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リ
ク
ー
ル

(
P
.
R
i
c
o
e
u
r
)

に
よ
れ
ば
歴
史
概
念
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
含
ん
で
い
る
。
歴
史
が
統
一
的
意
味
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

な
い
と
す
れ
ば
、
諸
々
の
歴
史
上
の
出
来
事
は
何
等
の
脈
絡
も
な
い
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
歴
史
哲
学
は
成
立
し
得
な
い
。
ま
た
歴

史
が
何
等
か
の
理
念
に
よ
っ
て
一
義
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
と
い
っ
て
も
実
は
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場

合
歴
史
哲
学
は
成
立
し
得
て
も
‘
本
来
時
間
的
経
過
を
伴
う
も
の
と
し
て
の
歴
史
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
懐
疑
主
義
の
、
後
者
は

(
1
)
 

合
理
主
義
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
い
か
に
調
停
す
べ
き
か
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル

(
E
.
H
u
s
s
e
r
i
)

の
歴

ま
ず
あ
ら
か
じ
め
「
歴
史
」
概
念
の
外
延
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
「
出
来
事
と
し
て
の
歴
史

(
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)
」と

(
2
)
 

そ
の
「
記
述
ま
た
は
研
究
と
し
て
の
歴
史

(
H
i
s
t
o
r
i
e
)
」
と
の
用
法
上
の
区
別
は
な
い
。
お
よ
そ
歴
史
研
究
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
‘
ゲ

シ
ヒ
テ
は
す
べ
て
ヒ
ス
ト
リ
ー
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、

は
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
な
い
も
の
は
ゲ
シ
ヒ
テ
で
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
‘
用
語
の
区
別
な
ど
は
念
頭
に
浮
ば
な
か

史
哲
学
を
材
料
に
し
て
論
考
し
て
み
た
い
。

一
、
は
じ
め
に

そ
し
て
ま
た
あ
く
ま
で
学
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て

歴

史

の

現

象

学

里

見

軍

之
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い
。
時
間
は
ニ
ュ
ー
ト
ン

時
間

と
こ
ろ
で
出
来
事
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
、
自
然
も
一
種
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
自
然
史
と
い
う
範
睛
も
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
然
史
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
少
な
く
‘
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
場
合
で
も
、
本
来
の
人
間
の
歴
史

に
対
す
る
前
史
と
し
て
に
過
ぎ
な
い
。
か
れ
も
有
機
的
自
然
（
特
に
動
物
）
に
は
あ
る
意
味
で
の
指
向
性
を
認
め
て
は
い
る
が
、
本
来
意

識
的
に
指
向
的
で
あ
り
得
る
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る
か
ら
‘

(H• 

H
o
h
l
)
 
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
手
稿
か
ら
「
歴
史
的
現
存
在
は
多
少
と
も
発
展
し
た
理
性
を
持
つ
現
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
を
引
き
‘

(
3
)
 

し
た
が
っ
て
歴
史
性
は
「
精
神
的
ー
反
省
的
」
存
在
者
に
属
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

(A• 

D
i
e
m
e
r
)
の
研
究
に
よ
れ
ば
‘

束
さ
れ
て
い
る
「
人
間
ー
子
供
」

代
」
が
成
立
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
人
間
は
理
性
の
担
い
手
と
し
て
、
自
律
的
自
由
の
体
現
者
と
し
て
―
つ
の
高
み
に
達
し
た
の
で
あ

(
4
)
 

る
。
要
す
る
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
指
向
的
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
理
性
的
動
物
た
る
人
間
に

の
み
歴
史
性
を
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
は
‘

歴
史
認
識
の
基
礎
づ
け
の
方
に
大
き
な
成
果
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
自
我
の
歴
史
性

フ
ッ
サ
ー
ル
が
時
間
を
論
じ
る
場
合
、
時
計
に
よ
る
時
刻
の
表
示
と
か
天
文
学
的
時
間
の
画
定
と
か
を
主
題
と
す
る
の
で
は
な

(
I
.
N
e
w
t
o
n
)

に
お
け
る
絶
対
時
間
の
よ
う
に
ど
こ
か
に
端
的
に
存
在
し
て
い
る
尺
度
と
い
う
よ
う
な
も
の
と

(
M
.
H
e
i
d
e
g
g
e
r
)

で
あ
る
。

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
反
対
に
‘

ま
た
同
じ
く
手
稿
を
元
に
し
た
デ
ィ
ー
マ
ー

ヒ
ス
ト
リ
ー
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
ゲ
シ
ヒ
テ
を
強
調
す
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー

か
れ
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
歴
史
性
に
つ
い
て
だ
け
語
る
の
で
あ
る
。

ホ
ー
ル

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
歴
史
を
二
段
階
に
分
け
て
い
る
。
神
秘
的
世
界
に
生
き
、
自
然
に
ま
っ
た
＜
拘

の
時
代
す
な
わ
ち
「
前
ー
時
代
」
が
ま
ず
あ
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
歴
史
的
時

か
れ
が
晩
年
大
急
ぎ
で
築
い
た
歴
史
哲
学
そ
の
も
の
よ
り
も
‘
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し
て
で
は
な
く
、
時
間
〈
意
識
〉
と
し
て
の
み
問
題
と
さ
れ
る
。
時
間
は
「
体
験
と
体
験
と
を
結
合
す
る
必
然
的
形
式
を
言
い
表
わ
し
て

(
5
)
 

い
る
。
」
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
日
常
的
用
語
法
は
体
験
の
結
合
形
式
を
示
す
た
め
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
例
え
ば
今
あ
る
メ
ロ
デ

ィ
ー
（
…
…
ド
・
ミ
・
ソ
…
…
）
を
聞
い
て
い
る
と
し
よ
う
。
ミ
音
が
耳
に
入
っ
た
瞬
間
に
は
ド
音
は
ま
っ
た
き
無
に
な
っ
た
の
で
も
な

く
、
ま
た
ミ
音
と
一
諸
に
聞
か
れ
る
の
で
も
な
い
。
無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
れ
ば
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
の
連
続
性
は
失
な
わ
れ
る

し
、
同
時
に
聞
か
れ
る
の
な
ら
和
音
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
ド
音
は
あ
る
種
の
記
憶
と
し
て
の
過
去
把
持

(
R
e
t
e
n
t
i
o
n
)
と
い

う
か
た
ち
で
残
存
し
て
お
り
、
現
在
の
―
つ
の
様
態
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ミ
音
が
耳
に
入
っ
た
瞬
間
に
は
次
に
来
た
る
べ
き

音
が
何
等
か
の
仕
方
で
予
料
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
が
ま
さ
に
ソ
音
で
あ
る
か
否
か
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、
実
際
ソ
音
で
あ

る
と
い
う
予
料
は
充
実
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
特
定
の
音
は
予
期
さ
れ
得
な
い
に
し
て
も
、
次
の
瞬
間
何
等
か
の
音
が
到

来
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
程
度
の
こ
と
は
予
期
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
予
料
は
未
来
予
持

(
P
r
o
t
e
n
t
i
o
n
)

と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
も
現
在
と

ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
―
つ
の
様
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去
、
現
在
、
未
来
は
等
し
い
比
重
を
持
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
‘
過
去
は
過
去
把
持
と
し
て
、
未
来
は
未
来
予
持
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
地
平
を
な
し
て
お
り
、
現
在
の
背
景
と
し
て
意

識
に
潜
在
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
過
去
把
持
や
未
来
予
持
と
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
現
在
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
「
理
念
的
限
界
に
過

ぎ
ず
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
こ
の
理
念
的
今
は
非
ー
今
と
何
か

(
6
)
 

ま
っ
た
く
異
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
連
続
的
に
非
今
と
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
」

各
現
在
に
お
い
て
未
来
予
持
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
の
瞬
間
（
次
の
現
在
）
に
お
い
て
新
た
に
現
在
と
な
り
、
こ
の
予
持
が
充
実
さ
れ

ふ
る

た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
。
ま
た
こ
の
新
し
い
現
在
に
お
い
て
は
旧
い
現
在
は
過
去
把
持
の
位
置
に
変
り
、
同
時
に
新
た
な
未
来
予
持
が

出
来
す
る
。
こ
の
よ
う
に
時
間
は
た
ん
に
点
的
な
も
の
の
連
続
で
は
な
く
‘
構
造
を
持
っ
た
現
在
と
い
う
意
識
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
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れ
る
。

合
意
識
の
流
れ
と
い
っ
て
も
時
間
的
に
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
‘
逆
に
意
識
の
流
れ
に
お
い
て
対
象
的
な
も
の
が
時
間

内
存
在
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
は
そ
の
都
度
時
間
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
時
間
化

(
N
e
i
t
i
g
u
n
g
)
の
働
き

そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
化
は
一
面
で
は
絶
え
ず
現
在
で
は
な
く
な
る
も
の
、
非
今
と
媒
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
脱
自
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
常
に
現
在
と
し
て
の
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の
同
一
性
の
側
面
が
意
識
の
統
一
極
す
な
わ
ち
自
我
（
カ
ン

こ
こ
で
客
観
的
時
間
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
問
題
は
別
稿
に
譲
る

