
二
〇
四

1046

本
論
の
目
的
は
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
を
主
な
思
想
的
源
泉
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
意
識
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル

ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
と
い
う
現
象
学
の
主
要
な
伝
統①
に
お
い
て
、
現
在

に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
絶
え
間
な
く
論
じ
続
け
ら
れ
て
き
た
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
事

実F
ak

tu
m

」
あ
る
い
は
「
事
実
性F

ak
tizität

」
概
念
に
固
有
な
文
脈
と
そ
の
意

義
を
摘
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
伝
統
を
代
表
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
、
フ
ィ
ン
ク
、
そ
し
て
テ
ン
ゲ
ィ
と
い
っ
た
哲
学
者

た
ち
の
テ
ー
ゼ
を
手
引
き
と
す
る
。

結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
こ
の
伝
統
に
お
け
る
事
実
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
最
大
の

特
徴
は
《
事
実
》
概
念
が
、
単
に
《
偶
然
的
》
に
あ
る
種
の
事
柄
や
事
物
が
存
在
す

る
と
い
う
限
り
で
で
は
な
く
、
そ
れ
に
あ
る
種
の
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、
し
か
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機
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ら
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点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
仮
に

4

4

何
か
が
現
出
す
る
の
で
あ
れ
ば

4
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、
必
然
的
に

4
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与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

《
経
験
的

4
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4

》
あ
る
い
は
《
仮
言
的
必
然
性

4
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4

4

4

》
が
伴
う
事
実
、し
か
も
こ
れ
が
《
そ
も
そ

も
、
何
か
が
現
出
（
現
象
）
す
る
（
の
で
あ
っ
て
、
何
も
現
出
し
な
い
の
で
は
な
い
）》
と

い
う
端
的
な
事
実
を
条
件
づ
け
制
約
す
る
限
り
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。要
す
る
に「
超4

越
論
的
な
事
実

4

4

4

4

4

4

」（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
が
問
題
と
さ
れ
る
。「
超
越
論
的
な
事
実
」
と
い
う

表
現
が
常
識
的
に
は
「
木
製
の
鉄
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
限
り
で
、《
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
に
お
い
て
事
実
性
概
念
が
問
題
と
さ

れ
る
文
脈
と
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
を
積
極
的
に
援
用
す
る
現
象
学
的
な
「
超
越
論

的
哲
学
」
の
構
想
の
展
開
、
ま
た
、
正
当
化
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
同
時
に
扱

わ
れ
る
の
は
（
超
越
論
的
哲
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
）「
形
而
上
学
の
問
題
」

で
あ
り
、
ま
た
、
時
に
そ
の
限
界
と
挫
折
な
の
で
あ
る
。

１
．  「
事
実
の
必
然
性
」
と
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」
―

フ
ッ
サ
ー
ル
と
自
我
の
原
事
実

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
カ
ン
ト
と
そ
の
伝
統
に
由
来
す
る
哲
学
的
・
形
而
上
学
的

様
相
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
群
と
の
対
決
を
、
彼
の
現
象
学
全
体
の
展
開
そ
の
も
の
を

規
定
す
る
決
定
的
要
因
の
ひ
と
つ
と
み
な
す
の
は
決
し
て
誇
張
さ
れ
た
も
の
の
見
方

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
方
で
、『
論
理
学
研
究
』
以
来
一
慣
し
て
な
さ
れ
て
き
た

《
論
理
学
》
お
よ
び
《
存
在
論
》
の
独
自
の
展
開
（
形
相
学
と
し
て
の
現
象
学
）、
他
方

で
、
こ
れ
と
相
関
す
る
カ
ン
ト
的
な
直
観
概
念
の
拒
絶
と
拡
大
（
現
象
学
的
な
「
本
質

直
観
」）
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ふ
た
つ
の
根
本
モ
チ
ー
フ
か
ら
し
て
自
然
か
つ
不
可

避
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
『
論
理
学
研
究
』
以
来
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

様
相
を
判
断
様
相
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
近
代
哲
学
の
主
要
な
伝
統
（
当
然
、そ
の

代
表
選
手
は
カ
ン
ト
で
あ
る
）
を
一
貫
し
て
反

、
逆
に
、「
そ
れ
ら
〔
必
然
性
〕
は
、

純
粋
な
類
、種
、種
差
に
基
づ
く
」（H

u
a X

IX
/1, 255f.

）
と
す
る
こ
と
で
自
身
の
《
存

在
論
》
を
展
開
す
る
限
り
で
、
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
（
あ
る
意
味
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
で
、
従
っ
て
、《
前
カ
ン
ト
的
》
と
い
う
意
味
で
素
朴
な
も
の
と
映
り
か
ね
な
い
）
構
想
を

事
実
性
、
超
越
論
的
現
象
学
と
形
而
上
学
の
問
題

池　

田　

裕　

輔
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保
証
す
る
も
の
と
し
て
（
感
性
的
直
観
し
か
認
め
な
い
カ
ン
ト
的
な
伝
統
に
反
し
て
）「
本

質
直
観
」
を
唱
え
る
限
り
で
、
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
な
様
相
概
念
を
め
ぐ
る
カ
ン

ト
的
な
伝
統
と
の
対
決
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
る
。雑

に
い
え
ば
、フ
ッ
サ
ー

ル
の
い
う
「
純
粋
な
類
、
種
、
種
差
」
と
は
、「
本
質
」
あ
る
い
は
「
形
相
」
と
し
て

個
体
の
「
何W

as
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
個
体
が
レ
ア
ー
ル
な
も
の
と
し
て
時
間

空
間
的
に
現
実
存
在
し
、
そ
れ
自
身
、
別
様
に
存
在
し
得
る
（
得
た
）
ひ
と
つ
の
「
事

実
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
「
偶
然
的
」
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
時
間

空
間
的
な
現
実
性
を
前
提
と
し
な
い
純
粋
な
「
本
質
」
自
身
は
、「
本
質
‐
普
遍
性
」、

そ
し
て
こ
れ
と
相
関
し
て
「
本
質
‐
必
然
性
」
を
持
つ
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら

（H
u

aIII/1, 12f. vgl. H
u

a X
IX

/1, 242f.
）、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
必
然
性
と
い
う
様
相
を
、

判
断
の
必
然
性
で
は
な
く
、
当
該
の
本
質
・
形
相
、
あ
る
い
は
法
則G

esetz

そ
の
も

の
の
必
然
性
と
し
て
把
握
（
直
観
！
）
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
分
析
的
／
総

合
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
の
新
た
な
区
別
、
経
験
の
仕
方
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や
情
報
量
の
拡
大
の
有
無
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等
で

は
な
く
、
問
題
と
な
る
真
理
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

4

4
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4
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4

4

4

4

4

4

に
従
っ
て
な

さ
れ
る
《
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
》
で
、
極
め
て
《
反
カ
ン
ト
的
》
な
区
別
を
提
唱
す

る
の
で
あ
る
（H

u
a X

IX
/1,258ff.

