n
e
s
 Selbst」

(
I

,
 1

4
4
)
 
!1~~-11'~ 

い。

他
者
構
成
の
理
論
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
分
析
は
後
に
譲
る
と
し

て
、
こ
こ
で
は
「
第
五
省
察
」
の
乃
子
む
問
題
点
に
向
け
て
検
討
し
て
ゆ

き
た
い
。
そ
れ
は
世
界
の
「
唯
一
性
」
の
契
機
を
確
証
す
る
段
階
に
お

い
て
顕
在
化
す
る
。
つ
ま
り
「
私
」
自
身
の
モ
ナ
ド
か
ら
「
他
者
」
へ

と
進
展
す
る
以
上
の
よ
う
な
「
各
人
」
の
構
成
は
、
「
モ
ナ
ド
」
の
、

或
い
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
複
数
化
と
い
う
事
態
を
生
ず
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
複
数
の
モ
ナ
ド
が
い
か
に

し
て
孤
立
を
乗
り
越
え
、
「
共
同
化
V
e
r
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
u
n
g
」
の
末
に

「
相
互
主
観
的
自
然
」
を
構
成
し
得
る
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
「
唯
一
性
」
に
関
わ
る
こ
の
問
題
は
一
見
し
た

と
こ
ろ
、
自
他
の
双
方
に
対
し
て
「
第
一
次
的
」
に
現
出
す
る
「
自
然
」
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の
「
同
一
性
」
を
、
い
か
に
し
て
保
証
し
得
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
、
こ
れ
を
「
謎
」
と
呼
び
、
自
他
の
「
ニ

つ
の
第
一
次
的
領
野
」
は
「
深
淵
A
b
g
r
u
n
d
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て

い
る
」

(
I

,
 1

5
0
)

の
で
は
な
い
か
と
自
問
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
こ
う
し
た
危
惧
を
直
ち
に
斥
け
る
の
で
あ
る
。

他
者
統
覚
が
「
付
帯
現
前
化
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
他
者
の

第
一
次
的
自
然
は
こ
の
私
に
よ
っ
て
間
接
的
に
準
現
在
化
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
自
他
の
第
一
次
的
自
然
は
「
同
一
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
「
既

に
」
、
「
必
然
的
に
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
(

I
,
 1

5
2
)

。

こ
の
間
の
事
情
に
関
し
て
、
全
集
版
第
十
五
巻
の
編
集
者
ケ
ル
ン
は

次
の
よ
う
は
批
判
的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
省
察
』
と
い
う

著
作
に
お
い
て
は
、
モ
ナ
ド
の
「
自
己
解
明
」
の
過
程
を
描
く
と
い
う

現
象
学
的
『
省
察
』
全
体
の
普
遍
的
な
意
図
と
、
自
分
自
身
の
モ
ナ
ド

お
よ
び
異
他
的
な
モ
ナ
ド
と
の
基
礎
づ
け
関
係
を
解
明
す
る
と
い
う

(2) 

「
第
五
省
察
」
固
有
の
意
図
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
。
「
深
淵
」

と
い
う
「
謎
」
は
、
後
者
の
意
図
か
ら
必
然
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、
自
他
の
基
礎
づ
け
関
係
を
究
明
す
る
と
い
う
静
態
的
な
問
題
設

定
に
基
づ
き
、
「
固
有
性
領
野
」
の
析
出
を
通
し
て
「
第
一
次
的
」
な
「
自

我
」
が
ま
ず
も
っ
て
確
保
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
「
深
淵
」
が
生
じ
る
そ

も
そ
も
の
発
端
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ケ
ル
ン
は
こ
の
「
第
一
次
性
」
の

概
念
が
「
二
義
性
Z
w
e
i
d
e
u
t
i
g
k
e
i
t
」
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を

(
3
)
 

指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
超
越
論
的
自
我
」
を
「
第
一
次
的
な
も
の
」

と
し
て
確
保
し
た
こ
と
が
『
省
察
』
全
体
の
方
向
性
に
反
す
る
の
に
加

え
、
こ
の
「
第
一
次
的
な
も
の
」
は
、
「
超
越
論
的
自
我
」
か
ら
、
そ

の
自
己
統
覚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
人
間
l

自
我
」
と
し
て
の
「
私
」

へ
と
推
移
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
向
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
自
己
を
「
人
間
—
自
我
」
と
し
て
統
覚
す

る
こ
と
は
、
多
く
の
「
人
間
」
の
一
員
と
し
て
自
己
を
統
覚
す
る
こ
と

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
従
っ
て
自
己
統
覚
と
他
者
統
覚
は
相
互
に

媒
介
し
合
う
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
確
か
に
「
連

合
的
対
化
」
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
う
し
た
相
互
媒
介
の
可
能
性
を
示

し
て
は
い
る
が
、
私
の
「
人
格
的
自
我
」
を
そ
の
「
第
一
次
的
」
な
基

礎
と
し
て
措
定
す
る
限
り
、
議
論
は
曖
昧
な
ま
ま
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得

な
い
。フ

ッ
サ
ー
ル
自
身
も
後
に
こ
う
し
た
問
題
点
を
自
覚
し
、
一
九
三
〇

年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
草
稿
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私

は
以
下
の
も
の
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
い
ま
超
越
論

的
I

現
象
学
を
行
っ
て
い
る
（
現
実
的
な
エ
ゴ
ー
モ
ナ
ド
と
し
て

の
）
主
観
性
と
、
端
的
な
超
越
論
的
主
観
性
と
を
、
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
後
者
、
端
的
な
超
越
論
的
主
観
性
は
、
超
越
論
的
相
互
主

観
性
と
し
て
証
示
さ
れ
る
」

(XV,7
4
£
.
)

の
で
あ
る
と
。
敷
術
す
れ
ば
、

超
越
論
的
主
観
性
は
通
常
の
自
我
論
的
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
そ

の
瞬
間
か
ら
、
他
者
を
知
ら
ぬ
孤
立
し
た
自
我
と
し
て
で
は
な
く
、
「
含

蓄
的
」
に
は
既
に
他
者
構
成
を
終
え
た
「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
と

114 



相
互
主
観
性
の
理
論
は
「
他
者
経
験
」
の
理
論
を
部
分
的
に
含
み
な

が
ら
、
世
界
を
構
成
す
る
意
識
の
能
作
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
為
す
共
同