こ
と
に
し
た
い
。

た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
般
に
客
観
性
の
根
拠
を
相
互
主
観
性

(
I
n
t
e
r
s
u
b
j
e
k
t
v
i
t
a
 t
)
 

ら
、
客
観
的
時
間
に
つ
い
て
も
相
互
主
観
的
に
論
定
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

自
我
の
統
一
性

フ
ッ
サ
ー
ル
は
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
を
確
立
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
確
実
な
端
初
を
求
め
た
。
こ
の
た
め
の
方

法
が
現
象
学
的
還
元
で
あ
る
。
事
物
等
の
超
越
的
な
も
の
を
た
ん
に
素
朴
に
主
観
と
は
隔
絶
し
て
存
在
し
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
態

度
は
自
然
的
構
え
と
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
構
え
の
う
ち
に
居
る
限
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
認
識
は
絶
え
ず
懐
疑
の
余
地
を
残
さ
ざ
る

を
得
な
い
。
日
常
、
何
か
あ
る
物
を
見
ま
ち
が
え
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
し
、
科
学
的
認
識
で
す
ら
時
代
と
共
に
変
っ
て
い
く
。
そ
こ
で

こ
の
偶
然
的
相
対
的
認
識
で
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
真
の
認
識
を
得
る
た
め
に
自
然
的
構
え
を
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
還

元
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
が
コ
ギ
ト
（
私
は
考
え
る
）

な
い
限
り
、
錯
覚
と
す
ら
言
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
超
越
的
な
も
の
を
把
え
る
コ
ギ
ト
の
存
在
自
体
は
も
っ
と
も
確
実
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ギ
ト
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
‘
こ
の
場
に
お
い
て
超
越
的
な
も
の
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
超
越
論
的
構
え
と
呼
ば

コ
ギ
ト
に
お
い
て
諸
現
象
が
開
示
さ
れ
得
る
か
ら
こ
そ
現
象
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
そ
れ
自
体
が
知
と
い
う
契
機
と
、

ト

I.
K
a
n
t
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
先
験
的
統
覚
）

で
あ
る
。
錯
覚
と
い
え
ど
も
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
私
の
意
識
に
把
え
ら
れ
て
い

で
あ
る
。

の
う
ち
に
求
め
て
い
る
か
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こ
れ
に
否
定
的
な
対
象
と
い
う
契
機
と
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル

(
G
.
W
.
 F. H
e
g
e
l
)
 

ー
ノ
エ
マ
〉
の
構
造
は
一
言
で
言
え
ば
指
向
性

(Intentionalitiit)

す
な
わ
ち
ノ
エ
マ
の
核
が
意
味

(
S
i
n
n
)

ど
ま
ら
ず
、
意
味
を
持
つ
体
験
、

で
あ
る
。

の
現
象
学
と
同
様
に
‘

フ
ッ
サ
ー
ル
の
場

合
に
も
意
識
は
‘
そ
れ
自
体
で
意
識
そ
の
も
の
に
は
実
的
に
は
属
さ
な
い
あ
る
も
の
と
の
関
係
で
あ
る
。
意
識
は
あ
る
与
え
ら
れ
て
い
る

事
象
を
意
識
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
意
識
の
作
用
的
側
面
を
ノ
ェ
シ
ス
と
呼
び
、
対
象
的
側
面
を
ノ
エ
マ
と
い
う
。
こ
の
〈
ノ
エ
シ
ス

ノ
ェ
シ
ス
は
意
味
付
与
作
用
ま
た
は
構
成
作
用
と
も
呼

ば
れ
る
。
〈
ノ
ェ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
〉
構
造
も
絶
え
ず
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
流
れ
の
な
か
で
同
一
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
、

で
あ
る
。
対
象
的
な
も
の
は
意
味
と
し
て
意
識
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
知
覚
も
な
る
ほ
ど

明
確
に
は
主
語
と
述
語
に
分
節
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
潜
在
的
に
は
一
種
の
意
味
を
持
ち
、
判
断
の
基
盤
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
ノ
エ
マ
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
世
界
は
意
味
の
体
系
な
の
で
あ
る
。
「
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
あ
る
も
の
を
「
意

味
に
お
い
て
持
つ
と
い
う
こ
と
」
が
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
根
本
性
格
で
あ
り
、
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
た
ん
に
一
般
に
体
験
で
あ
る
に
と

(
7
)
 

ノ
ェ
シ
ス
的
体
験
な
の
で
あ
る
。
」
と
こ
ろ
で
脱
自
と
し
て
の
意
識
の
流
れ
が
絶
え
ず
現
在
で
あ
る
と
い

う
自
己
同
一
性
を
保
つ
の
も
、
流
れ
が
〈
唯
一
〉
の
流
れ
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
〈
私
〉
の
同
一
性
が
根
祗
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ

(
8
)
 

ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
「
『
私
は
考
え
る
』
は
私
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
い
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
自
我
は

意
識
流
の
あ
ら
ゆ
る
時
間
化
の
基
体
だ
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
意
識
の
統
一
極
と
し
て
の
自
我
が
い
か
に
把

握
さ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
は
多
々
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。
た
だ
フ
ン
ケ

(
G
.
F
u
n
k
e
)

の
言

う
よ
う
に
、
自
我
は
「
現
象
的
に
現
わ
れ
出
ず
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
把
握
さ
れ
得
る
も
の
、
す
な
わ
ち
自
体
存
在
と
か
た
ん
な
る
所

(
9
)
 

与
と
か
で
は
な
く
て
、
意
識
の
働
き
自
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
底
に
確
認
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
我
の
自
己
構
成

意
識
を
〈
ノ
ェ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
〉
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
は
静
態
的
分
折
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
意
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づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ん
な
る
自
我
極
と
い
う
規
定
か
ら

識
を
時
間
化
の
流
れ
と
し
て
示
す
こ
と
は
動
態
的
発
生
的
分
折
で
あ
る
。
前
者
は
意
識
の
流
れ
を
切
断
し
て
、
断
面
図
を
示
す
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
ノ
ェ
シ
ス
が
ノ
エ
マ
を
構
成
す
る
に
際
し
、
そ
の
媒
体
と
な
る
感
覚
与
件
は
自
由
に
恣
意
的
に
処
理
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
感
覚
与
件
は
構
成
の
た
め
の
制
約
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
約
は
受
動
的
綜
合
と
名
づ
け
ら
れ
る
が
、
カ
ン
ト
の
言
う

(10) 

構
想
力
に
よ
る
綜
合
か
こ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
受
動
的
綜
合
は
一
面
で
は
〈
受
動
的
〉
で
あ
る
か
ら
、
自
我
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
自
我
を
触
発
し
特
定
の
構
成
仕
方
へ
の
傾
動
を
与
え
る
地
平
で
あ
る
が
、
他
面
で
は
〈
綜
合
〉
で
あ
る
か
ら
何
等
か
の

自
我
の
慟
き
が
す
で
に
参
入
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
受
動
性
は
能
動
性
と
排
他
的
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
‘
能
動
性
の
最
低
段
階
な

(11) 

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
完
全
な
受
動
性
‘
因
果
性
と
し
て
働
く
の
で
は
な
く
、
動
機
づ
け
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
あ
る

(12) 

も
の
が
他
の
あ
る
も
の
を
想
起
さ
せ
、
指
示
す
る
」
と
い
う
意
味
で
連
合

(
A
s
s
o
z
i
a
t
i
o
n
)

と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
綜
合
は
体
験
の
結

合
形
式
と
し
て
の
内
的
時
間
意
識
の
具
体
的
現
わ
れ
で
も
あ
る
。
過
去
把
持
と
未
来
把
持
と
は
そ
も
そ
も
顕
在
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
在
の
地
平
に
過
ぎ
ず
‘
こ
の
地
平
か
ら
の
呼
び
さ
ま
し
に
応
諾
す
る
の
が
現
在
で
あ
っ
た
。
把
持
は
連
合
と

い
う
仕
方
で
潜
在
的
に
自
我
の
今
の
能
動
的
な
構
成
作
用
の
制
約
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
能
動
的
構
成
は
受
動
的
構
成
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
前
者
は
そ
れ
は
そ
れ
で
受
動
的
な
も
の
に
変
っ
て
い
く
。
自
我
は
静
態
的
分
折
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
た

い
ま
や
受
動
的
な
も
の
と
能
動
的
な
も
の
と
の
交
替
を
担
う
も
の
、
自
已
自
身
を
形
成
し
て
い
く
も

の
と
い
う
規
定
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
顕
在
的
自
我
、
流
れ
つ
つ
も
常
に
現
在
的
で
あ
る
自
我
が
、
そ
の
過
去
を
通
じ
て
持
続

(13) 

す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
時
間
化
に
よ
っ
て
自
ら
を
構
成
す
る
。
」
自
我
は
対
象
的
な
も
の
を
能
動
的
に
構
成
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
‘

同
時
に
自
己
自
身
を
受
動
的
に
構
成
し
て
い
く
。
自
我
の
こ
の
構
成
さ
れ
て
き
た
経
歴
は
慣
習
性
と
も
言
わ
れ
、
自
我
の
歴
史
を
か
た
ち

(14) 