）。

と
は
い
え
、「
事
実
性
」
を
主
題
と
す
る
本
論
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
こ
の
よ

う
な
着
想
に
依
拠
す
る
こ
と
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
経
験
的
な
現
実
存
在
の
措
定
」
を

前
提
と
し
な
い
「
本
質
‐
必
然
性
」
と
、「
自
然
法
則
」
の
よ
う
に
こ
れ
を
前
提
と
す

る
「
経
験
的
必
然
性
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
点
で
あ
る
（H

u
a X

IX
/1,243, H

u
a 

III/1,16 u
sf.

）。「
必
然
性
」
を
認
識
論
的
な
《
ア
プ
リ
オ
リ
性
》
と
殆
ど
同
一
視
す
る

カ
ン
ト
と
そ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
は
異
な
り
、「
別
様
に
存
在
す
る
」
こ
と
（
ま
た
、

そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
）
も
あ
り
得
る
（
あ
り
得
た
）
こ
の
現
実
世
界
の
存
在②

―
経

験
的
に
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
そ
の
現
実
存
在
―
を
前
提
と
す
る
法
則
に
、
す

な
わ
ち
、
そ
れ
自
身
「
経
験
的
」
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
法
則
に
「
必
然
性
」
を
承
認

す
る
点
に
、
様
相
概
念
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
大
き
な
特
徴
と
哲
学
的
貢

献
―
あ
る
面
か
ら
す
る
と
ク
リ
プ
キ
の
議
論
に
半
世
紀
以
上
先
立
つ
貢
献
―
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
着
想
を
背
景
と
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
現
象
者
達

が
そ
れ
ぞ
れ
（
カ
ン
ト
と
は
全
く
異
な
る
仕
方
で
）「
形
而
上
学
」
へ
の
道
を
歩
み
出
す

こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
「
事
実
の
必
然
性
」
あ
る
い
は
「
経
験
的
必
然

性
の
ま
っ
た
く
も
っ
て
優
れ
た
例
」
と
し
て
「
私
の
純
粋
自
我
と
私
の
自
我
生
」
に

着
目
し
て
い
る
（H

u
a III/1, 98

）。「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
体
験
」
に
「
存
在
必
然
性
」

が
帰
属
す
る
の
は
「
無
条
件
で
、
端
的
に
廃
棄
不
可
能
な
措
定
」
が
伴
う
か
ら
と
さ

れ
る
が
、
そ
の
「
存
在
必
然
性
」
が
「
経
験
的
」
で
あ
る
の
は
「
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な

体
験
」
の
必
然
性
が
、
体
験
お
よ
び
自
我
の
「
本
質
法
則
」（
例
え
ば
、「
反
省
の
イ
デ

ア
ー
ル
な
可
能
性
」）
の
「
純
粋
に
形
相
的
な
特
殊
化
」
で
は
な
く
（
自
明
の
こ
と
で
あ

る
が
）「
自
身
の
現
実
存
在
に
与
す
る
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（ebd

.

）。
す
な
わ
ち
、

《
こ
の
私
》
と
は
、決
し
て
総
じ
て
《
私
》
と
い
う
も
の
が
有
意
味
で
あ
る
限
り
で
そ

の
「
何
」
を
規
定
す
る
《
私
の
本
質
》
の
よ
う
な
も
の
か
ら
形
相
的
に
導
出
可
能
な

も
の
で
は
な
い
（
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
「
考
え
る
」
と
い
う
《
私
の
本
質
》
を
備
え
る
が
現
実
存

在
し
な
い
）。
そ
う
で
は
な
く
、《
こ
の
私

4

4

4

》
が
現
実
に
存
在
す
る
限
り
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、《
こ
の
私

4

4

4

》

に
は

4

4

「
存
在
必
然
性

4

4

4

4

4

」
が
帰
属
す
る

4

4

4

4

4

（
そ
れ
に
は
「
無
条
件
で
、
端
的
に
廃
棄
不
可
能
な

措
定
」
が
伴
う
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
）。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
「
事
実
の
必
然
性
」
が
帰

属
す
る
よ
う
な
「
自
我
生
」
と
は
、「
心
理
学
的
」
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
同
時
に

「
超
越
論
的
」
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
確
に

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（vgl.ebd.118ff.

）。

こ
れ
に
対
し
て
１
９
２
２
年
の
草
稿
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
自
我

に
も
ま
た
「
事
実
の
必
然
性
」
が
帰
属
す
る
と
い
う
思
想
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は

こ
れ
ま
で
も
度
々
指
摘
さ
れ
て
き
た③
。「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
の
超
越
論
的
自
我
は
、そ

れ
が
実
際
と
は
「
別
様
に
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
思
考
可
能
で
あ
る
限
り
で
、
経

験
的
か
つ
偶
然
的
な
「
事
実
」
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
別
様
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に
存
在
す
る
こ
と
」
と
い
う
着
想
そ
の
も
の
は
、
当
該
の
モ
ナ
ド
の
「
存
在
」
を
前

提
と
す
る
限
り
で
―
私
の
モ
ナ
ド
が
「
別
様
に
存
在
す
る
こ
と
」
は
思
考
可
能
で
あ

る
が
、
そ
の
「
非
存
在
」
が
端
的
に
「
思
考
不
可
能
」
で
あ
る
限
り
で
―
そ
の
存
在

に
は
必
然
性
が
伴
う
と
さ
れ
る
（H

u
a X

IV, 158f.