能
作
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
類
が

様
々
な
相
互
作
用
を
通
し
て
地
域
的
、
歴
史
的
に
形
成
し
て
き
た
「
文

化
」
と
い
う
次
元
に
関
し
て
も
、
「
異
文
化
理
解
」
と
い
う
観
点
か
ら

の
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
広
い
意
味
で
の
「
他

者
経
験
」
と
見
な
し
、
文
化
的
次
元
に
お
け
る
自
己
移
入
論
を
展
開
し

て
い
る
が
、
ま
ず
は
「
第
五
省
察
」
に
お
け
る
「
文
化
世
界
Kulturwelt」

異
文
化
理
解
の
構
造
と
、
歴
史
に
お
け
る
文
化
の
伝
承

(
4
)
 

し
て
証
示
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
省
察
』
に
お
い
て
混

同
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
意
図
、
即
ち
基
礎
づ
け
の
端
緒
と
な
る
「
第
一

次
性
」
の
擁
護
、
お
よ
び
モ
ナ
ド
の
自
己
解
明
と
い
う
二
つ
の
意
図
は
、

「
第
一
次
的
な
も
の
」
を
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
「
自
我
」
で
は

な
く
、
今
ま
さ
に
反
省
を
行
っ
て
い
る
「
私
」
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
正
当
に
調
停
さ
れ
得
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
「
主

観
性
」
概
念
の
時
間
的
区
別
を
考
察
の
圏
外
に
置
く
静
態
的
な
分
析
態

度
は
乗
り
越
え
ら
れ
、
最
晩
年
の
発
生
的
な
相
互
主
観
性
理
論
は
、
今

ま
さ
に
機
能
し
つ
つ
あ
る
こ
の
当
の
も
の
を
学
問
的
な
記
述
に
も
た
ら

す
こ
と
を
試
み
る
。
た
だ
し
こ
の
点
は
最
後
に
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、

次
節
で
は
「
文
化
」
と
い
う
事
象
に
考
察
の
次
元
を
移
し
た
い
。

の
概
念
を
「
自
然
」
と
の
対
比
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
既
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
裸
の
自
然
」
か
ら
出
発
し
た
上
で

他
者
と
の
「
共
同
性
」
を
論
じ
る
の
だ
が
、
こ
の
「
共
同
性
」
そ
れ
自

体
も
ま
た
、
「
様
々
な
段
階
に
お
い
て
」
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
階
層
的

な
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
(
I

,
 1

4
9
)

。
最
下
層
を

な
す
の
は
、
独
我
論
的
な
「
自
然
」
を
基
に
共
同
化
さ
れ
た
「
相
互
主

観
的
自
然
」
で
あ
り
、
本
節
で
取
り
上
げ
る
「
文
化
」
の
次
元
、
わ
れ

わ
れ
を
直
接
取
り
巻
く
「
文
化
的
周
囲
世
界
」
は
、
そ
の
上
に
基
づ
け

ら
れ
た
、
よ
り
「
高
次
」
の
世
界
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
階
層
的
な
「
共

同
性
」
は
当
然
そ
の
高
低
を
問
わ
ず
、
万
人
に
と
っ
て
の
接
近
可
能
性
、

即
ち
相
互
主
観
的
な
「
客
観
性
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
「
自
然
」
か

ら
「
文
化
世
界
」
へ
と
構
成
段
階
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
そ
の
「
客
観
性
」

は
制
限
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
「
世
界
は
私
に
と
っ
て
も
、
い
か
な
る

人
に
と
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
文
化
世
界
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
い
か
な
る
人
に
と
っ
て
も
接
近
し
得
る
と
い
う
意
味
を
持
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
(11
文
化
的
周
囲
世
界
の
）

客
観
性
は
制
限
さ
れ
て
い
る
」

(

I

,
 1

6
0
)

。
人
間
同
士
は
物
理
的
な
距

離
、
さ
ら
に
は
時
間
的
な
距
離
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
、
様
々
な
固
有
の
文

化
を
形
成
し
て
い
る
が
、
そ
の
距
離
が
遠
け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
互
い
の
交

流
は
疎
外
さ
れ
、
各
文
化
の
自
立
性
は
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
「
文
化
世
界
」
と
い
う
概
念
は
複
数
性
、
或

い
は
多
様
性
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
日
常
的
経
験
に
お
け
る
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直
接
的
な
具
体
性
と
と
も
に
、
制
限
さ
れ
た
客
観
性
と
い
う
契
機
が
含

ま
れ
て
い
る
。
他
方
、
共
同
性
の
低
次
の
段
階
、
即
ち
受
動
的
に
共
同

化
さ
れ
た
「
相
互
主
観
的
自
然
」
は
、
「
各
自
性
」
と
「
唯
一
性
」
を

備
え
て
い
る
が
、
自
然
の
共
通
性
は
何
ら
具
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、

或
る
程
度
の
一
般
性
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
異
文
化
と
の
交
流
が
よ
り
具
体
的
な
共
通
性

•••• 

を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
上
述
の
よ
う
に
「
一
種
の
自
己
移
入
」
と

し
て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
「
こ
こ
で
は
、
私
と
私
の
文
化
に
属
す
る

仲
間
K
u
l
t
u
r
g
e
n
o
s
s
e
n
が
、
い
か
な
る
異
他
的
な
文
化
に
対
し
て
も
、

第
一
次
的
な
も
の
で
あ
る
」

(
I

,
 1

6
2
)

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
第

五
省
察
」
で
は
自
他
の
文
化
世
界
の
相
対
的
な
完
結
性
、
相
互
の
対
立

を
前
提
と
し
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
「
自
文
化
」
を
「
第
一
次
的
な
も

の
」
と
す
る
異
文
化
理
解
の
構
造
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
察
様
式
の
問
題
性
は
前
節
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
に
対
し
て
『
省
察
』
以
後
、
事
物
や
他
者
に

対
す
る
経
験
を
発
生
的
な
観
点
か
ら
、
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
自
己
移
入
に
よ
る
他
者
経
験
が
、
周
囲
世
界
の
「
拡
大
」

と
し
て
、
即
ち
自
己
の
身
体
を
中
心
と
し
た
「
既
知
性
」
の
地
平
が
「
環

状
に
r
i
n
g
f
o
r
m
i
g
」
(
X
V
,
4
2
9
)

さ
れ
て
ゆ
く
動
的
な
過
程
と
し
て
捉
え

(5) 

ら
れ
て
い
る
。
或
る
草
稿
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
発
生
的
分
析
の
出