「
自
我
は
自
分
を
自
分
自
身
に
対
し
て
い
わ
ば
歴
史
の
統
一
に
お
い
て
構
成
す
る
。
」
つ
ま
り
自
我
は
顕
在
的
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づ
け
を
与
え
、
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
の
世
界

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
的
統

（
お
そ
ら
く
は
ヨ

こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
こ
そ
本

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
獲
得
さ
れ
た
コ
ギ
ト
も
抽
象
的
公
理
‘
形
而
上

か
つ
潜
在
的
な
意
味
の
担
い
手
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
我
が
自
己
反
省
に
よ
っ
て
何
等
か
の
仕
方
で
自
己
自
身
を
知

り
得
る
の
も
‘
自
我
が
意
味
の
生
成
史
す
な
わ
ち
歴
史
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
九
二
0
年
代
に
な
っ
て
フ
ッ
サ
—
ル
は
経
験
界
す
な
わ
ち
「
生
の
世
界(
L
e
b
e
n
s
w
e
l
t
)

」
と
い
う
概
念
を
主
題
的
に

論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
の
―
つ
は
現
象
学
的
還
元
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
も
し
還
元
の
重
心
が
た
ん
に
超
越
的
な
も
の
を
否

定
す
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
な
ら
、
デ
カ
ル
ト

(R.
D
e
s
c
a
r
t
e
s
)
 

学
的
実
体
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
一
般
に
超
越
的
な
も
の
を
排
除
し
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
が
強
く
‘

そ
し
て
ま
た
歴
史
も
構
成
さ
れ
た
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
い
こ
み
も
あ
っ
た
の
で
、
リ
ク
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
彼
に

(15) 

は
一
種
の
「
歴
史
の
還
元
」
、
歴
史
の
排
除
と
い
う
側
面
す
ら
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
か
れ
は
自
分
の
や
り
方
が
こ
の
よ
う
な
一

面
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
反
省
し
、
自
然
的
構
え
に
お
け
る
生
の
世
界
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
‘

来
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
。
還
元
の
意
義
は
超
越
的
な
も
の
の
領
域
を
否
定
し
、
内
在
的
な
も
の
の
領
域
だ
け
に
閉

じ
こ
も
る
と
い
う
、
領
域
レ
ヴ
ェ
ル
の
二
者
択
一
に
あ
る
の
で
は
な
く
‘
超
越
的
な
も
の
の
経
験
を
可
能
に
す
る
根
拠
、
制
約
を
研
究
し

(16) 

よ
う
と
す
る
こ
と
こ
そ
超
越
論
的
構
え
な
の
で
あ
る
。

生
の
世
界
が
復
権
せ
し
め
ら
れ
た
も
う
―
つ
の
理
由
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
晩
年
に
お
か
れ
て
い
た
歴
史
的
社
会
的
状
況
に
あ
る
。
か
れ
の

晩
年
は
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
凝
縮
し
て
い
る
帝
国
主
義
的
相
剋
の
時
代
で
あ
り
、
最
晩
年
に
は
か
れ
の
祖
国
ド
イ
ツ
に
お
け
る

ナ
チ
ス
の
台
頭
に
際
し
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
危
機
に
直
面
し
た
の
で
あ
っ
た
。

把
え
‘

か
れ
は
こ
の
事
態
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
自
体
の
危
機
と
し
て

さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
支
え
て
い
る
客
観
主
義
的
諸
科
学
の
理
論
的
倫
理
的
意
義
を
断
罪
す
る
。
そ
し
て
科
学
に
真
の
基
礎

(17) 

つ
ま
り
「
哲
学
的
原
理
」
に
基
づ
い
て
、
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ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
統
一
も
含
ま
れ
て
い
る
）
を
遠
望
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
科
学
の
発
生
母
体
つ
ま
り
生
の
世
界
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
い
つ
も
学
問
に
関
心
を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
し
、
学
者
と
い
え
ど
も
い
つ
も
研
究
に

た
ず
さ
わ
っ
て
ば
か
り
い
る
わ
け
で
は
な
く
‘
「
だ
か
ら
生
の
世
界
は
人
間
に
と
っ
て
学
問
に
先
立
っ
て
常
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
し
、

そ
も
そ
も
そ
れ
は
そ
の
存
在
仕
方
を
学
問
の
時
代
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
人
間
は
こ
の
端
的
に
直
観

(18) 

的
な
世
界
の
基
盤
の
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
LO

学
問
は
む
し
ろ
生
の
世
界
の
上
に
立
て
ら
れ
た
―
つ
の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
も
と
も
と

か
れ
は
自
然
的
構
え
と
自
然
主
義
的
構
え
（
ま
た
は
自
然
科
学
的
構
え
）
と
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

生
の
世
界
は
科
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
抽
象
的
世
界
で
は
な
く
‘

ニ
ン
は
‘

日
常
的
具
体
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
く
か
く
に
述
語
づ
け
ら

れ
る
世
界
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
る
ま
ま
の
前
述
語
的
世
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
パ
ザ
ニ
ン

(19) 

ー
ル
は
「
超
越
論
的
実
証
主
義
」
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
た
ん
な
る
歴
史
的
相
対
主
義
に
陥
入
る
こ
と
で
は
な
い
。
パ
ザ

フ
ッ
サ
ー
ル
が
デ
ィ
ル
タ
イ

(W.
D
i
l
t
h
e
y
)

の
歴
史
主
義
に
加
え
た
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
「
歴
史
的

(20) 

生
も
ま
た
カ
オ
ス
で
は
な
く
、
コ
ス
モ
ス
す
な
わ
ち
世
界
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
と
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
は
生

(21) 

の
世
界
の
「
主
観
的
ー
相
対
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
「
前
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
生
の
世
界
が
自
我

に
よ
る
顕
在
的
、
消
在
的
意
味
の
表
現
さ
れ
て
い
る
場
で
あ
る
限
り
、
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
歴
史
的
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ

(22) 

る
。
事
実
か
れ
も
あ
る
手
稿
で
「
生
の
世
界
の
構
造
は
…
…
歴
史
的
世
界
の
構
造
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
は
そ
の
現
実

的
具
体
的
生
成
を
論
じ
ず
‘

た
ん
な
る
形
式
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
生
の
世
界
は
客
観
的
、
絶
対
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
の
超
越
論
的

コ
ギ
ト
に
到
る
た
め
の
通
過
点
に
と
ど
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
否
か
は
次
章
で
も
う
一
度
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

離
し
、
後
者
を
還
元
し
て
前
者
に
到
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

(A. P
a
z
a
 `
 
nin) 
の
言
う
よ
う
に
フ
ッ
サ

い
ま
や
両
者
を
分
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三
、
客
観
的
世
界
の
歴
史
性

相
互
主
観
性

「
誰
で
も
彼
の
個
人
的
歴
史
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
‘

(23) 

あ
る
LO

と
こ
ろ
で
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
も
の
と
し
て
ま
ず
自
我
が
立
て
ら
れ
、
対
象
的
な
も
の
は
自
我
の
構
成
作
用
に
依
存
す
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
諸
々
の
自
我
す
な
わ
ち
相
互
主
観
性
を
立
て
る
こ
と
は
フ
ッ
サ
—
ル
に
と
っ
て
は
困
難
な
課
題
と
な
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
他
の
自
我
も
あ
く
ま
で
自
我
で
あ
る
限
り
、
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
私
の
自
我
に
は
依
存
し
な
い
‘
私
の
自
我
に
よ
っ
て
相
対
化

さ
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
相
互
主
観
性
の
成
立
を
感
情
移
入
ま
た
は
類
似
化
的
統
覚
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明

(24) 

す
る
。
ま
ず
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
私
（
身
体
を
も
含
ん
だ
私
）
と
‘
私
の
構
成
し
た
世
界
と
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
直
接
的

に
呈
示
さ
れ
る
物
体
の
う
ち
、
特
に
総
合
的
一
致
的
に
経
過
す
る
振
舞
い
を
伴
う
物
体
が
際
立
っ
て
現
わ
れ
る
場
合
、
私
は
私
の
身
体
と

の
類
比
性
に
よ
っ
て
、
私
の
身
体
と
の
統
覚
的
置
き
換
え
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
体
が
他
の
身
体
な
る
も
の
を
間
接
的
に
呈
示
し
て
い
る
も

の
と
み
な
し
‘

他
者
に
対
し
て
私
と
同
等
の
自
我
と
い
う
資
格
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
他
者
は
他
で
あ
り
つ
つ
私
と
類
似
の
―
つ
の
自

(25) 

我
と
な
る
と
い
う
意
味
で
「
脱
他
化

(
E
n
tー

f
r
e
m
d
u
n
g
)
」
が
生
じ
て
く
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
他
我
の
存
在
を
論
証
し
て
い

(26) 

る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
ど
っ
て
典
味
の
あ
る
の
は
こ
の
点
で
は
な
く
、
相
互
主
観
性
の
持
つ
意
味
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
客
観
は
主
観
の
対
概
念
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
。

で
あ
る
こ
と
‘

一
体
客
観
が
真
に
客
観
的

生
の
世
界
は
自
我
に
と
っ
て
の
歴
史
的
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
者
と
共
に
生
活
す
る
相
互
主
観
的
世
界
で
あ
る
。