）④
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
定
式
化
に

従
う
と
、
超
越
論
的
現
象
学
の
根
本
テ
ー
ゼ
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
レ
ア
ー
ル
な
統
一
体

は
意
味
の
統
一
体
」
で
あ
り
、
こ
の
「
意
味
の
統
一
体
」
そ
の
も
の
は
「
意
味
付
与

す
る
意
識
を
前
提
す
る
」
と
い
う
も
の
な
の
だ
か
ら
（H

u
a III/1, 120

）、「
世
界
」
と

そ
の
「
存
在
」
は
、
超
越
論
的
自
我
の
「
経
験
的
必
然
性
」、
そ
の
「
事
実
の
必
然

性
」
を
「
前
提
す
る
」
と
い
え
る
（vgl. au

ch
 H

u
a X

X
X

V, 255

）。
１
９
３
１
年
の

有
名
な
定
式
化
に
従
え
ば
：

「
形
相
の
存
在
、
形
相
的
可
能
性
と
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
宇
宙
の
存
在
は
、
こ
う

い
っ
た
可
能
性
が
実
際
に
現
実
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
か
ら
は
自
由
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
現
実
性
、
す
な
わ
ち
〔
形
相
的
可
能
性
に
〕
対
応
す
る
現
実
性
か
ら
は
存
在
独

立
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
超
越
論
的
自
我
の
形
相
は
、
事
実
的
な
も
の
と
し
て
の
超

越
論
的
自
我
な
し
に
は
思
考
不
可
能
で
あ
る
」（H

u
a X

V, 385

）。

「
超
越
論
的
自
我
」
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
レ
ア
ー
ル
な
統
一
体
」
と
し
て
の
「
世
界
」

に
「
意
味
付
与
」
し
、
こ
れ
を
「
構
成
」
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
存

在
」
が
「
事
実
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
は
、
世
界
の
存
在

が
「
本
質
必
然
性
」
に
従
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
偶
然
的
」
で
あ
る
（「
世

界
無
化
」
の
議
論
を
通
じ
た
洞
察
）
と
い
う
だ
け
で
な
く
、そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
「
世

界
」
を
構
成
す
る
超
越
論
的
主
観
性
の
存
在
そ
の
も
の
が
「
偶
然
的
」
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
調
和
的ein

stim
m

ig

」
な
世
界
構
成
の
「
目

的
論
」⑤

―
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
《
カ
オ
ス
》
で
は
な
く
経
験
の
《
コ
ス
モ
ス
》
が
成

立
し
、《
非
理
性
》
で
は
な
く
《
理
性
》
が
存
在
す
る
こ
と
―
そ
の
も
の
が
「
本
質
必

然
性
」
に
従
っ
て
導
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
「
偶
然
的
」
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
原
事
実
」
に
は
、

同
時
に
「
事
実
の
必
然
性
」
と
し
て
の
「
存
在
必
然
性
」
が
帰
属
す
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
自
身
は
、
上
記
の
草
稿
等
で
、
こ
の
よ
う
な
「
目
的
論
」
の
「
原
事
実
」
に
伴
う

必
然
性
の
更
な
る
根
拠

4

4

4

4

4

を
求
め
、
こ
れ
が
「
神
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
を
問

う
て
い
る
が
（ebd.

）⑥
、
こ
の
よ
う
な
「
原
事
実
」
―
「
超
越
論
的
な
事
実
」
―
を
め

ぐ
っ
て
生
じ
る
問
題
系
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」

（H
u

a V
II, 188

）
の
中
心
的
主
題
を
な
す
も
の
で
あ
る⑦
。

本
論
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
①
超
越
論
的
自

我
の
「
存
在
」
は
、
本
来
、
そ
れ
が
（『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
定
式
を
用
い
れ
ば
）「
世
界
無

化
の
残
余
」
と
し
て
摘
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
で
、「
世
界
定
立
」
を
前
提
と
し

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
に
は
（
同
様
に
『
イ
デ
ー
ン

Ⅰ
』
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
）「
経
験
的
必
然
性
の
ま
っ
た
く
も
っ
て
優
れ
た
例
」
と

し
て
「
事
実
の
必
然
性
」
が
帰
属
す
る
（「
自
然
法
則
」
に
帰
属
す
る
「
経
験
的
必
然
性
」

と
の
決
定
的
違
い
に
注
意
！
）。
②
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
自
我
の
「
原
事
実
」
は
、（
経

験
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
）
そ
れ
自
身
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
導
出
可
能
な
根
拠

を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
世
界
構
成
の
「
目
的
論
」
そ
の
も
の
の
存
在
―

「
理
性
」
そ
の
も
の
存
在
！
―
が
（
同
様
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
導
出
可
能
な
）
根
拠
を
欠
い

た
「
偶
然
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
そ
う
で
あ
る
の
で
、「
神
」
が
議
論

の
遡
上
に
上
る
）。
自
由
に
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
浮
上
す
る
の
は
《
な
ぜ
、
世
界

が
理
性
的
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
オ
ス
で
は
な
い
の
か
》、《
な
ぜ
、
理
性

が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
非
理
性
で
は
な
い
の
か
》
と
い
う
形
而
上
学
的
な
問
い

な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
本
節
の
結
論
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
：

（
1
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、（
カ
ン
ト
的
な
伝
統
に
反
し
て
）「
本
質
必
然
性
」（
≒
ア
プ
リ
オ

リ
な
必
然
性
）
と
「
経
験
的
必
然
性
（
事
実
の
必
然
性
）」（
≒
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
必
然
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性
）
の
区
別
を
正
当
化
し
た
だ
け
で
な
く
、「
超
越
論
的
自
我
」
と
そ
の
「
目
的
論
」

の
存
在
様
相
、
つ
ま
り
、《
理
性
》
そ
の
も
の
の
存
在
様
相
が
「
経
験
的
必
然
性
」
で

あ
る
と
洞
察
し
て
い
る
（「
超
越
論
的
な
事
実
」
の
問
題
）。

（
2
）
こ
の
よ
う
な
「
超
越
論
的
な
事
実
」
に
は
「
経
験
的
必
然
性
」
と
「
偶
然
性
」

と
い
う
（
伝
統
的
に
は
）
相
反
す
る
存
在
様
相
が
同
時
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」
は
、（
伝
統
的
に
解
さ
れ
た
限
り

で
の
）「
現
実
存
在
／
本
質
」や「
現
実
性
／
可
能
性
」と
い
っ
た
様
相
概
念
を
―
フ
ッ

サ
ー
ル
自
身
が
充
分
な
議
論
を
な
し
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
―
根
本
的
に
検
討
し

な
お
す
だ
け
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
つ
も
の
で
あ
る
（vgl. M

ich
ali 2008, 99f.