発
点
は
、
い
ま
だ
他
の
他
界
を
知
ら
ず
、
自
己
を
取
り
巻
く
周
囲
世
界

が
端
的
に
世
界
全
体
で
あ
る
よ
う
な
段
階
、
即
ち
「
最
も
直
接
的
な
近

接
世
界
N
a
h
w
e
l
t
」
（
ラ
こ
•
4
2
8
)

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
お
よ
そ
最
初
の
近
隣
周
囲
世
界
erste

n
a
c
h
s
t
e
 U
m
w
e
l
t
と
し
て
の
部
屋
」
の
中
で
、
「
母
」
や
「
父
」
な
ど

の
「
隣
人
die
N
a
c
h
s
t
e
n
」
と
と
も
に
過
ご
す
幼
児
で
あ
る
。
諸
々
の

事
物
は
こ
の
幼
児
自
身
の
「
身
体
」
を
中
心
と
す
る
「
近
接
的
な
方
向

定
位
Z
a
h
o
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
」
に
お
い
て
、
「
馴
染
み
の
事
物
」
と
し
て
経

験
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
子
供
が
「
扉
や
窓
の
な
い
牢
獄
」

(
,
4
3
0
)

に
生
み
落
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
自
ら
そ
の
部
屋
を
出
て
、

差
し
当
た
り
は
「
道
路
」
や
「
村
」
、
「
町
」
等
を
経
験
す
る
可
能
性
、

そ
し
て
そ
の
つ
ど
異
他
的
な
も
の
に
遭
遇
す
る
可
能
性
は
、
と
も
に
つ

ね
に
開
か
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
異
他
的
な
も
の
は
「
差

し
当
た
り
理
解
不
可
能
に
異
他
的
な
も
の
」

(
X
V
,
4
3
2
)

と
し
て
、
或
い

は
「
異
常
性
A
n
o
r
m
a
l
i
t
a
t
」
(
ジ
4̀
3
8
)

と
し
て
、
馴
染
み
の
「
周
囲

世
界
」
の
「
親
近
性
V
e
r
t
r
a
u
t
h
e
i
t
を
打
ち
破
り
つ
つ
出
現
す
る
」

（
姿
4
2
9
)

。
し
か
し
、
「
具
体
的
な
類
型
」
に
関
し
て
は
ど
れ
ほ
ど
理

解
不
可
能
で
、
異
常
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
何
ら
か

の
「
物
体
」
、
或
い
は
「
人
間
」
で
あ
る
と
い
っ
た
程
度
の
理
解
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
制
限
も
な
い
が
内
容
も
な
い
一

般
的
な
共
通
性
、
即
ち
『
省
察
』
に
お
け
る
「
相
互
主
観
的
自
然
」
の

共
通
性
は
、
既
に
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

こ
れ
を
「
既
知
性
の
核
」
(
W

4̀
3
2
)

と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
「
既
知
性
の
核
」
が
な
け
れ
ば
、
「
そ
う
し
た
も
の
は
そ
も
そ
も
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経
験
さ
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
異
他
的
な
も
の
と
し
て
も
経
験

さ
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
(
W

4̀
3
2
)

と
。
つ
ま
り
、
私
に
と
っ
て

馴
染
み
あ
る
「
物
体
性
」
や
「
人
間
」
、
「
動
物
」
、
「
植
物
」
と
い
っ
た

程
度
の
も
の
が
、
直
面
す
る
端
的
に
異
他
的
な
も
の
に
お
い
て
も
見
出

さ
れ
、
共
通
性
を
確
立
す
る
か
ら
こ
そ
、
「
異
他
的
な
も
の
」
そ
れ
自

身
の
経
験
が
成
立
し
、
更
な
る
理
解
が
動
機
付
け
ら
れ
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
民
族
」
或
い
は
「
国
家
」
と
い
っ
た
大
き
な
枠
組
み
に

お
け
る
他
者
経
験
と
し
て
の
異
文
化
理
解
に
関
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
そ
の
原
初
的
状
況
を
、
「
私
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
（
ギ
リ
シ
ャ
人
や

ド
イ
ツ
人
等
々
）
に
と
っ
て
、
『
そ
れ
自
体
で
最
初
の
』
、
民
族
的
に
ー
第

一
次
的
v
o
l
k
i
s
c
h
ーp
r
i
m
o
r
d
i
a
l
な
周
囲
世
界
」
（
ラ
｀
4
3
6
)

と
言
い
表
す
。

こ
れ
は
異
文
化
と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
自
文
化
で
は
な
く
、
先
に
述
べ

た
幼
児
に
と
っ
て
の
「
部
屋
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
人
類
の
い
か
な
る
段
階
も
『
誕
生
』
を
持
ち
、
人
類
と
し
て
の
そ
の

発
展
や
成
熟
、
ま
た
他
の
『
誕
生
』
を
持
つ
他
の
諸
々
の
人
類
と
の
つ

な
が
り
を
持
つ
」

(
X
V
,
4
3
9
)

と
い
う
よ
う
に
、
共
同
体
の
発
展
は
し
ば

し
ば
一
個
人
の
生
と
の
類
比
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
異
文
化
理
解
の
発

生
的
分
析
は
こ
の
よ
う
に
、
他
の
民
族
や
他
の
文
化
世
界
の
存
在
が
認

識
さ
れ
る
以
前
の
段
階
を
「
第
一
次
性
」
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
、
「
既

知
性
の
核
」
、
「
核
と
し
て
l

同
一
の
も
の
」
（
ジ
[
4̀
3
6
)

を
も
と
に
、
差

し
当
た
り
は
理
解
不
可
能
な
も
の
が
理
解
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
過
程
に

焦
点
を
当
て
つ
つ
、
周
囲
世
界
の
力
動
的
な
「
拡
大
」
過
程
を
記
述
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
民
族
」
に
固
有
の
「
文
化
」
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る

際
に
は
、
「
歴
史
性
」
の
問
題
が
と
も
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

文
化
が
或
る
民
族
に
固
有
の
文
化
で
あ
る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
や
は

り
、
そ
れ
が
「
伝
統
」
と
し
て
「
歴
史
」
的
に
形
成
さ
れ
、
継
承
さ
れ

て
き
た
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
以
上
、
「
文
化
」
と
い
う
事
象
の
分
析

に
は
、
過
去
か
ら
連
綿
と
連
な
る
そ
の
伝
承
過
程
へ
の
眼
差
し
が
不
可

欠
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
以
下
で
は
『
省
察
』
の
問
題
圏

を
離
れ
、
「
歴
史
性
」
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
で
捉
え
ら
れ
た
「
文
化
」