か
れ
は
や
は
り
こ
の
歴
史
を
普
遍
的
歴
史
の
特
性
と
し
て
も
持
っ
て
い
る
の
で

さ
ら
に
こ
の
身
体
の
把
握
を
通
じ
て
、
感
情
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
心
的
な
も
の
の
存
在
を
知
る
。
こ
う
し
て
、

つ
ま
り
客
観
の
客
観
性
を
保
証
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
問
い
で
あ
る
。
主
観
の
多
数
性
と
し
て
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的
有
意
義
性

(
B
e
d
e
u
t
s
a
m
k
e
i
t
)

の
相
互
主
観
性
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は
一
般
に
は
か
れ
の
恐
れ
て
い
た
相
対
主
義
に
陥
る
危
険
を
卒
ん
で
い
る
よ
』
つ
に
思
わ

れ
る
が
、

か
れ
は
む
し
ろ
客
観
性
を
保
証
す
る
も
の
こ
そ
相
互
主
観
性
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
発
想
は
非
常
に
ュ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
他
我
構
成
が
自
我
の
間
接
的
指
向
性
に
よ
る
の
で
あ
る
限
り
、
自
他
の
完
全
な
共
通
性
と
い
う
こ
と
は
―
つ
の
理
想
に
過

ぎ
な
い
。
「
理
念
と
し
て
の
客
観
的
世
界
、
理
念
的
に
絶
え
ず
一
致
的
に
遂
行
さ
れ
る
べ
き
‘

か
つ
遂
行
さ
れ
た
相
互
主
観
的
経
験
ー
ー
相

互
主
観
的
に
共
同
化
さ
れ
た
経
験
ー
ー
の
理
想
的
相
関
者
と
し
て
の
客
観
的
世
界
は
本
質
上
無
際
限
の
開
放
性
と
い
う
理
念
性
に
お
い
て
、

(27) 

そ
れ
自
身
構
成
さ
れ
た
相
互
主
観
性
に
関
係
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

相
互
主
観
的
生
の
世
界
は
文
化
の
成
立
し
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
な
ら
っ

(28) 

て
こ
れ
を
「
客
観
的
精
神
」
と
も
呼
ぶ
。
「
各
人
は
―
つ
の
自
然
を
…
…
個
人
的
か
つ
共
同
的
行
為
と
生
と
に
よ
っ
て
文
化
の
世
界
、
人
間

(29) 

の
世
界
と
す
る
べ
く
形
成
し
て
き
た
」
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
言
え
ば
、
事
物
的
諸
規
定
の
範
睛
に

よ
る
自
然
の
世
界
は
「
事
物
存
在
性

(
V
o
r
h
a
n
d
e
n
h
e
i
t
)
」
で
あ
り
、
有
意
義
性
の
範
睛
に
よ
る
文
化
の
世
界
は
「
道
具
存
在
性

(
Z
uー

h
a
n
d
e
n
h
e
i
t
)
」
で
あ
る
。
自
然
的
対
象
と
し
て
の
実
在
的
事
物
も
意
味
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
化
的
対
象
は
こ
の
事
物
の
意

味
に
基
づ
い
て
、
そ
の
個
別
性
を
越
え
て
理
念
的
対
象
性
と
し
て
現
れ
る
。
例
え
ば
書
籍
は
紙
と
イ
ン
ク
と
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
領
土
と
い
う
実
在
の
支
配
領
域
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら

(30) 

に
文
化
的
対
象
を
「
拘
束
さ
れ
た
理
念
性
」
と
「
自
由
な
理
念
性
」
と
に
分
け
る
。
前
者
は
例
え
ば
国
家
で
あ
り
、
「
大
地
に
拘
束
さ
れ
、

戦
争
に
拘
束
さ
れ
、
特
殊
な
領
土
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
」
す
な
わ
ち
歴
史
的
社
会
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
が
、
拘
束
の
範
囲
内
で
は
そ
の

意
義
（
国
是
等
）
を
誰
で
も
反
復
し
、
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
は
論
理
的
数
学
的
形
成
体
等
で
あ
り
、
こ
れ
を
何
度
で
も
い
つ

で
も
誰
で
も
自
由
に
反
復
し
、
復
元
で
き
る
が
、
こ
れ
が
発
見
さ
れ
る
時
に
は
「
歴
史
的
領
土
的
に
」
限
定
さ
れ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

自
然
と
文
化
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M
・
ポ
ン
テ
ィ

(
M
.
M
 |
 P
o
n
t
y
)
 

形
態
（
上
部
構
造
）
が
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
独
立
の
生
産
様
式
（
下
部
構
造
）

ル
ク
ス
主
義
に
反
対
す
る
。
上
部
構
造
が
下
部
構
造
の
機
械
的
な
反
映
に
過
ぎ
な
い
の
な
ら
、
前
者
は
後
者
の
一
契
機
に
過
ぎ
な
い
こ
と

に
も
な
り
、
し
た
が
っ
て
両
者
が
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
に
歴
史
の
発
展
の
原
動
力
が
あ
る
等
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

上
部
構
造
の
自
律
性
を
主
張
す
る
。
意
識
は
生
産
様
式
す
な
わ
ち
物
質
的
生
活
を
直
接
反
映
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
れ
を
―
つ
の
契

機
と
し
て
、
し
か
も
特
に
中
心
的
で
不
可
欠
の
契
機
と
し
て
体
験
し
、
自
己
の
意
味
体
系
の
な
か
に
組
み
込
む
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
生

の
見
解
を
簡
単
に
伝
え
て
お
き
た
い
。

の
理
論
に
代
え
て

こ
の
よ
う
に
文
化
は
地
域
性
歴
史
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
特
定
の
文
化
を
理
解
で
き
る
度
合
は
‘
自
己
ま
た
は

(31) 

自
己
の
属
す
る
共
同
体
と
の
遠
近
の
差
に
よ
り
当
然
異
な
っ
て
い
る
。

生
の
世
界
の
歴
史
性

歴
史
的
世
界
は
デ
ィ
ル
タ
イ
流
に
、
生
の
体
験
と
そ
の
表
現
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
個
別
的
相
対
的
出
来

事
の
世
界
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
絶
対
的
精
神
、
あ
る
い
は
エ
ン
ゲ
ル
ス

(F.
E
n
g
e
l
s
)
 

的
自
然
の
支
配
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
考
え
る
絶
対
的
能
産

フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
方
で
、
流
動
的
な
生
の
把
握
を
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
の
生
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
基

礎
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
相
対
主
義
に
陥
る
他
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
を
否
定
す
る
。
か
れ
は
他
方

で
、
生
の
世
界
の
「
主
観
的
—
相
対
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
主
張
し
は
す
る
が
、
形
而
上
学
的
絶
対
者
、
形
而
上
学
的
ア
プ
リ
オ
リ
を
前
提
す

る
こ
と
は
た
ん
に
ロ
ー
マ
ン
主
義
の
悪
し
き
夢
想
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、

自
身
は
生
の
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。

だ
か
ら
こ
れ
に
つ
い
て
の
か
れ

(32) 

メ
イ
ス

(W.
M
a
y
s
)

が
ま
と
め
て
い
る
「
新
現
象
学
・
左
派

(
t
h
e
n
e
w
 P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
y
 
o
f
 
t
h
e
 
L
e
f
t
)
」

の
門
か
ら
出
た
マ
ル
キ
シ
ス
ト
の
チ
ャ
ン
・
デ
ュ
ク
・
タ
オ

(
T
-
Dー

T
h
a
o
)

は
人
間
の
意
識

の
た
ん
な
る
反
映
ま
た
は
幻
影
で
あ
る
と
い
う
型
の
マ

だ
か
ら
タ
オ
は

ヘ
—
ゲ
ル
的
絶
対
主
義
を
も
否
定
す
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
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と
い
う
体
験
の
世
界
を
重
視
す
る
か
ら
と
い
っ
て
も
‘

つ
ま
り
哲
学
的
原
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
理

つ
ま
り
パ
キ
は
た
ん
に
生
産
様
式
と
い

タ
オ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
知
主
義
的
立
場
に
逆
戻
り
す
る
の
で
は
な
い
。
観
念
論

者
に
対
し
て
は
タ
オ
は
‘
体
験
の
自
律
性
を
守
り
な
が
ら
も
‘

そ
の
歴
史
的
な
生
産
様
式
と
い
う
客
観
的
物
質
的
内
容
に
基
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
。

(33) 

パ
キ

(E.
P
a
c
i
)

は
意
識
形
態
の
自
律
性
を
説
く
点
で
タ
オ
に
同
意
す
る
が
、
そ
の
基
盤
の
物
質
性
を
言
々
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
は

い
っ
き
に
飛
躍
し
な
い
。
か
れ
は
サ
ル
ト
ル

(
J
.
P
.
S
a
r
t
r
e
)

の
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
(
-
九
六

0
年
）
に
し
た
が
っ
て
、
意
識
の
指
向

(34) 

性
の
諸
側
面
の
う
ち
の
基
幹
的
な
も
の
を
「
あ
る
も
の
に
対
す
る
欠
亡

(
l
a
c
k
)

ま
た
は
要
求

(
n
e
e
d
)
」
で
あ
る
と
す
る
。
「
生
の
世
界
は

(35) 