）。

（
3
）
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、そ
の
「
神
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
（
多
く
の
草
稿
群
が
遺
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
）
公
刊
著
作
に
お
い
て
は
「
偶
然
的

事
実
性
」
を
扱
う
「
形
而
上
学
」
の
構
想
を
示
唆
す
る
以
上
の
こ
と
を
な
し
て
い
な

い
の
だ
か
ら
（H

u
a I, 182

）、「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」
の
内
実
だ
け
で
な
く

そ
の
射
程
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
結
局
の
と
こ
ろ
不
明
な
も
の
に
留
ま
っ
た
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

本
論
の
問
題
設
定
か
ら
み
た
限
り
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る「
超
越
論
的
哲
学
」

の
独
自
性
は
、
そ
れ
が
単
に
意
識
に
固
有
な
構
造
と
し
て
の
志
向
性
の
記
述
に
基
づ

く
「
現
象
学
的
方
法
」
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

（
標
準
的
理
解
に
従
う
限
り
で
、
近
代
以
降
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
創
設
者
で
あ
る
）
カ
ン

ト
に
お
け
る
哲
学
的
な
様
相
概
念
の
拒
絶
を
背
景
と
す
る
事
実
概
念
に
基
づ
く
「
超

越
論
的
な
事
実
」
概
念
を
導
入
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」

と
い
う
着
想
を
（
未
展
開
の
も
の
と
は
い
え
）
提
出
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
身
の
哲
学
的
キ
ャ
リ
ア
の
最
初
期
以
来
関
心
を
寄
せ
て
き
た

「（
学
的
）
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」（vgl. H

u
a M

at. I, 5, H
u

a M
at. III, 223ff. u

dg.

）

と
い
う（
言
葉
の
う
え
で
は
カ
ン
ト
的
な
）理
念
の
極
め
て
非
カ
ン
ト
的
な
内
実
お
よ
び

こ
れ
を
展
開
す
る
概
念
装
置
に
彼
が
提
唱
す
る
超
越
論
的
現
性
学
の
独
自
性
が
認
め

ら
れ
る
。

２
．  

自
由
の
事
実
性
と
形
而
上
学
の
挫
折
―
『
存
在
と
時
間
』
と

「
現
存
在
の
形
而
上
学
」

（
主
に
）
一
九
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
超
越
論
的

自
我
の
「
原
事
実
」
へ
の
洞
察
と
反
省
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
現
存
在
の
「
事
実

性F
ak

tizität

」
を
め
ぐ
る
独
自
の
着
想
を
展
開
し
て
い
る
。
本
論
全
体
を
通
じ
て

示
さ
れ
る
よ
う
に
、《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
の
伝

統
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
更
な
る
展
開
を
試
み
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
フ
ッ

サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
緊
張
関
係
の
も
と
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
こ
の

事
情
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
論
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
実
性
」

概
念
を
発
展
史
的
に
概
観
す
る
紙
幅
も
必
要
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で⑧
、
一
方
で
（
ハ

イ
デ
ガ
ー
独
自
の
「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
の
理
念
の
前
提
を
な
す
）『
存
在
と
時
間
』
に

お
け
る
「
現
存
在
分
析
」、
他
方
で
、（
そ
の
理
念
の
展
開
に
従
事
す
る
）「
現
存
在
の
形

而
上
学
」
に
考
察
を
限
定
す
る
。

（
①
『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
事
実
性
」）『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
現
存
在
分

析
」
と
は
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
定
式
化
す
る
為
の
前
提
と
し
て
「
存
在
了

解
」
を
有
す
る
「
現
存
在
」
の
根
本
構
造
の
解
明
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。「
現

存
在
」（
普
通
に
い
え
ば
人
間
で
あ
る
存
在
者
）
の
あ
り
方
は
、
一
方
で
「
存
在
す
る
こ

とZ
u

-S
ein

」（「
可
能
性
」
な
い
し
は
「
存
在
可
能S

ein
-K

ön
n

en

」）、
他
方
で
、「
各
自

性
」
と
さ
れ
る
が
（S

Z
. 42f.

）、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
の
根
本
構
造
そ
の
も
の
に

は
「
眼
前
存
在
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
固
有
の
「
事
実
と
し
て
の
あ
り
よ

うT
atsäch

lich
k

eit

」
が
帰
属
す
る
と
し
、
こ
れ
を
術
語
と
し
て
「
事
実
性

Faktizität
」
と
呼
ん
で
い
る
（S

Z
, 56

）。
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「
事
実
性
と
い
う
概
念
に
は
、《
内
世
界
的
》
存
在
者
の
世
界
内
存
在
、
す
な
わ
ち
、

こ
の
〔
内
世
界
的
な
〕
存
在
者
が
、
自
身
の
世
界
の
内
部
で
出
会
う
存
在
者
の
存
在

に
絡
め
と
ら
れ
る
《
運
命
》
に
あ
る
こ
と
を
自
身
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」（ebd.

）

「
自
身
の
世
界
の
内
部
で
出
会
う
存
在
者
の
存
在
に
絡
め
と
ら
れ
る
《
運
命
》」
と

は
、『
存
在
と
時
間
』
の
用
語
で
述
べ
れ
ば
、「
日
常
性
」
に
あ
る
現
存
在
の
あ
り
方

（「
非
本
来
性
」）
と
そ
の
動
性
（「
頽
落
」）
で
あ
り
、世
界
内
存
在
の
根
本
構
造
と
し
て

の
「
被
投
性
」
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
都
度
の
現
存
在
が
「
現D

a

」
へ
と

「
投
げ
込
ま
れ
」、「
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
こ
とÜ

beran
tw

ortu
n

g

」
が
勝
義
の
「
事

実
性
」
で
あ
る
（ebd.135

）。
そ
の
理
由
を
端
的
に
述
べ
れ
ば
、そ
も
そ
も
「
現
存
在
」

と
は
、
自
身
で
選
び
取
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
事
実
と
し
て

4

4

4

4

4

、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ

の
都
度
（「
各
自
性
」）
ど
の
よ
う
に
存
在
し
得
る
か
／
存
在
し
得
な
い
か
（「
存
在
可

能
」）
を
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
だ
か
ら
で
あ
る⑨
。
ま
た
、
よ
り
広
い
用
法