伝
承
の
構
造
を
補
足
的
に
考
察
し
た
い
。

一九―

1
0
年
代
以
降
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
「
歴
史
」
と
い
う
問
題

を
、
『
第
一
哲
学
』
講
義
や
『
危
機
』
論
文
お
よ
び
そ
の
関
連
草
稿
の

中
で
主
題
的
に
考
察
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
幾
何
学
の
起
源
」
と
い
う

副
題
を
付
け
ら
れ
た
有
名
な
草
稿
の
中
で
、
彼
は
文
化
を
「
伝
統
性
」

或
い
は
「
歴
史
性
Historizitat
に
関
連
付
け
、
「
人
類
と
文
化
的
世
界

と
の
相
関
的
な
存
在
様
式
の
普
遍
的
歴
史
性
と
い
う
全
体
的
問
題
と
、

こ
の
歴
史
性
の
う
ち
に
あ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
」

(VI
,
3
7
8
)

と
い
う

新
た
な
間
題
を
提
起
し
て
い
る
。
文
化
の
「
歴
史
性
」
、
即
ち
文
化
が

過
去
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
へ
と
伝
承

さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
事
態
は
、
上
に
示
し
た
よ
う
な
、
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現
在
時
点
に
お
け
る
文
化
的
事
実
の
理
解
に
お
い
て
、
つ
ね
に
「
共
に

意
識
さ
れ
て
」
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
「
文
化
的
現
在
」
に
は
、
既
に
「
文

化
的
過
去
の
全
体
」
が
い
ま
だ
規
定
さ
れ
ぬ
ま
ま
地
平
的
に
「
含
蓄
」

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
こ
の
「
潜
在
的

な
」
理
解
そ
の
も
の
が
、
過
去
を
理
解
す
る
上
で
の
端
緒
と
な
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
関
心
は
、
事
実
的
経
過
と
し
て
の
歴
史
に
直
接
向
か
う
の
で

は
な
く
、
そ
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
」
を
取
り
出
す
こ
と
に
向
け
ら

れ
て
お
り
、
「
幾
何
学
の
起
源
」
へ
の
遡
及
的
な
問
い
は
、
範
例
的
な

意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
記
述
さ
れ
る
文
化
の
伝
統
化
の

概
要
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

幾
何
学
の
創
始
者
、
つ
ま
り
「
幾
何
学
の
タ
レ
ス
」

(VI
,
3
7
8
)

に
関

す
る
事
実
的
な
分
析
が
た
と
え
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
象
学
は
当

然
、
そ
う
し
た
文
献
学
的
な
問
い
を
自
ら
に
課
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
後
に
「
幾
何
学
」
と
い
う
体
系
的
な
学
問
に
結
実
す
る
そ
の

根
源
的
な
端
緒
が
、
一
個
人
の
心
的
過
程
に
お
け
る
何
ら
か
の
思
考
作

用
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ず
、
(
-
)
そ
の
精
神
的
な
働
き
が
、

ま
ず
は
同
時
代
の
他
者
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
な
意
味

を
獲
得
し
、
（
二
）
さ
ら
に
歴
史
の
中
で
「
幾
何
学
」
と
い
う
理
念
的
な

学
と
し
て
存
続
し
、
今
な
お
妥
当
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ

を
可
能
な
ら
し
め
る
構
造
そ
れ
自
体
の
明
確
化
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
試
み

る
の
で
あ
る
。
(
-
)
個
人
の
心
の
中
で
形
成
さ
れ
る
形
成
体
が
同
時
代

に
生
き
る
様
々
な
他
者
に
共
有
さ
れ
る
可
能
性
に
関
し
て
、
こ
の
草
稿

で
は
「
自
己
移
入
」
に
加
え
、
「
言
語
」
の
果
た
す
伝
達
機
能
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
な
言
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
客
観
性
は
「
第
一
段
階
」

の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
幾
何
学
的
対
象
が
本
来
的
に
有
す
る
「
理
念
的
客

観
性
」
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る

時
代
を
通
じ
て
絶
え
ず
妥
当
す
る
「
永
続
的
存
在
I
m
m
e
r
f
o
r
t
-
S
e
i
n

が
欠
け
て
い
る
」

(VI
,371)
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
（
二
）
そ
し
て
彼
は

そ
の
本
来
的
な
可
能
性
を
、
「
潜
在
化
し
た
伝
達
」

(VI
,
3
7
1
)

と
し
て

の
文
字
表
現
に
見
出
す
。
後
世
の
人
間
は
文
字
や
数
式
の
う
ち
に
「
沈

殿
」
し
た
「
根
源
的
な
」
意
味
を
「
再
活
性
化
R
e
a
k
t
i
v
i
e
r
u
n
g
」
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
継
承
し
、
そ
の
意
味
内
容
が
ま
た
次
代
へ
と
継
承
さ

れ
て
ゆ
く
た
め
の
前
提
と
も
な
る
。
彼
に
と
っ
て
「
歴
史
と
は
初
め
か

ら
、
根
源
的
な
意
味
形
成
と
意
味
沈
殿
と
の
、
相
互
共
存
M
i
t
e
i
n
a
n
,
 

d
e
r
お
よ
び
相
互
内
在
I
n
e
i
n
a
n
d
e
r
と
い
う
、
生
き
生
き
と
し
た
運
動

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」

(VI,3
8
0
)

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
フ
ッ

サ
ー
ル
は
『
省
察
』
以
降
、
「
わ
れ
わ
れ
」
相
互
主
観
性
の
問
題
を
「
歴

史
」
の
う
ち
へ
と
問
い
か
け
、
さ
ら
に
は
「
言
語
共
同
体
S
p
r
a
c
h,
 

g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
」
と
い
う
側
面
か
ら
も
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
次
節
で
は
こ
う
し
た
歴
史
的
省

察
の
意
味
を
「
厳
密
学
」
の
理
念
と
の
連
関
に
お
い
て
確
認
し
、
現
象

学
に
お
け
る
絶
対
的
な
も
の
を
究
明
し
た
い
。
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ま
ず
「
厳
密
学
」
の
理
念
と
「
歴
史
」
と
の
連
関
で
あ
る
が
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
当
初
、
「
歴
史
」
に
対
し
て
は
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。