…
…
欠
亡
し
て
い
る
も
の
の
領
域
で
あ
り
、
同
時
に
要
求
の
満
足
を
求
め
る
戦
い
の
領
域
で
あ
る
。
」
科
学
と
し
て
の
経
済
学
も
こ
の
生
．
け

る
経
済
的
要
求
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
要
求
の
た
め
の
戦
い
の
場
が
相
互
主
観
的
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
か
れ
は
欠
亡
に
迫
ら
れ
て
い

る
諸
主
観
の
革
命
的
行
為
に
よ
る
、
新
し
い
社
会
、
新
し
い
組
識
体
の
形
成
の
可
能
性
を
説
く
。

う
こ
と
よ
り
も
‘
経
済
方
程
式
の
主
観
的
側
面
す
な
わ
ち
人
間
の
要
求
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、

か
つ
そ
の
た
め
の
実
践
を
激
し
く
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
結
局
パ
キ
は
‘
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ
う
に
生
の
世
界
を
一
般
的
に
体
験
の
表
現
の
世
界
と
す
る
の
で
は
な
く
‘
欠
亡
と
要

求
と
充
足
と
を
軸
と
す
る
指
向
性
を
表
現
す
る
場
と
し
て
、
し
か
も
相
互
主
観
的
関
係
の
う
ち
に
あ
る
表
現
の
場
と
し
て
規
定
す
る
の
で

あ
る
。
左
派
に
対
し
て
「
相
互
主
観
的
活
動
性
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
テ
ロ
ス
、

(36) 

性
的
自
由
社
会
」
を
狙
う
立
場
に
立
つ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
右
派
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の

現
象
学
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

主
観
的
関
係
の
世
界
と
し
て
捉
え
て
、
興
味
深
い
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
か
れ
は
自
他
の
戦
い
の
和
解
を
各
主
観
の
宗

教
的
心
術
の
問
題
に
解
消
し
‘

か
れ
も
生
の
世
界
を
主
人
（
自
己
）

と
奴
隷
（
他
者
）
と
の
、
欲
求
と
そ
の
満
足
を
求
め
合
う
相
互

か
つ
こ
の
解
消
の
客
観
的
保
証
を
絶
対
的
ア
プ
リ
オ
リ
た
る
神
的
な
絶
対
的
精
神
の
側
に
求
め
た
。

だ
か
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ら
こ
の
解
決
と
い
う
点
で
は
左
派
と
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

メ
イ
ス
の
論
文
で
は
「
要
求
」
と
い
う
指
向
性
を
指
標
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
が
具
体
的
に
い
か
な
る
歴
史
的
経
過
を
辿
っ
て

き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
左
派
の
理
論
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
嫡
子
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と

も
庶
子
で
は
あ
る
か
ら
‘

歴
史
科
学
の
根
拠

わ
れ
わ
れ
も
こ
こ
で
は
‘
歴
史
性
の
指
標
、
し
か
も
「
主
観
的
ー
相
対
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
持
つ
指
標
を
示
す

相
互
主
観
的
世
界
は
自
我
の
歴
史
性
に
支
え
ら
れ
た
、
意
味
の
構
成
と
意
味
の
沈
澱
と
の
交
替
す
る
文
化
の
歴
史

の
世
界
で
あ
る
。
文
化
に
お
け
る
歴
史
を
主
題
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
‘
文
化
の
世
界
を
意
味
形
成
体
の
生
成
史
と
し
て
解
釈
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
科
学
も
事
物
的
諸
規
定
と
い
う
意
味
体
系
を
対
象
と
す
る
が
、
歴
史
科
学
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
と
同
じ

く
精
神
科
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
）
は
有
意
義
性
と
い
う
高
次
の
意
味
形
成
体
を
対
象
と
す
る
。
だ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
心
的
な
も
の

の
自
然
化
」
を
企
て
、
心
的
な
も
の
を
因
果
的
精
密
性
と
い
う
規
準
に
よ
っ
て
「
理
論
的
説
明
」
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
よ
う
な
‘

(37) 

自
然
科
学
モ
デ
ル
の
歴
史
科
学
を
否
定
し
、
だ
か
ら
こ
の
点
で
後
期
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
精
神
科
学
の
真
の
革
新
者
と
し
て
高
く
評
価

(38) 

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
世
界
を
人
間
の
生
の
体
験
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
動
的
歴
史
的
な
も
の
と
考
え
、
こ
の
生

の
体
験
が
外
化
さ
れ
て
い
る
資
料
等
を
意
味
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
学
問
の
、
す
な
わ
ち
精
神
科
学
の
特
殊
性
を
浮
き
出
さ
せ
た
。

し
か
し
か
れ
に
と
っ
て
生
は
そ
の
時
代
に
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
精
神
科
学
も
時
代
に
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
何
等
の
体
系
性
も
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
る
ほ
ど
か
れ
は
優
れ
た
精
神
史
家
で
あ
り
、
過
去
の

偉
大
な
人
の
生
を
見
事
に
解
釈
し
て
み
せ
て
く
れ
た
。
し
か
し
そ
の
研
究
は
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
歴
史
の
流
れ
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
体
系
的
学
問
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
か
れ
の
理
論
の
最
大
の
難
点
は
‘

一
例
と
し
て
こ
の
理
論
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

か
れ
の
生
の
哲
学
自
体
が
歴
史
的
に
相
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対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
相
対
主
義
を
批
判
し
、

精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
を
企
て
る
点
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
バ
ー
デ
ン
学
派
と
共
通
す
る
面
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ

ン
ト

(
W
.
W
i
n
d
e
l
b
a
n
d
)
 
の
、
法
則
定
立
的
自
然
科
学
と
個
性
記
述
的
歴
史
科
学
と
の
区
分
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
(
H
.
R
i
c
k
e
r
t
)
の
、
普
遍

化
的
概
念
構
成
に
よ
る
自
然
科
学
と
個
別
化
的
概
念
構
成
に
よ
る
文
化
科
学
と
の
区
分
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学

と
の
区
分
と
酷
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
学
派
は
‘
普
遍
的
法
則
を
一
義
的
に
決
定
し
得
る
自
然
的
事
実
の
世
界
と
、
現
実
を

よ
し
と
し
、
あ
る
い
は
否
と
す
る
「
価
値

(
W
e
r
t
)
」
に
か
か
わ
る
歴
史
的
文
化
的
世
界
を
分
け
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
‘

値
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
主
観
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
規
範
だ
と
考
え
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
も
、
文
化
的
対
象
は
「
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
‘

ま
り
わ
れ
わ
れ
の
価
値
作
用
と
意
志
作
用
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
か

(39) 

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
言
う
。
だ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
は
、
バ
ー
デ
ン
学
派
の
よ
う
に
形
式
的
価
値
規
範
を
設
定

る
と
考
え
る
。

一
体
な
ぜ
価
値
的
世
界
は
歴
史
的
で
あ
る
の
か
。

と
こ
ろ
で
パ
ザ
ニ
ン
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
、
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
成
功
し
な
か
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
「
時
間
的
な
も
の
と
し

て
の
現
存
在
が
歴
史
性
を
生
起
さ
せ
る
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
と
言
い
‘
し
か
も
続
け
て
、

デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
ヘ
の
展
開
を
見
す
え
て
は
い
た
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も

(40) 

や
は
り
こ
の
実
現
は
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
で
は
な
い
」
と
し
て

い
る
。
結
局
問
題
は
、
歴
史
性
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
が
コ
ギ
ト
（
理
性
）

四
、
歴
史
の
現
象
学

す
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。

か
れ
は
そ
れ
を
、
自
我
が
時
間
的
歴
史
的
だ
か
ら
で
あ

で
あ
る
か
本
来
的
な
現
存
在
（
実
存
）

わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
両
者
の
差
異
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

で
あ
る
か
に
か
か つ 価
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哲
学
お
よ
び
こ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
科
学
の
再
建
に
よ
り

、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

歴
史
に
何
等
か
の
内
的
統
一
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
歴
史
科
学
が
絶
対
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
も
の

だ
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
統
一
原
理
が
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
原
理
と
な
る
も
の
は
ど
こ
か
に
端
的
に
存
在
し

て
い
る
よ
う
な
形
而
上
学
的
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
意
味
（
意
義
）
の
次
元
に
即
し
て
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

(41) 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
原
理
を
理
性
の
目
的
論
の
な
か
に
見
定
め
る
。
「
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
の
は
動

物
の
う
ち
の
―
つ
の
特
殊
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
自
己
を
客
観
化
し
つ
つ
世
界
内
に
存
在
し
、
か
つ
世
界
を
持
つ
根
源
的
存
在
者
と

(42) 

し
て
、
ま
さ
し
く
理
性
の
担
い
手
と
し
て
で
あ
る
。
」
理
性
は
対
象
的
意
味
に
関
し
て
も
自
己
自
身
の
意
味
に
関
し
て
も
、
そ
の
絶
対
的
統

一
性
と
完
全
な
体
系
的
な
実
現
（
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
）
を
狙
つ
能
力
で
あ
る
。

く
も
の
と
考
え
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
理
性
の
こ
の
企
て
が
歴
史
的
に
発
展
し
て
い