と
し
て
、
被
投
性
を
構
造
契
機
と
し
て
含
む
「
存
在
可
能
」
そ
の
も
の
の
こ
と
を
名

指
す
場
合
も
認
め
ら
れ
る
が
（S

Z
.145

）、
こ
の
場
合
、
そ
の
都
度
「
存
在
す
る
こ
と
」

が
現
存
在
に
「
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
現
存
在
の
「
事
実
と
し
て
の
あ
り
よ

う
」
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。
ま
と
め
る
と
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
事
実
性
」
と

は
、
そ
の
都
度
、「
現
存
在
」
が
、
ど
の
よ
う
な
者
と
し
て
存
在
し
得
る
の
か
／
存
在

し
得
な
い
の
か
（「
存
在
可
能
」）、
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
自
身
が
「
各
自
的
」
に
「
存

在
す
る
こ
と
」
そ
の
も
の
が
事
実
と
し
て
「
引
き
渡
さ
れ
て
」
し
ま
っ
て
い
る
よ
う

な
「
内
世
界
的
な
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と
を
名
指
す
術
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
存
在

と
時
間
』
が
「
現
存
在
」
の
根
本
的
な
記
述
的
特
徴
と
い
う
意
味
で
の
本
質
を
「
存

在
す
る
こ
と
」
と
「
各
自
性
」
に
求
め
る
限
り
で
、そ
の
「
引
き
渡
し
」
と
い
う
「
事

実
性
」
は
現
存
在
そ
の
も
の
を
可
能
と
す
る
《
超
越
論
的
な
事
実
》
で
あ
る
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
で
の
「
引
き
渡
し
」
は
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
導
出
を
拒
む
（
フ
ッ
サ
ー
ル
風
に
い
え
ば
「
本
質
必
然
性
」
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
）
と
い
う
意
味
で
、
当
然
、《
経
験
的
》
な
も
の
で
あ
る
が⑩
、
同
時
に
、

こ
れ
が
そ
の
都
度
の
現
存
在
を
可
能
な
も
の
と
す
る
限
り
で
《
超
越
論
的
》
な
も
の

だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
《
超
越
論
的
な
事
実
》
に
緩
や
か
な
意
味
で
の
「
事
実

の
必
然
性
」
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

も
、『
存
在
と
時
間
』
は
現
存
在
に
固
有
な
「
死
の
確
実
性
」
の
こ
と
を
（
認
識
論
的

で
は
な
く
、
現
存
在
の
存
在
様
式
に
関
す
る
と
い
う
意
味
で
）
存
在
論
的
な
「
現
存
在
の

4

4

4

4

確
実
性

4

4

4D
asein

sgew
ißh

eit

」
あ
る
い
は
「
現
存
在
の
存
在
様
式
と
し
て
の
確
実
存

在G
ew

ißsein

」
と
し
て
い
る
が
（S

Z
.256

）、
そ
の
よ
う
な
存
在
様
式
を
も
つ
存
在

者
の
現
実
存
在
に
「
存
在
必
然
性
」
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
よ
う
み

え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
確
実
性
」
を
自
覚
す
る
存
在
者
が
現
実
に
存
在

す
る
と
い
う
そ
れ
自
身
と
し
て
は
偶
然
的
な
事
実
（
そ
の
本
質
必
然
性
ど
こ
ろ
か
、生
物

学
的
、
自
然
史
的
、
進
化
論
的
等
の
必
然
性
さ
え
疑
わ
し
い
！
）
そ
の
も
の
は
、
実
際
に

4

4

4

（
例
え
ば
、
死
の
）
確
実
性
の
自
覚
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
存
在
必
然
的

4

4

4

4

4

で
あ
る
の
だ

か
ら
（
そ
の
死
が
確
実
な
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
人
が
現
実
存
在
す
る
こ
と

は
、
当
然
、
必
然
的
で
あ
る
）。

簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
こ
の
よ
う
な
『
存
在
と
時
間
』
の
「
事
実
性
」
に
関
す
る

着
想
は
、
超
越
論
的
自
我
の
存
在
を
「
経
験
的
必
然
性
の
ま
っ
た
く
も
っ
て
優
れ
た

例
」
と
し
、
こ
れ
に
「
事
実
の
必
然
性
」
を
帰
属
さ
せ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
着
想
と
一

定
の
親
近
性
を
持
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い

ほ
ど
具
体
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
承
知
の
よ
う
に
、
情
態
性
、
気
分
、

死
や
歴
史
性
の
分
析
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
議
論
さ
れ
る
に
値
す
る
豊
か
な
着

想
と
密
接
に
連
関
す
る
仕
方
で
現
存
在
の
「
事
実
性
」
と
い
う
主
題
は
鍛
え
上
げ
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る⑪
。

（
②
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
と
「
メ
タ
存
在
論
」）「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
あ
る
い

は
こ
れ
を
中
心
と
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
《
形
而
上
学
期
》（
１
９
２
７－
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１
９
３
０
）
の
思
想
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
一
方
で
「
基
礎
的
存
在
論
」
の
基
礎
付

け
を
目
的
と
し
た
現
存
在
の「
有
限
性
の
本
質
」の
主
題
的
解
明（G

A3, G
A9, 123ff.

）、

他
方
で
「
基
礎
的
存
在
論
」
の
「
転
化

4

4U
m

sch
lag,  μεταβολή

」
と
し
て
の
「
形
而

上
学
的
な
存
在
者
論
」（G

A26, 199ff.

）
の
構
想
と
い
う
ふ
た
つ
の
柱
を
も
つ
も
の
だ

と
い
え
る
。
そ
の
際
、「
基
礎
的
存
在
論
は
﹇
…
﹈
現
存
在
の
形
而
上
学
の
第
一
段
階

に
過
ぎ
な
い
」（G

A3, 232
）
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
ま
ず
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
触
れ

る
も
の
と
し
た
い
。

第
一
に
、
極
め
て
根
本
的
な
点
で
あ
る
が
、
出
版
さ
れ
た
『
存
在
と
時
間
』
前
半

部
が
「
現
存
在
に
よ
る
そ
れ
自
身
と
し
て
有
限
な
超
越
の
構
造
的
統
一
性

4

4

4

4

4

4

」
と
し
て

の
「
関
心S

orge

」（
２
３
６
）
の
摘
出
と
そ
の
「
時
間
性
」
の
解
釈
に
留
ま
り
、
肝

心
の
「
存
在
」
そ
の
も
の
と
「
時
間
」
の
解
釈
に
着
手
で
き
て
い
な
い
限
り
で
、
こ

れ
は
「
第
一
段
階
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る⑫
。
第
二
に
、『
存
在
と
時
間
』
が
、「
現