『
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
彼
は
、
「
自
然
主
義
」
を
批
判

す
る
と
と
も
に
、
「
歴
史
主
義
」
が
懐
疑
主
義
、
或
い
は
相
対
主
義
へ

と
転
化
す
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
歴
史
主
義
的
思
考
は
歴
史
の

経
験
的
事
実
性
に
の
み
目
を
向
け
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
絶
対
的
な
も
の

と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
は
懐
疑
的
な
相
対
主
義
に
帰
着
す

る
が
故
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
徹
底
的
に
斥
け
た
の
で
あ
る
。
「
歴

史
的
な
根
拠
か
ら
は
、
た
だ
歴
史
的
な
結
果
の
み
が
生
ず
る
。
事
実
か

ら
理
念
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
り
論
駁
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
の

は
、
不
合
理
で
あ
る
」
（
裟
V
,
4
5
)

と
。
そ
し
て
「
厳
密
学
」
の
理
念
は
、

歴
史
主
義
の
も
た
ら
す
「
害
悪
」
に
対
す
る
た
だ
―
つ
の
「
対
策
」
と

し
て
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
学
的
批
判
と
そ
れ
に
加
え
て
、
下

か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
、
確
実
な
基
礎
に
基
づ
き
、
極
め
て
厳
密
な
方
法

に
従
っ
て
進
展
す
る
徹
底
的
な
学
、
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
擁
護

す
る
哲
学
的
な
学
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
（
裟
V
,
5
7
)

。
こ
う
し
た
理

念
は
実
際
上
、
確
実
な
基
礎
に
到
達
す
る
ま
で
は
何
も
の
を
も
与
え
ら

れ
た
も
の
と
し
て
は
前
提
し
な
い
、
と
い
う
先
入
観
な
き
立
場
V
o
r
u
r,
 

teilslosigkeit
を
要
求
す
る
。
既
成
概
念
の
無
批
判
な
混
入
を
斥
け
る

四

「
厳
密
学
」
の
理
念
と
現
象
学
に
お
け
る
絶
対
的
な
も
の

こ
の
姿
勢
は
、
後
に
「
哲
学
的
エ
ポ
ケ
ー
」
（
巨
,
3
9
)

と
し
て
概
念
化

さ
れ
る
が
、
「
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
」
の
開
始
状
況
は
こ
う
し
た
無
歴

史
的
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
態
度
に
こ
そ
あ
っ
た
。

た
だ
し
「
歴
史
主
義
」
と
と
も
に
「
歴
史
」
そ
れ
自
体
が
無
意
味
な

も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
哲
学
者
に
と
っ
て
最
も
広
い
意
味
で
の
歴
史
が
持

つ
莫
大
な
価
値
を
私
は
十
分
に
認
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き

り
と
強
調
し
て
お
き
た
い
。
哲
学
者
に
と
っ
て
、
共
同
精
神

G
e
m
e
i
n
g
e
i
s
t
の
発
見
は
、
自
然
の
発
見
と
同
様
、
有
意
義
な
こ
と
で

あ
る
」
（
裟
V
,
4
6
f
.
)

。
こ
の
「
共
同
精
神
」
に
関
す
る
分
析
は
、
わ
れ

わ
れ
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
他
者
経
験
の
理
論
化
に
よ
っ
て
本

格
的
に
着
手
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
晩
年
の
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
文
化
の
「
伝
統
化
」
に
関
与
し
た
他
者
た
ち
の
能
作
を
歴

史
的
地
平
へ
と
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
「
文
化
」
を
「
人
類
」
と
の

相
関
関
係
に
お
い
て
究
明
す
る
と
い
う
課
題
は
、
歴
史
を
経
験
的
な
因

果
連
関
と
し
て
捉
え
る
歴
史
学
者
の
研
究
方
法
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
省
察
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
心
は
、
こ

う
し
た
「
外
か
ら
v
o
n
A
u
s
e
n
 h
e
r
」
の
分
析
で
は
な
く
、
た
だ
「
内

．
．
．
．
．
．
．
 

か
ら
v
o
n
I
n
n
e
n
 
h
e
r
」
の
み
接
近
し
得
る
「
内
的
な
意
味
構
造
」

(VI, 3
8
0
)

、
即
ち
「
こ
の
歴
史
性
の
う
ち
に
あ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
」

を
取
り
出
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
歴
史
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的
な
も
の
一
般
を
経
験
し
、
そ
の
「
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
解
明
す

べ
く
歴
史
的
省
察
を
行
っ
て
い
る
の
は
「
誰
か
」
と
い
う
論
点
で
あ
る
。

厳
密
学
は
「
下
か
ら
の
」
哲
学
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
究
極
的
な
根
源

へ
と
遡
行
し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
「
動
機
」
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

「
超
越
論
的
」
と
呼
ん
だ
精
神
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
『
省
察
』
に
お

い
て
「
第
一
次
性
」
と
呼
ば
れ
、
「
二
義
的
」
に
使
用
さ
れ
て
い
た
そ

の
概
念
の
内
実
が
、
こ
こ
で
再
度
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論

的
現
象
学
が
擁
護
す
る
、
「
一
切
の
構
成
に
対
し
て
エ
ゴ
が
持
つ
中
心

的
位
置
の
絶
対
的
な
唯
一
性
」

(VI,
1
9
0
)

、
即
ち
今
ま
さ
に
反
省
を
為

し
て
い
る
「
自
我
的
な
も
の
」
は
、
い
か
に
し
て
学
問
的
に
記
述
さ
れ

得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
通
常
の
還
元
を
徹
底
化
し
、
意
識
の
根
源
的

な
「
今
」
、
即
ち
「
生
き
生
き
し
た
現
在
l
e
b
e
n
d
i
g
e
G
e
g
e
n
w
a
r
t
」

を
切
り
取
り
、
そ
こ
に
「
絶
対
的
に
唯
一
の
、
究
極
的
に
機
能
し
つ
つ

あ
る
エ
ゴ
」

(VI,
1
9
0
)

を
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
た

と
え
「
エ
ゴ
」
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
「
実
は
た
だ
曖
昧
に
『
自
我
』

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
」

(Ẁ
1
8
8
)

に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
「
エ
ゴ
」
は
、
自
我
の
根
源
的
な
形
態
と
い
う
意
味
で
「
原
ー
自
我
」
、

或
い
は
自
我
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
「
先
I
自
我
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、