ま
ず
い
ま
だ
歴
史
的
理
性
的
な
ら
ざ
る
「
前
ー
時
代
」
は
論
外
と
し
て
、
こ
れ
に
続
く
‘

理
性
の
支
配
す
る
「
歴
史
的
時
代
」
に
お
い

て
も
、
理
性
は
自
己
の
可
能
性
の
い
っ
そ
う
の
完
成
と
自
己
自
身
に
対
す
る
反
省
と
を
試
み
つ
つ
発
展
し
て
い
く
。
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
誕

生
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
人
間
性
に
と
っ
て
固
有
の
も
の
と
な
っ
た
目
標

(
T
e
l
o
s
)
、
す
な
わ
ち
哲
学
的
理
性
に
基
づ
い
た
人
間
で
あ

ろ
う
と
し
、

か
つ
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
だ
け
あ
り
得
る
と
い
う
目
標
ー
ー
隠
れ
た
理
性
か
ら
公
然
た
る
理
性
へ
と
向
う
無
限
の
運
動

(43) 

に
お
い
て
、
そ
し
て
こ
の
自
ら
の
人
間
的
真
理
と
真
正
さ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
規
格
化
し
よ
う
と
い
う
無
限
の
努
力
に
お
い
て
」
実
現
さ

れ
る
べ
き
目
標
を
持
っ
た
歴
史
的
運
動
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
狭
間
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治

的
危
機
、

お
よ
び
人
間
に
対
し
て
持
つ
べ
き
意
味
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
学
問
的
危
機
の
な
か
に
あ
っ
て
も
な
お
か
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
他

の
人
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
を
主
張
す
る
の
も
‘

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
哲
学
と
い
う
、
理
性
の
学
を
持
ち
得
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
統
一
‘

は
て
は
世
界
の
統
一
が
連
動
す
る
し
、
ま
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学
の
登
場
の
必
然
性
が
論
証
さ
れ
る
の
で
も
あ
る
。

た
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
か
れ
の
心
奥
に
あ
る
。
理
性
の
完
成
に
お
い
て
こ
そ
ヨ
—
ロ
ッ
パ
超
国
家
体
の
展
望
が
ひ
ら
け
る
の
で

あ
る
。
自
ら
理
性
的
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
こ
そ
「
各
個
人
の
指
向
的
生
に
、
だ
か
ら
諸
国
家
と
そ
の
特
殊
な
諸
結
合
に
、
ま
た
結
局
は
ヨ

(45) 

ー
ロ
ッ
パ
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
諸
国
家
の
組
識
体
」
に
固
有
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
る
に
せ
よ
‘

お
よ
そ
理
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
限
り
、
哲
学
は
何
等
か
の
意
味
で
理
性
主
義
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
そ
う
あ
る
ぺ
き
で
あ
る
。

「
か
く
し
て
哲
学
は
徹
頭
徹
尾
理
性
主
義
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
指
向
と
充
実
の
運
動
の
種
々
の
段
階
に
応
じ
て
相
互
に
区

(46) 

別
さ
れ
た
理
性
主
義
で
あ
り
、
自
己
解
明
の
絶
え
ざ
る
運
動
の
な
か
に
あ
る
ラ
チ
オ
な
の
で
あ
る
]
し
た
が
っ
て
哲
学
は
数
あ
る
学
問
の

う
ち
の
一
っ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
理
性
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
を
代
弁
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

(47)
．
 

史
哲
学
な
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
様
々
の
思
想
体
系
が
生
成
消
滅
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
哲
学
史
が
同
時
に
歴

フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
外
面
的
事
実
の
な
か
か
ら
、
隠
れ

て
い
る
内
的
テ
ロ
ス
を
把
み
出
し
て
く
る
。
そ
れ
は
‘
哲
学
史
が
理
性
主
義
と
非
理
性
主
義
（
懐
疑
主
義
ま
た
は
歪
曲
し
た
理
性
主
義
）

と
の
戦
い
に
よ
っ
て
色
ど
ら
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
現
象
学
に
終
局
す
る
と
い
う
構
図
を
持
つ

3

逆
に
言
え
ば
哲
学
史
を
通
じ
て
現
象

さ
て
、
ま
ず
「
歴
史
的
時
代
」

の
到
来
す
る
の
が
紀
元
前
六
‘

七
世
紀
頃
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
人
間
は
理

(48) 

性
的
な
も
の
と
な
り
、
哲
学
が
成
立
し
、
こ
の
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
他
の
諸
地
域
に
対
し
て
際
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は

存
在
者
を
全
体
と
し
て
対
象
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
共
に
、
さ
ら
に
続
い
て
人
間
を
主
観
と
し
て
、
し
か
も
「
理
性
に
よ
っ
て
存
在
全

(49) 

体
と
自
已
自
身
と
に
関
係
し
て
い
る
」
よ
う
な
主
観
と
し
て
発
見
し
た
。
こ
の
特
性
は
プ
ラ
ト
ン

(
P
l
a
t
o
n
)
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

(Aristoteles)
に
お
い
て
―
つ
の
頂
点
に
達
し
た
が
、

哲
学
史

か
れ
ら
は
こ
の
主
観
を
取
り
扱
う
方
法
を
正
し
く
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
経
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験
科
学
的
に
し
か
主
題
化
し
得
な
か
っ
た
の
で
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス

(
P
r
o
t
a
g
o
r
a
s
)

等
の
懐
疑
主
義
と
い
う
反
動
を
十
分
に
制
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
近
代
の
始
ま
り
は
古
代
的
な
も
の
の
再
興
と
し
て
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
の
哲
学
史
は
「
物
理
学
的

(50) 

客
観
主
義
と
超
越
論
的
主
観
主
義
と
の
近
代
的
対
立
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
理
性
的
人
間
観
を
再
生
さ
せ

の
登
場
に
よ
り
理
性
は
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
れ
は
自
然
を
数
学
と
い
う
文

字
で
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
認
識
を
精
密
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
は
そ
れ
な
り
に
偉
大
な
功
績
と
し
て
認

め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
数
学
化
さ
れ
た
科
学
、
抽
象
化
の
技
術
と
し
て
の
科
学
は
本
来
日
常
的
な
生
の
世
界
を
発
生
母
体
と
し
、
こ

(51) 

れ
の
「
理
念
的
な
極
限
形
態
」
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味
を
汲
み
取
る
べ
き
‘
科
学
以
前
の
直
観
的
な
環
境
世
界
つ
ま

り
生
の
世
界
を
忘
れ
、
逆
に
数
学
化
さ
れ
た
抽
象
的
象
徴
化
的
自
然
を
真
の
存
在
と
し
て
し
ま
っ
た
。
実
際
は
「
ガ
リ
レ
イ
の
理
念
は
一

つ
の
仮
説
で
あ
り
…
…
。
仮
説
は
そ
れ
が
確
証
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
ぜ
ん
と
し
て
永
遠
の
仮
説
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
…
…
無
限

に
向
っ
て
の
仮
説
で
あ
り
、
無
限
に
向
っ
て
の
確
証
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
然
科
学
に
固
有
の
本
質
で
あ
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
自
然
科

(52)

（

53) 

学
の
あ
り
方
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
、
自
然
科
学
の
「
忘
れ
ら
れ
た
意
味
基
底
で
あ
る
生
の
世
界
」
に
た
ち
帰
り
、
こ
の
世
界
の
う
ち
で
匿

名
的
に
働
い
て
い
る
主
観
性
、
隠
さ
れ
て
い
る
理
性
を
取
り
戻
し
て
い
く
作
業
が
哲
学
の
仕
事
と
な
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
方
法
的
懐
疑
と

い
う
操
作
を
考
案
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ギ
ト
の
絶
対
性
を
発
見
し
た
。
か
れ
は
「
究
極
的
基
礎
づ
け
を
主
観
的
な
も
の
の
な
か
に
求
め

(54) 

る
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
種
類
の
哲
学
的
思
考
」
を
始
め
た
。
し
か
し
か
れ
も
ガ
リ
レ
イ
的
客
観
主
義
に
幻
惑
さ
れ
、
働
き
と
し
て
の

コ
ギ
ト
を
、
も
の
と
し
て
実
体
化
し
、
公
理
化
し
、
そ
の
結
果
超
越
論
的
構
え
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
物
質
と
精
神
と
の
デ
カ
ル
ト
の

二
元
論
は
か
れ
の
新
し
さ
と
古
さ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

る
機
縁
と
は
な
っ
た
が
、
ガ
リ
レ
イ

(G.
Galilei) 

だ
か
ら
コ
ギ
ト
は
ロ
ッ
ク

ヽ

(}.Locke)
、
バ
ー
ク
リ
ー

(
G
.
B
e
r
k
e
l
e
y
)

徹
底
し
た
か
た
ち
で
は
さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム

(
D
.
H
u
m
e
)
に
よ
っ
て
懐
疑
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
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コ
ギ
ト
を
心
理
学
的
に
解
釈
す
る
か
れ
ら
の
立
場
か
ら
離
れ
、
超
越
論
的
立
場
を
明
確
に
し
た
の
が
カ
ン
ト
で
あ
る
。
か
れ
に
お
い

(55) 