存
在
の
有
限
性
」
を
、
そ
の
「
非
性
」
と
し
て
指
摘
す
る
に
留
ま
る
の
に
対
し
て⑬
、

「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
期
の
思
想
は
（『
カ
ン
ト
書
』
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
が
）
そ
の
「
非
性
」
や
「
無
」
を
、現
存
在
の
「
出
来
事G

esch
eh

en

」（
２
３
８
）

と
し
て
主
題
化
す
る
限
り
で
、「
現
存
在
の
有
限
性
」
―
「
現
存
在
に
属
す
る
最
も
内

的
な
超
越
論
的
有
限
性
」（G

A3, 236

）
―
そ
の
も
の
の
可
能
性
の
条
件
の
探
求

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
目

的
と
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
点
に
、
前
者
が
後
者
の
「
第
一
段
階
に
過
ぎ
な
い
」
理

由
が
求
め
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
言
葉
で
述
べ
れ
ば
、『
存
在
と
時
間
』
は
、

現
存
在
の
有
限
性
を
「
既
知bek

an
n

t

」
の
も
の
と
は
し
た
が
、「
概
念
把
握

begreiffen

」
し
て
い
な
い
限
り
で
「
有
限
性
」
を
「
形
而
上
学
的
な
原
事
実d

as 

m
etaph

ysisch
e U

rfaktu
m

」
と
し
て
承
認
す
る
に
留
ま
っ
た
（
２
３
３
）。
こ
れ

に
対
し
て
、「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
は
、
有
限
性
そ
の
も
の
を
、
ま
さ
に
「
概
念
把

握
」
―
「
形
而
上
学
的
な
原
事
実
」
そ
の
も
の
の
哲
学
的
正
当
化
を
―
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
限
り
で
、「
基
礎
的
存
在
論
」
は
、「
第
一
段
階
に
過
ぎ
な
い
」
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
の
構
想
は
、
あ
る
面
で
は
意
外
な
ほ
ど
に

フ
ッ
サ
ー
ル
の
事
実
性
の
形
而
上
学
と
の
親
近
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
超
越
論
的
」
観
点
か
ら
「
現
存
在
の
有
限
性
」
に
固
有
な
（
フ
ッ

サ
ー
ル
の
表
現
で
い
う
）「
偶
然
的
な
事
実
性
」
を
論
じ
て
い
る
限
り
で
、そ
の
「
現
存

在
の
形
而
上
学
」
の
構
想
は
、「
超
越
論
的
自
我
」
と
「
理
性
」
の
「
原
事
実
」
を
出

発
点
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」
と
大
枠
で
の
問
題
構

成
を
共
有
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
確
か
に
、
両
者
に
お
け
る
事
実
性
の
形
而
上
学

の
構
想
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
そ
も
そ
も
の
問
題
関
心
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
み
え
る
。
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
（
彼
の
「
神
」
の
議
論
に
顕
著
な
よ
う
に
）「
偶4

然
的
事
実
性

4

4

4

4

4

」
そ
の
も
の
の
理
由

4

4

4

4

4

4

4

／
根
拠

4

4

を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
―
例
え
ば
、
論
文
「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」
の

「
な
ぜ
の
問
いW

aru
m

frage

」
を
め
ぐ
る
箇
所
に
顕
著
な
よ
う
に
（G

A9, 168

）
―

そ
の
よ
う
な
《
理
由
／
根
拠
へ
の
問
い
》
を
現
存
在
が
問
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

《
可
能
性
の
条
件

4

4

4

4

4

4

》
と
し
て
の
「
有
限
性
の
本
質
」
―
「
根
拠
へ
の
自
由
」
と
い
う
意

味
で
の
「
超
越
と
し
て
の
自
由
」（G

A9, 165

）
―
を
集
中
的
に
問
題
と
し
て
い
る
点

に
両
者
の
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、こ
の
相
違
点
は
、両
者
が
《
私

の
存
在
》（「
超
越
論
的
自
我
」
や
「
現
存
在
」
の
存
在
）
を
そ
の
「
原
事
実
」
性
か
ら
捉

え
た
う
え
で
、「
理
性
」（
フ
ッ
サ
ー
ル
）
あ
る
い
は
「
根
拠
」（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
と
い
っ

た
、
一
般
に
日
本
語
や
英
語
で
《
理
由reason

》
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
も
の
が
そ

も
そ
も
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
い
―
要
す
る
に
、「
根
拠
の
根
拠

4

4

4

4

4G
ru

n
d

 d
es 

G
ru

n
d

es

」
を
め
ぐ
る
問
い
―
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
両
者
に

お
け
る
問
題
設
定
と
そ
の
出
発
点
の
お
お
ま
か
な
共
通
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
当
然
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
両
者
の
具
体
的
な
テ
ー
ゼ
の

共
通
性
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
重
要
な
の
は
、
論
文
「
根
拠
の
本
質
に

つ
い
て
」
に
お
い
て
「
根
拠
の
根
拠
」
と
し
て
の
「
自
由
」
が
、
そ
れ
自
身
、
根
拠

づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「（
現
存
在
の
）
深
淵

4

4

／
脱
根
拠

4

4

4A
b-gru

n
d

」（G
A9,174

）
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と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
先
取
り
す
る
と
、
そ
の
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
は
、
こ
の

洞
察
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
《
事
実
性
の
形
而
上
学
》
の
あ
い
だ
の
決

定
的
な
相
違
は
、「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
メ
タ
存
在
論

M
eton

tologie
」
と
い
う
表
題
で
示
唆
す
る
「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論

m
etaph

ysisch
e O

n
tik

」の
構
想
を
確
認
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の「
形

而
上
学
的
な
存
在
者
論
」
と
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
基
礎
的
存
在
論
が
「
理
解
さ
れ

る
よ
う
な
仕
方
で
存
在
が
現
実
に
あ
る
こ
と
の
可
能
性
」
の
「
前
提
」
を
「
現
存
在

の
事
実
的
な
現
実
存
在
」
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
存
在
の
事
実
性

そ
の
も
の
が
「
前
提
」
と
す
る
「
自
然
の
事
実
的
な
眼
前
存
在
」
の
解
明
（
す
な
わ
ち

「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
の
解
明
）
を
目
的
と
す
る
。「（
基
礎
的
）
存
在
論
」
の
前
提