超
越
論
的
還
元
を
経
た
後
、
意
識
の
究
極
的
な
「
今
」
、
「
原
初
的
現
在
」

に
迫
る
超
越
論
的
現
象
学
は
そ
の
絶
対
的
中
心
を
、
そ
う
し
た
「
自
我
」

な
ら
ざ
る
も
の
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
本
来
的
な
自
我
お
よ
び
他
者
の
構
成
は
い
か
に
し
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
に
見
ら
れ
る

顕
著
な
特
徴
は
、
「
他
な
る
自
我
」
を
「
過
去
の
自
我
」
と
の
「
類
比
」

に
お
い
て
考
察
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
私
自
身
の
、

現
在
的
な
自
我
を
「
超
越
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
る

種
「
異
質
」
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
私
の
自
我
、
現
在
的
な
自
我
と

の
「
つ
な
が
り
」
に
よ
っ
て
、
堅
固
な
「
同
等
性
」
を
保
持
し
て
い
る
。

「
過
去
」
と
の
「
つ
な
が
り
」
が
「
想
起
」
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
の

と
類
比
的
に
、
「
他
な
る
自
我
」
と
の
「
つ
な
が
り
」
も
、
「
想
起
」
と

同
様
、
直
接
的
に
現
前
し
な
い
も
の
を
何
ら
か
の
仕
方
で
眼
前
に
思
い

浮
か
べ
る
「
準
現
在
化
」
の
一
種
、
「
自
己
移
入
」
に
よ
っ
て
確
証
さ

れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
の
究
極
的
な
現
在
は
、
「
立

ち
止
ま
り
つ
つ
I

流
れ
去
る
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」
と
言
い
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
つ
ね
に
「
今
」
と
い
う
仕
方
で
一
瞬
立
ち
止
ま
り
な
が
ら

も
、
「
今
」
で
は
な
い
も
の
へ
と
流
れ
去
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
フ
ッ

サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
流
れ
去
り
に
お
い
て
「
原
I
自
我
」
は
、
流

れ
去
っ
た
当
の
も
の
に
、
「
過
ぎ
去
っ
た
と
い
う
様
態
」
を
与
え
、
過

去
の
自
我
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
他
者
構
成
は
こ
れ
と
類
比
的

に
、
「
脱
ー
他
化
E
n
t
ーF
r
e
m
d
u
n
g
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

他
者
の
原
初
的
な
現
在
は
「
過
ぎ
去
っ
た
」
過
去
の
自
我
と
同
様
、
単

に
準
現
在
化
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
眼
前
に
現
れ
る
単

な
る
物
体
に
、
自
我
自
身
の
原
初
的
現
在
が
移
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
そ
れ
は
「
共
現
在
的
な
k
o
m
p
r
a
s
e
n
t
」
他
者
と
し
て
妥
当
さ
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
脱
l

現
在
化
」

に
よ
る
自
己
時
間
化
を
通
し
て
、
「
原
—
自
我
」
は
そ
の
つ
ど
自
ら
を
本

来
的
な
「
自
我
」
と
し
て
構
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
け
ら
れ
た
「
よ
り
高

次
の
段
階
の
脱
I

現
在
化
と
し
て
の
自
己
移
入
」

(Ẁ
1
8
9
)

、
つ
ま
り
「
脱

I
他
化
」
を
通
し
て
、
他
者
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
究
極
的
還
元
を
通
し
て
語
ら
れ
る
上
述
の
事
柄
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
も
う
―
つ
の
要
求
、
即
ち
「
厳
密
学
」
の
理
念
が
要
求
す
る

よ
う
な
確
固
た
る
基
礎
を
直
ち
に
提
供
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
現

象
学
的
方
法
は
、
徹
頭
徹
尾
、
反
省
の
諸
作
用
の
中
で
行
わ
れ
る
」

（戸
5
0
)

が
、
そ
れ
は
本
来
的
に
事
後
的
な
確
認
に
過
ぎ
な
い
以
上
、

直
観
の
眼
差
し
が
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
に
向
け
ら
れ
た
と
き
、
そ

れ
は
既
に
「
今
」
で
は
な
い
も
の
へ
と
流
れ
去
っ
て
い
る
。
反
省
は
一

歩
ず
つ
立
ち
遅
れ
、
そ
の
機
能
現
在
を
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
捉

え
る
こ
と
は
、
原
理
上
不
可
能
な
試
み
に
と
ど
ま
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
反
省
の
限
界
を
自
覚
し
つ
つ
、
そ
の
彼
方
に
見
え

隠
れ
す
る
事
象
そ
の
も
の
を
、
「
絶
対
者
」
と
呼
び
表
わ
す
の
で
あ
る
。

「
絶
対
者
と
は
絶
対
的
時
間
化
に
他
な
ら
な
い
」

(Ẁ
6
7
0
)

と
。
反
省

の
眼
差
し
に
収
ま
り
得
な
い
そ
の
「
絶
対
者
」
は
ま
た
、
「
原
事
実
」

と
も
言
い
表
さ
れ
る
。
「
『
絶
対
的
な
「
原
事
実
F
a
k
t
u
m
」
』
ー
ー

l

原

事
実
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
逆
の
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
偶
然
的
な
も
の
を
意

味
し
な
い
。
…
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
、
あ
ら
ゆ
る
相
対
性
、
あ
ら
ゆ
る
制

約
性
の
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
ら
に
意
味
と
存
在
を
与
え
る
も
の
は
ま
さ

に
、
『
必
然
的
』
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
、
絶
対
者
な
の
で
あ
る
」

（
ジ
•66
9
)

。

還
元
を
経
て
、
「
原
—
自
我
」
へ
と
眼
差
し
を
振
り
向
け
よ
う
と
す
る

哲
学
者
の
究
極
的
な
自
己
反
省
は
、
こ
れ
を
否
応
な
し
に
確
固
た
る
「
自

我
」
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
と
と
も
に
世
界
は
「
モ
ナ
ド
化
」
さ
れ
た

世
界
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
「
自
我
」
の
安
易
な
絶
対

化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ

る
。
反
省
に
よ
っ
て
私
は
つ
ね
に
、
地
平
の
う
ち
に
他
者
の
痕
跡
を
深

く
刻
み
込
ん
だ
「
わ
れ
わ
れ
」
の
世
界
を
生
き
る
自
己
を
再
確
認
す
る
。

世
界
か
ら
身
を
翻
し
、
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
根
底
へ
と
自
己
反
省
を
深
め

る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
が
、
も
は
や
単
純
に
「
自
我
」
と
呼
ぶ
こ
と
の