て
「
意
識
と
い
う
主
観
性
へ
の
デ
カ
ル
ト
的
転
回
は
超
越
論
的
主
観
主
義
の
か
た
ち
に
お
い
て
実
現
す
る
。
」
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
も
ま
た
自

然
科
学
を
素
朴
に
無
条
件
に
前
提
し
‘

ヒ
ュ
ー
ム
が
本
当
に
問
題
に
し
た
、
科
学
の
甚
盤
た
る
生
の
世
界
を
見
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
。
だ

(56) 

か
ら
客
観
主
義
の
幻
影
を
一
掃
で
き
ず
、
「
架
空
の
概
念
構
成
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
自
我
に
対
し
て
も
意
識
の
統
一
極
と
い
う

(57) 

形
式
的
意
味
し
か
持
た
せ
得
ず
、
そ
の
歴
史
性
を
お
そ
く
ま
で
発
見
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
デ
カ
ル
ト
の
転
回
」
と
「
カ

(58) 

ン
ト
の
転
回
」
を
経
過
し
て
き
た
い
ま
、
「
究
極
的
転
回
」
す
な
わ
ち
現
象
学
の
登
場
が
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
象
学
は
科
学
か

ら
生
の
世
界
へ
‘

さ
ら
に
こ
こ
か
ら
超
越
論
的
コ
ギ
ト
ヘ
と
さ
か
の
ぼ
り
、
こ
の
コ
ギ
ト
を
歴
史
的
理
性
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

形
而
上
学
的
現
象
学

成
に
ま
で
到
る
‘

人
間
の
歴
史
は
理
性
の
歴
史
で
あ
り
、
理
性
は
非
理
性
と
の
相
剋
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
自
己
と
世
界
と
の
完

と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
て
た
図
式
か
ら
み
る
と
、
か
れ
は
図
ら
ず
も
ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
い
所
に
立
ち
到
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
東
洋
的
な
、
自
然
と
精
神
の
癒
着
に
対
し
、
精
神
の
自
律
性
と
哲
学
の
発
生
が
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
場
所
に
見
て
と
ら
れ

る
こ
と
、
そ
の
後
の
歴
史
は
理
性
の
自
己
外
化
を
媒
介
と
し
て
、
あ
る
い
は
理
性
対
非
理
性
と
い
う
対
立
を
通
じ
て
展
開
し
、
理
性
が
自

己
の
自
覚
と
完
成
に
到
る
こ
と
‘
自
ら
の
哲
学
が
最
終
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
等
の
両
者
の
思
想
の
類
似
性
は
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ

(59) 

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ク

(
E
.
F
i
n
k
)

に
よ
れ
ば
「
偉
大
な
観
念
論
者
達
と
異
な
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
無
限
な
も
の
に
対
す

る
人
間
の
内
的
関
係
、
世
界
と
の
関
係
を
主
観
の
無
限
存
在
と
し
て
解
釈
し
、

こ。f
 

そ
れ
か
ら
こ
の
主
観
が
自
己
自
身
を
「
有
限
化
す
る
」
と

考
え
た
こ
と
は
異
論
の
余
地
が
な
い
」
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
の
と
本
質
的
に
異
な
ら
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
も
、
自
己
意
識
に
向
う
精
神

(60)

（

61) 

の
衝
動
が
歴
史
の
原
動
力
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
」
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
む
し
ろ
自
分
の
哲
学
を
好
ん
で
観
念
論
と
名
付
け
て
い
る
が
、
そ

れ
と
い
う
の
も
主
観
性
が
牢
ん
で
い
る
諸
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
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実
際
に
は
絶
対
的
精
神
の
観
念
論
に
な
り
変
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ホ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴

(62) 

史
哲
学
と
哲
学
史
と
を
「
形
而
上
学
的
現
象
学
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
哲
学
史
の
う
ち
理
性
の
目
的
論
を
検
証
す

る
た
め
の
材
料
に
な
り
に
く
い
部
分
は
た
ん
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
‘

と
り
わ
け
中
世
に
関
す
る
言
説
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
等
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
に
較
べ
て
は
る
か
に
遺
漏
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
特
に
ま
た
、
哲
学
史
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
と

し
て
の
時
代
的
背
景
の
説
明
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
点
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。

論
が
単
純
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
、
歴
史
的
理
性
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

歴
史
的
理
性

フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴
史
哲
学
は
か
れ
の
苦
労
の
割
に
は
結

(63) 

超
越
論
的
コ
ギ
ト
は
歴
史
的
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
理
性
は
自
己
の
完
成
す
な
わ
ち
「
自
由
な
自
律
的
自
我
」
の

形
成
を
目
ざ
す
と
い
う
目
的
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
理
性
は
こ
の
形
成
の
た
め
に
様
々
な
過
程
を
辿
り
、
ま
た
途
上
で
絶
え
ず
非
理
性
へ

と
没
落
す
る
危
険
性
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
現
象
学
に
お
い
て
完
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
理
性
の
テ
ロ
ス
と
形
而
上
学

(64) 

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
「
神
へ
の
非
宗
教
的
道
」
と
い
う
表
現
も
使
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
他
面
で
か
れ
は
理
性
の
運
動
が
完
結
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
テ
ロ
ス
を
達
せ
ら
れ
る
べ
き
理
想
‘
限
界
概

念
と
も
解
し
て
い
る
。
テ
ロ
ス
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
々
の
形
態
変
化
を
貫
い
て
支
配
し
て
お
り
、
か
つ
こ
れ
に
対
し
、
永
遠
の
ポ
ー
ル

(65) 

に
向
う
発
展
と
い
う
意
味
を
与
え
る
エ
ン
テ
レ
ヒ
ー
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
理
性
は
こ
の
永
遠
の
彼
方
に
あ
る
理
念
に
向
か
っ
て
無
際
限

に
近
づ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
当
為
で
あ
る
。
理
性
は
そ
の
展
開
の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
‘

平
を
目
の
前
に
せ
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
遼
々
た
る
地
平
の
な
か
の
一
滴
と
し
て
自
己
を
知
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
人
間
は
絶

対
的
精
神
の
所
有
者
で
は
な
く
て
、
相
対
的
で
有
限
な
理
性
の
持
ち
主
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
、

理
性
を
一
方
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
自
已
充
足
的
な
も
の
と
し
、
他
方
で
は
初
期
フ
ィ
ヒ
テ

的
な
絶
対
者
と
の
親
近
性
は
隠
せ
な
い
。

さ
ら
に
遥
か
な
る
地

(
J
.
 
G
.
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五、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合

矛
盾
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

F
i
c
h
t
e
)
的
に
未
完
結
的
な
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
こ
の
二
面
性
を
整
合
的
に
は
説
明
し
て
い
な
い
。

考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
理
性
（
超
越
論
的
コ
ギ
ト
）

対
的
で
あ
る
。

は
一
面
で
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
基
礎
づ
け
る
基
盤
と
し
て
絶

だ
か
ら
こ
の
意
味
で
の
理
性
は
、
世
界
を
構
成
し
、
解
釈
し
、
実
践
す
る
場
合
に
必
ず
伴
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

(66) 

レ
ク
ツ

(L.
R
o
b
b
e
r
e
c
h
t
s
)

の
表
現
で
言
え
ば
「
形
式
的
理
性
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
た
と
え
形
式
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
ら

を
貫
徹
し
よ
う
、
自
己
自
身
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
点
で
「
意
志
」
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

を
認
め
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
も
理
性
の
意
志
的
側
面

か
れ
は
「
人
間
性
は
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
理
性
に
向

う
生
と
努
力
と
の
無
際
限
性
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
理
性
と
は
人
間
が
人
間
と
し
て
、
も
っ
と
も
内
な
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
意
志
し
よ

(67) 

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
他
面
で
理
性
（
超
越
論
的
コ
ギ
ト
）
は
相
対
的
な
生
の
世
界
を
前
提
と

し
て
お
り
、
こ
の
前
提
と
な
る
も
の
を
構
成
し
、
解
釈
し
、
再
編
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
理
性
は
生
の
世
界
に
お
け
る
無
際
限
の
課
題

（
例
え
ば
こ
の
世
界
の
意
味
の
合
理
的
な
解
釈
で
あ
る
と
か
、
実
践
的
な
問
題
で
言
え
ば
「
要
求
」
の
合
理
的
な
充
足
で
あ
る
と
か
で
あ
る
）
を
引

き
受
け
、
歴
史
的
に
相
互
主
観
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
類
似
は
見
か
け
上
の
こ
と
に

過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
行
的
自
我
の
か
た
ち
を
と
る
。
要
す
る
に
内
容
的
理
性
と
形
式
的
理
性
、
有
限
的
理
性
（
歴
史
的
理
性
）
と

絶
対
的
理
性
が
く
い
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
‘
超
越
論
的
コ
ギ
ト
と
生
の
世
界
と
の
連
関
に
お
い
て
、
前
者
は
後
者
に
基
づ
け

ら
れ
つ
つ
(
s
i
c
h

g
r

告
d
e
n
)
後
者
を
基
礎
づ
け
る

(
b
e
g
r
l
i
n
d
e
n
)

と
い
う
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
実
際
は
両
者
は
決
し
て

デ
ィ
ル
タ
イ
は
歴
史
的
世
界
を
生
の
体
験
の
表
現
さ
れ
た
世
界
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
、 ロ