が
「
存
在
了
解
」
の
事
実
で
あ
る
限
り
で
、
そ
の
「
前
提
」
で
あ
る
「
全
体
と
し
て

の
存
在
者
」
を
解
明
す
る
「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論
」
は
、
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る

も
の
な
の
で
あ
る
（G

A26, 199

）。
と
は
い
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
基
礎
的
存
在
論
」

や
そ
の
「
基
礎
づ
け
」
と
し
て
の
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
と
い
う
超
越
論
的
な
構

想
を
放
棄
、「
現
存
在
」
の
事
実
的
な
発
生
条
件
を
「
自
然
」
に
求
め
る
（
あ
る
い
は

還
元
す
る
）ご
く
素
朴
な
意
味
で
の
自
然
主
義
的
な
形
而
上
学
へ
と
転
向
し
た
の
で
は

な
い⑭
。
む
し
ろ
、『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
講
義
で
の
石
、
動
物
、
そ
し
て
人
間

に
つ
い
て
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
に
み
ら
れ
る
「
自
然
の
事
実
的
な
眼
前
存
在
」
の
領
域

存
在
論
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
構
想
は
（『
存
在
と
時
間
』
最
終
節
の
表
現
を
用
い

れ
ば
）「
基
礎
的
存
在
論
」
の
「
存
在
者
的
基
礎
」
の
探
求
な
の
で
あ
り
（S

Z
. 436

）、

そ
の
根
本
主
題
は
あ
く
ま
で
「
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
」
に
他
な
ら
な
い
。
展
開
さ

れ
る
べ
き
は
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
の
た
だ
な
か
で
生
じ
る
「
世
界
形
成

W
eltbild

u
n

g

」、
す
な
わ
ち
「
超
越
と
し
て
の
自
由
」
の
「
根
本
出
来

G
ru

n
dgesch

eh
en

」
に
つ
い
て
の
「
存
在
者
論
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
基
礎
的
存

在
論
」
を
基
礎
づ
け
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、
次
の

よ
う
に
（
抽
象
的
な
仕
方
で
は
あ
る
が
）
表
現
し
て
い
る
。

「
現
存
在
の
根
本
出
来
〔
…
〕
と
い
う
原
構
造
を
、現
存
在
の
構
造
を
手
助
け
と
し
て

構
築
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
は
許
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
出
来

の
内
的
統
一
を
概
念
把
握
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
現
存
在
の
根
本
構
成
へ
の
見
通
し
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」

（G
A29/30, 513

）。

簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
基
礎
的
存
在
論
や
『
カ
ン
ト
書
』
等
で
の
「
現
存
在
の
形
而

上
学
」
の
課
題
で
あ
っ
た
「
現
存
在
の
有
限
性
」
を
「
現
存
在
の
構
造
」（
＝
「
関
心
」、

「
時
間
性
」
や
「
非
性
」）
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
い
わ
ば
有
限
性
の
《
超

越
論
的
》
な
解
明
）
は
、
も
は
や
「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論
」
の
課
題
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
「
自
然
の
眼
前
存
在
」
の
全
体
性
―
こ
れ
は
「
現
存
在

の
事
実
的
な
現
実
存
在
」
の
前
提
で
あ
っ
た
―
の
た
だ
な
か
で
「
現
存
在
」
が
、
そ

れ
自
身
と
し
て
は
偶
然
的
な
事
実
と
し
て
生
じ
る
と
い
う
存
在
者
的
な「
根
本
出
来
」

を
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
と
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
基

礎
的
存
在
論
」
そ
の
も
の
を
「
基
礎
づ
け
る
」
こ
と
が
課
題
と
な
る
（
こ
れ
が
、
既
に

み
た
基
礎
的
存
在
論
の
「
転
化
」
の
掲
げ
る
よ
り
具
体
的
な
要
求
で
あ
り
、同
講
義
で
は
「
人

間
は
世
界
形
成
的
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
に
結
実
し
て
い
る
）。
ま
た
、『
形
而
上

学
の
根
本
諸
概
念
』
講
義
の
直
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
自
由
が
人
間
を
所
有
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と

い
う
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
て
い
る
が⑮
、
こ
れ
は
当
然
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の
根
幹

に
位
置
す
る
自
由
概
念
の
転
倒
で
あ
り⑯
、
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
論
文
「
真
理

の
本
質
に
つ
い
て
」（
１
９
４
３
）
以
降
の
後
期
思
想
の
核
心
部
に
位
置
す
る
思
想
の

ひ
と
つ
で
あ
る
（vgl. G

A9, 191, sieh
 au

ch
 F

ran
ck 2017, 41ff.

）。
ま
た
、（
驚
く
べ

き
こ
と
に
）『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
全
体
と
し
て
の
存
在

者
」、
そ
し
て
「
現
存
在
の
根
本
出
来
」
は
、
結
局
は
（
五
百
頁
に
至
る
大
部
の
講
義
録
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の
結
び
に
当
た
る
箇
所
で
！
）「
秘
密

4

4G
eh

eim
n

is

」（G
A29/30, 510

）
に
留
ま
ら
ざ
る

を
え
な
い
と
し
、
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
対
象
と
す
る
「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論
」

を
遂
行
す
る
学
問
的
方
途
が
そ
も
そ
も
塞
が
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
認
め
て
い
る
わ

け
だ
が⑰
、
こ
の
「
秘
密
」
と
い
う
着
想
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ケ
ー
レ
」
を
経
た
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
後
期
思
想
の
心
臓
部
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
（vgl. G

A9, 194

）。
こ
れ

は
『
ニ
ー
チ
ェ
』
講
義
以
降
の
形
而
上
学
へ
の
自
覚
的
な
批
判
的
態
度
の
萌
芽
で
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
限
り
で
、「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論
」
の
思

想
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
的
構
想
と
の
あ
い
だ
に
決
定
的
な
断
絶
が
あ
る
こ
と

は
既
に
自
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
超
越
論
的
主
観
性
で
は
な
く
）
人
間
と
い
う
種
に

「
理
性
」（「
根
拠
」）
を
基
づ
け
よ
う
と
す
る
「
人
間
学
主
義
」
と
い
う
名
の
懐
疑
的
相

対
主
義
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
『
存
在
と
時
間
』
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
た

批
判
（vgl. H

u
a X

X
V

II, 164

）⑱

は
、
少
な
く
と
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論
」
に
も
妥
当
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
し
、