で
き
な
い
事
態
に
肉
迫
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
自
我
」

を
絶
対
化
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
そ
の
実
、
「
自
我
」
を
相

対
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
す
分
析
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
サ
ル
ト
ル
は
、
超
越
論
的
領
野
の
「
自
我
」

か
ら
の
「
純
化
と
解
放
」
を
試
み
、
「
絶
対
的
意
識
」
の
「
非
人
称
性
」

を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
『
省
察
』
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上

で
、
「
『
我
れ
の
み
ひ
と
り
絶
対
と
し
て
存
在
す
る
』
と
定
式
化
す
る
代

わ
り
に
、
『
絶
対
的
意
識
の
み
ひ
と
り
絶
対
と
し
て
存
在
す
る
』
と
表
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本
稿
で
は
ま
ず
、
「
第
五
省
察
」
に
お
け
る
他
者
経
験
、
お
よ
び
異

文
化
理
解
の
構
造
を
分
析
し
、
引
き
続
き
「
文
化
」
を
主
題
と
し
て
フ
ッ

サ
ー
ル
の
発
生
的
分
析
を
概
観
し
、
文
化
の
歴
史
的
な
伝
承
過
程
に
言

及
し
た
。
〈
そ
こ
〉
と
い
う
空
間
的
周
縁
に
現
出
す
る
他
者
や
異
文
化
の

み
な
ら
ず
、
〈
か
つ
て
〉
と
い
う
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
文
化
的
な
過
去
も

ま
た
、
広
い
意
味
で
の
「
他
者
」
で
あ
る
と
言
い
得
る
が
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は
〈
今
ー
こ
こ
ー
私
〉
の
絶
対
的
な
優
位
を
何
と
し
て
で
も
確
保
し
た

上
で
、
「
私
」
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
限
り
で
の
「
他
者
」
を
記
述
し

よ
う
と
試
み
た
。
晩
年
の
彼
は
、
「
自
己
自
身
の
体
験
流
」
へ
の
発
生

的
な
眼
差
し
を
さ
ら
に
先
鋭
化
し
、
「
私
」
の
中
心
性
を
超
越
論
的
自

我
に
で
は
な
く
、
今
ま
さ
に
世
界
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
当
の
も
の
、
「
原

I
自
我
」
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
「
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
」

を
も
と
に
還
元
を
遂
行
し
、
哲
学
史
の
流
れ
に
新
た
な
「
転
回

U
m
w
e
n
d
u
n
g」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
、
ま
た
こ
の
超
越
論
的
転
回
に

結

五口
I
-

＝-R 

(
9
)
 

明
す
べ
き
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
、
究
極
的
な
エ
ゴ

の
「
非
人
称
性
」
を
認
め
る
側
面
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
哲
学
を
す
る

「
私
」
の
根
幹
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
以
上
、
不
適
切
な
表
現
で
あ
る

と
知
り
つ
つ
も
、
彼
は
最
後
ま
で
「
エ
ゴ
」
の
語
を
手
放
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
蔓
延
す
る
「
害
悪
」
即
ち
「
懐
疑
主
義
」
の
病
を
治
療
す
る

こ
と
が
、
「
厳
密
学
」
と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
に
託
さ
れ
た
課
題

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
転
回
は
必
然
的
な
も
の
と
し
て
証
示
さ
れ
得
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

の
中
心
性
、
つ
ま
り
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
」
を
露
呈
し
得
る
視
点
そ

の
も
の
は
、
た
と
え
「
絶
対
者
」
と
し
て
言
い
表
さ
れ
よ
う
と
も
、
「
厳

密
学
」
の
理
念
が
要
求
す
る
「
絶
対
的
な
端
緒
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
『
必

然
的
』
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
」
そ
の
「
エ
ゴ
」
は
、
い
か
な
る
学

問
的
記
述
を
も
拒
絶
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
論
見

が
、
世
界
を
経
験
す
る
そ
の
視
点
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
確
保
し
、

永
遠
の
哲
学
を
建
設
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
計
画
は
最

終
的
に
は
頓
挫
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
象
学
は
、
絶
対
確

実
な
公
理
か
ら
演
繹
に
よ
っ
て
定
理
を
導
出
す
る
、
幾
何
学
的
な
学
問

体
系
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
超

越
論
的
経
験
の
無
限
の
領
野
を
く
ま
な
く
遍
歴
し
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
」

に
見
出
さ
れ
る
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
止
め
る
、
記
述
的
な
学
問

で
あ
っ
た
。
可
能
な
こ
と
は
、
絶
対
確
実
な
基
礎
を
永
続
的
な
も
の
と

し
て
確
保
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
経
験
の
諸
相
を
超
越
論
的
に
批
判
す

る
と
い
う
課
題
を
、
永
続
的
に
遂
行
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
に
と
っ
て
、
「
究
極
的
な
基
礎
づ
け
に
基
づ
く
学
」
と
「
究
極
的
な

自
己
責
任
に
基
づ
く
学
」
は
同
義
(
V
,
1
3
9
)

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
言
葉

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
が
最
後
ま
で
擁
護
し
た
「
エ
ゴ
」
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(
2
)
 

注フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
の
巻
数
を
ロ
ー

マ
数
字
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
略
記
し
た
上
で
本
文
中
の
括
弧
内
に
付
す
。

た
だ
し
、
編
集
者
の
序
文
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
、
頁
数
も
ロ
ー
マ
数
字
で
記
す
。

な
お
本
稿
に
お
い
て
引
用
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

B
d
.
 I
 
Cartesianische M
e
d
i
t
a
t
i
o
n
e
n
 u
n
d
 P
a
n怨
r
Vortrage, 
hrsg. 
v
o
n
 

S.Strasser, 
D
e
n
 H
a
a
g
,
 1
9
6
3
.
 

B
d
.
 III 

I
d
e
e
n
 z
u
 einer r
e
n
i
n
e
n
 P
h
登
0
m
eミ
ologie
u
n
d
 p
h
登
o
m
e
n
o
l
o
g
i
s,
 

c
h
e
n
 Philosophie. 
E
r
s
t
e
s
 
B
u
c
h
.
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
E
i
n
f
u
h
r
u
n
g
 in 
die 
reine 

P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
,
 hrsg• 

v
o
n
 K
・
S
c
h
u
h
m
a
n
n
,
 D
e
n
 H
a
a
g
,
 1
9
7
6
.
 