プ

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
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と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
前
期
に
は

を
超
越
論
的
コ
ギ
ト
に
置
こ
う
と
す
る
の
に
対
し
、

「
遺
産
」

と
し
て
自
覚
的
に
受
け
入
れ
る
場
合
、

「
運
命

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
こ
の
点
に
は
同
意
す
る
が
、
生
の
歴
史
性
と
歴
史
科
学
の
科
学
性
の
根
拠
を
生
と
は
異
な
っ
た
層
に
求
め
よ
う
と
す
る
点

で
デ
ィ
ル
タ
イ
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
両
者
は
見
解
を
異
に
す
る
。

主
張
す
る
。

存
在
の
「
生
起

(
G
e
s
c
h
e
h
e
n
)
」

フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
れ

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
コ
ギ
ト
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
現
存
在
の
存
在
事
実
を
強
く

現
存
在
は
事
実
と
し
て
世
界
内
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
り
な
が
ら
も
、
自
ら
の
可
能
性
に
向
っ
て
能
動
的
に
投
企
す
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
被
投
的
投
企
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
現
存
在
は
こ
の
被
投
的
投
企
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
そ
の
都
度
、
〈
生
〉
誕
を
引
き

受
け
つ
つ
同
時
に
死
に
到
る
存
在
と
し
て
死
に
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
各
瞬
間
毎
、
生
と
死
の
「
間

(
Z
w
i
s
c
h
e
n
)
」
の
「
拡
が
り
」

で
あ
る
。
事
物
が
あ
る
期
間
内
に
運
動
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、
そ
の
都
度
の
こ
の
「
間
」
に
お
け
る
運
動
性
が
現

(68) 

で
あ
り
、
本
来
的
「
歴
史
性
(
G
e
s
c
h
i
c
h
t
l
i
c
h
k
e
i
t
)
」
を
か
た
ち
づ
く
る
。
生
起
は
‘
死
に
対
す
る
覚

悟
か
ら
発
す
る
自
由
な
決
意
性
（
投
企
）
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
被
投
性
を

(69) 

(
S
c
h
i
c
k
s
a
l
)
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
者
と
共
に
あ
る
現
存
在
の
生
起
、
例
え
ば
社
会
や
民
族
の
生
起
は
「
共
同
生
起
で
あ
り
、

(70) 

宿
命

(
G
e
s
c
h
i
c
k
)

と
し
て
規
定
さ
れ
る
Lo

こ
の
宿
命
も
現
存
在
に
と
っ
て
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
道
具
存
在
や
事
物
存
在
の
「
世

(71) 

界
史
(
W
e
l
t
,
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)
」
は
運
命
と
宿
命
と
に
付
随
す
る
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

「
存
在
」
を
開
示
す
る
場
と
し
て
の
現
存
在
の
あ
り
方
を
分
折
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
後
期
に
は
「
存
在
」
そ
の
も
の
に
直
面
す
る
に
到
っ
た
。
こ
こ
で
は
歴
史
性
は
「
存
在
」
そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ
る
。
ま
ず

「
存
在
の
歴
史
が
あ
り
、
思
考
は
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
起
し
、
こ
の
歴
史
の
追
憶
と
し
て
こ
の
歴
史
に
帰
属
す
る
」
「
そ
れ

(
e
s
)

(72) 

す
な
わ
ち
存
在
は
自
ら
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
宿
命
〔
贈
与

(
G
e
s
c
h
i
c
k
)
〕
と
な
る
。
」
こ
の
意
味
は
、
存
在
者
と
し
て
の
現
存
在
の
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生
起
そ
の
も
の
が
、
同
時
に
た
だ
ち
に
存
在
の
生
起
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
逆
に
存
在
は
、
現
存
在
の
生
起
と
し
て
‘

生
起
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
存
在
に
関
わ
り
得
る
も
の
と
し
て
の
現
存
在
は
、
自
ら
の
運
命
と
の
宿
命
と
を
存
在
の
側
か
ら
す

る
贈
与
だ
と
悟
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
現
存
在
に
と
っ
て
は
存
在
は
あ
く
ま
で
造
か
な
も
の
で
あ
り
、

何
等
か
の
述
定
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
存
在
者
で
は
な
い
。
存
在
は
現
存
在
の
発
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
‘

で
立
つ
け
れ
ど
も
‘
存
在
そ
の
も
の
を
全
面
的
概
念
的
に
は
見
通
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
僅
か
に
断
片

的
に
垣
間
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
存
在
は
言
葉
の
明
る
み
の
な
か
に
あ
っ
て
も
同
時
に
絶
え
ず
隠
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
言
葉
は
存
在

(73) 

そ
の
も
の
の
明
る
め
る
I
秘
匿
す
る
到
来
で
あ
る
」
結
局
の
と
こ
ろ
存
在
は
存
在
者
の
根
拠
で
あ
り
、
現
存
在
は
こ
の
贈
与
の
な
か
に
出

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
存
在
の
概
念
が
き
わ
め
て
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
か
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
認
識
論
的
側
面
へ
の
偏
重
に
反
対
し
、
具
体
的
な
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在

を
出
発
点
に
立
て
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
の
は
現
存
在
の
一
面
し
か
見
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
か
れ
の
前
期
に
お
い
て
み
れ
ば
、

か
れ
の
関
心
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

(
S
.
K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
)
 

た
す
ら
現
存
在
の
有
限
性
、
個
別
性
の
側
面
に
向
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

相
互
主
観
的
歴
史
的
な
生
の
世
界
に
視
点
を
向
け
辛
苦
し
た
の
に
対
し
、

の
だ
と
し
て
、
そ
こ
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
共
同
生
起
も
本
来
的
な
も
の
だ
と
定
義
だ
け
は
す
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
以
上
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
い
。
む
し
ろ
現
存
在
は
有
限
だ
か
ら
こ
そ
、
絶
え
ず
「
欠
亡
」
を
訴
え
、
対
他
関
係
す
な
わ
ち
共

同
生
起
の
な
か
で
充
足
を
求
め
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
在
は
た
し
か
に
有
限
的
、
個
別
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
〈

常
に
同
時
に
〉
共
同
生
起
的
か
つ
世
界
史
的
場
面
に
直
面
し
て
い
る
。
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
パ
ン
が
な
け

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
の
有
限
性
、
個
別
性
こ
そ
本
来
的
な
も

フ
ッ
サ
ー
ル
が
主
観
の
有
限
性
、
個
別
性
を
克
服
せ
ん
と
し
て

の
伝
統
を
ひ
い
て
、
ひ



83 

(
1
)
 P
.
 R
i
c
o
e
u
r
,
 H
u
s
s
e
r
l
 
u
n
d
 d
e
r
 
S
i
n
n
 d
e
r
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 
in "
 H
u
s
s
e
r
l
 
(
h
r
s
g
.
 
v• 

H
.
N
o
a
c
k
)
,
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 ,
 

(
2
)
 H
.
 H
o
h
l
,
 L
e
b
e
n
s
w
e
l
t
 
u
n
d
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 
A
l
b
e
r
,
 1
9
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注
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。

つ
ま
り
現
存
在
を
言
々
す
る
時
に
は
必
ず
両
側
面
を
勘
定
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
元
の
方
程
式
で
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
か
れ
の
後
期
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

存
在
そ
の
も
の
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
題
を
し
、

述
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
独
創
的
で
あ
り
、

か
れ
は
存
在
と
存
在
者
を
区
別
し
、
従
来
忘
却
さ
れ
続
け
て
き
た

か
つ
な
る
ほ
ど
実
際
に
存
在
そ
の
も
の
に
直
面
し
て
い
る
ら
し
く
み
え
る
叙

フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
こ
の
よ
う
な
二
次
方
程
式
の
発
想
法
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
現
存
在

に
と
っ
て
存
在
は
、
そ
の
秘
匿
の
な
か
で
洩
れ
出
た
光
を
お
り
お
り
、

さ
さ
や
か
に
感
得
で
き
る
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
が
詩
的
言
語

で
し
か
語
り
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
遠
の
未
知
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
‘
未
知
数
の
位
置
に
何
を
入
れ
て
も
成
立
す
る
と

い
う
意
味
で
む
し
ろ
恒
等
式
と
呼
ん
だ
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
存
在
を
存
在
者
的
に
概
念
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
無
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
存
在
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
は
存
在
者
の
み
で
あ
る
。

し
か
に
寂
滅
の
境
地
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
多
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
〈
常
に
同
時
に
〉
他
の
存
在
者
の
前
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
逃
が
れ
る
こ
と
も
忘
却
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
比
喩
的
に
言
え
ば
、
現
存
在
は
自
他
関
係
の
二
元
の
な
か
で
動
揺

し
て
お
り
、
ま
た
動
揺
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
曇
天
の
間
隙
に
僅
か
の
光
を
、
解
の
な
い
二
次
の
問
題
を
遠
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
二
元

二
次
方
程
式
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
‘

と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
ロ
ー
マ
字
で
巻
号
を
示
す
。

l
i
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 2
6
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だ
か
ら
現
存
在
は
存
在
に
置
面
し
て
、

た
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