B
d
.
 V
 
I
d
e
e
n
 z
u
 einer r
e
n
i
n
e
n
 P
h
登
0
m
eミ
ologie
ミ
ミ

d
p
h
i
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g硲

c
h
e
n
 Philosophie• 

Drittes 
B
u
c
h
.
 
D
i
e
 
P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
u
n
d
 die 
F
u
n
'
 

d
a
m
e
n
t
e
 d
e
r
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 
hrsg. v
o
n
 M. B
i
e
m
e
l
,
 D
e
n
 H
a
a
g
,
 1
9
5
2
.
 

B
d
.
 VI 
D
i
e
 Krisis d
e
r
 e
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 u
n
d
 die 
transzen ,
 

dentale P
h
i
i
n
o
m
eミ
ologie,
hrsg. v
o
n
 W
.
 B
i
e
m
e
l
,
 
D
e
n
 H
a
a
g
,
 1
9
7
6
.
 

B
d
.
 X
V
 Z
u
r
 P
h
i
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
d
e
r
 Intersミ
bjektivitat,

T
e
x
t
e
 
a
u
s
 
d
e
m
 

Nachlass• 

Dritter 
Tei!: 
1
9
2
9
-
1
9
3
5
,
 
hrsg. 
v
o
n
 I• 

K
e
r
n
,
 
D
e
n
 H
a
a
g
,
 

1
9
7
3
.
 

B
d
・
X
X
V
 
A
u
f
s
a
t
z
e
 
u
n
d
 V
a
r
芯
'ge
(
1
9
1
1
-
1
9
2
1
)
,
 
hrsg. 
v
o
n
 T
h
.
 N
e
n
o
n
 

u
n
d
 
H
.
 R. S
e
p
p
,
 1
9
8
7
.
 

(
1
)

「
そ
れ
(II
超
越
論
的
主
観
性
）
が
可
能
な
意
味
の
総
体
で
あ
る
な
ら
ば
、

外
部
は
ま
さ
に
無
意
味
U
n
s
i
n
n
で
あ
る
」

(
I
,
 117)
。

姿
目

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
超
越
論
的
展
開
の
必
然
性
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
哲
学
者
と
し
て
の
生
を
上
述
の
課
題
と
同
一
視
し
、
自
己
に
課
せ

ら
れ
た
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
か
否
か
、
そ
の
決
意
に
集
約
さ
れ
る

(
9
)
 

(
8
)
 

(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

姿

XVlllf.

同
じ
草
稿
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
『
超
越
論
的
還
元
』
、
こ
れ
は
二
義
的

な
も
の
と
し
て
証
示
さ
れ
る
」
（
姿
7
3
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
二
義
性
」

の
洞
察
は
『
危
機
』
に
お
け
る
「
デ
カ
ル
ト
の
道
」
の
「
大
き
な
欠
陥
」

に
関
す
る
言
及
に
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
「
そ
の
道
は
確
か
に
一
躍
に
し
て

す
ぐ
超
越
論
的
エ
ゴ
ヘ
到
達
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
先
行
す
る
説
明
が
す

べ
て
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
超
越
論
的
エ
ゴ
を
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

内
容
空
虚
な
も
の
と
し
て
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
な
る
」

(VI,
1
5
8
)

の
で

あ
る
と
。
そ
し
て
「
生
活
世
界
」
を
経
由
す
る
「
新
た
な
道
」
の
途
上
で
、

「
主
観
性
は
相
互
主
観
性
に
お
い
て
の
み
そ
れ
が
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も

の
、
即
ち
構
成
的
に
機
能
す
る
自
我
で
あ
る
」

(VI
.
1
7
5
)

こ
と
が
明
言
さ

れ
る
。

或
い
は
「
諸
々
の
周
囲
世
界
は
、
円
錐
状
k
e
g
e
l
r
i
n
g
f
o
r
m
i
g
に
拡
大
さ
れ

つ
つ
、
そ
れ
で
も
外
的
に
は
結
合
す
る
こ
と
な
く
形
成
さ
れ
る
」
（
姿
4
3
8
)

。

谷
徹
氏
は
超
越
論
的
な
「
子
供
」
と
父
母
と
が
「
い
わ
ゆ
る
癒
合
状
態
」

に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
本
来
的
な
「
モ
ナ
ド
」
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
「
原

切
断
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
た
上
で
、
「
発
生
的
分
析
は
、
自
我
か
ら
他
者

へ
の
自
己
移
入
よ
り
も
原
切
断
の
ほ
う
が
先
行
す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
し

て
、
そ
の
原
切
断
よ
り
も
さ
ら
に
原
初
の
共
存
（
相
互
内
在
）
が
先
行
す
る

こ
と
を
示
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
（
谷
徹
『
意
識
の
自
然
現
象
学
の
可

能
性
を
拓
く
』
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
六
二
八
頁
以
下
）
。

「
相
互
主
観
性
」
と
「
言
語
」
の
問
題
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

野
家
啓
一
『
言
語
行
為
の
現
象
学
』
、
到
草
書
房
、
一
九
九
三
年
。

J
e
a
n
-
P
a
u
l
 Sartre, 
L
a
 t
r
a
n
s
c
e
n
d
a
n
c
e
 d
e
 !'ego, 
Paris, 
1
9
9
6
 
(~ 

訳
『
自
我
の
超
越
情
動
論
粗
描
』
、
竹
内
芳
郎
訳
、
人
文
書
院
、
二

0
0

0
年
、
八

0
頁）。

上
掲
書
八
五
頁
。
ま
た
斎
藤
慶
典
氏
は
「
超
越
論
的
領
野
」
の
特
性
と
し
て
、

(
-
）
唯
一
性
、
（
二
）
匿
名
的
、
（
三
）
絶
対
的
事
実
性
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。

「
超
越
論
的
領
野
は
〈
誰
の
も
の
で
も
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
、
匿
名
的

で
あ
る
。
こ
の
「
私
」
で
す
ら
そ
こ
に
お
い
て
構
成
さ
れ
・
現
象
す
る
「
場
」
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哲
学
哲
学
史
・
博
士
後
期
課
程
）

そ
れ
自
体
は
、
も
は
や
「
私
」
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
「
私
」
の
方
が
、
こ
の
「
場
」
に
帰
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
斉

藤
塵
典
『
思
考
の
臨
界
i

超
越
論
的
現
象
学
の
徹
底
』
、
勁
草
書
房
、
ニ

0
 0
0
年
、
三
二
頁
）
。（

ま
え
だ
な
お
や
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