「
学
問
的
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」と
い
う
カ
ン
ト
以
来
の
理
念
の
挫
折
を
見
極
め
よ

う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
に
は
あ
る
種
の
不
合
理
主
義

へ
の
転
落
、
あ
る
い
は
「
思
弁
的
放
埓
」
へ
の
逆
戻
り
と
し
か
映
ら
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
（vgl. H

u
a I, 182

）。
言
い
換
え
れ
ば
、「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
と
し
て
の

「
超
越
論
的
哲
学
」
と
い
う
理
念
の
放
棄
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
構
想
そ
の
も
の

を
全
否
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

本
節
の
成
果
は
、
以
下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

（
1
）『
存
在
と
時
間
』
で
の
事
実
性
を
め
ぐ
る
諸
議
論
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る

「
経
験
的
必
然
性
」
あ
る
い
は
「
原
事
実
」
の
思
想
と
根
本
的
に
は
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
気
分
や
責
め
、
死
の
分
析
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル

的
な
着
想
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
一
流
の
仕
方
で
な
さ
れ
た
展
開
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

（
2
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
の
構
想
、特
に
「
根
拠
」
を
め
ぐ
る

形
而
上
学
は
、
こ
れ
が
《
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
理
由
／
根
拠
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の

か
？
》
と
い
う
「
根
拠
の
根
拠
」
へ
の
問
い
を
扱
う
も
の
で
あ
る
限
り
で
、「
理
性
」、

そ
し
て
そ
の
源
泉
と
し
て
の
「
超
越
論
的
自
我
」
と
い
う
「（
原
）
事
実
」
を
問
う

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」
と
極
め
て
親
近
性
の
高
い
問
い
を

ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
仕
方
で
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
3
）「
メ
タ
存
在
論
」
の
理
念
に
導
か
れ
た
「
形
而
上
学
的
な
存
在
者
論
」
の
構
想

が
未
完
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
が
、
現
存
在
が
現
実
存
在
す
る
と
い
う
偶
然

的
な
事
実
へ
の
洞
察
を
「
形
而
上
学
的
」
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
限
り

で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
の
と
は
異
な
る
《
事
実
性
の
形
而
上
学
》

の
着
想
を
提
供
し
た
と
い
え
る
（『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
の
人
間
や
動
物
論
は
、

疑
い
な
く
、
そ
の
大
き
な
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
）。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
の
「
存
在
者

論
」
の
展
開
こ
そ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
そ
の
不
可
能
性
だ
け
で
な
く
、「
形
而

上
学
」
一
般
の
挫
折
を
洞
察
さ
せ
る
に
至
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

端
的
に
述
べ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
事
実
性
」
概
念
と
は
、『
存
在
と
時

間
』
期
に
あ
っ
て
は－

フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
と
同
様
に－

そ
の
分
析
の
独
自
性
が
彼

の
（「
存
在
論
」
な
い
し
は
「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
と
し
て
の
）「
超
越
論
的
哲
学
」
の

構
想
の
独
自
性
の
核
心
部
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
現
存
在
の
形

而
上
学
」
期
以
降
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
、「
事
実
性
」
を
め
ぐ
る
考
察
を
通
じ
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
自
身
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
構
想
、
そ
し
て
「
形
而
上
学
」
一
般
の

挫
折
を
洞
察
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

３
．  「
反
省
の
限
界
」
と
し
て
の
事
実
性
―
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の

身
体
の
超
越
論
的
現
象
学
と
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」

前
節
ま
で
で
み
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
は
「
事
実
性
」

を
め
ぐ
る
大
枠
で
の
問
題
関
心
の
共
有
（
提
出
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
そ
の
も
の
の
共
有
で
は
な
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い
）
に
も
拘
ら
ず
、
最
終
的
に
は
「
超
越
論
的
哲
学
」
お
よ
び
こ
れ
が
「
基
礎
づ
け

る
」
べ
き
「
形
而
上
学
」
に
対
す
る
態
度
と
い
う
点
で
相
反
す
る
結
論
を
持
つ
も
の

で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
思
想
と
そ
の
緊
張
関
係
を
土
壌
と
し
て

展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象

学
》
に
お
け
る
「
事
実
性
」
を
め
ぐ
る
思
想
の
展
開
を
追
跡
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
節
で
は
、
ま
ず
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
に
代
表
さ
れ
る
《
ケ
ル
ン
学
派
》（
お
よ
び
そ

の
影
響
が
極
め
て
強
い
新
田
義
弘
）
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
形
而
上
学
の
挫
折
を
反

復
す
る
か
の
う
よ
う
な
軌
跡
を
み
せ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、そ
の
最
初
期
か
ら
一
貫
し
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

両
者
の
思
想
を
―
あ
く
ま
で
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
方
法
論
や
概
念
装
置
を
重
視
し

た
う
え
で
―
統
一
的
に
解
釈
、そ
の
展
開
を
試
み
る
と
い
う
仕
事
に
従
事
し
て
い
る⑲
。

彼
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
１
９
２
３
／
24
年
講
義
『
第
一
哲
学
』
第
二
部
を
扱
う
有
名

な
論
文
『
デ
カ
ル
ト
主
義
か
ら
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
離
反
』
に
お
い
て
、
同
講
義
で
模

索
さ
れ
た
（
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
に
よ
れ
ば
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
は
主
導
的
な
も
の
で
あ
っ

た
）
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
近
代
哲
学
的
な
主
観
性
概
念
と
こ
れ
を
前
提
と
す
る

よ
う
な
「
第
一
哲
学
」
の
近
代
哲
学
的
理
念
か
ら
の
事
実
上
の
「
離
反
」
を
し
て
「
無

歴
史
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
ス
ム
お
よ
び
近
代
理
性
主
義
の
完
成
形
態
と
し
て
の
超
越
論

的
主
観
主
義
の
挫
折
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
（
第
一
の
主
張
）、
同
時
に
、
こ

の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
離
反
」
を
念
頭
に
お
く
こ
と
で
、
は
じ
め
て
、

「
今
日
に
お
い
て
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
の
影
響
か
ら
自
明
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
《
形
而
上
学
の
終
わ
り
》」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
し
て
い
る
（
第
二
の
主
張
：L

an
dgrebe 1963, 165

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る

「
離
反
」
の
具
体
的
な
内
実
が
「
コ
ギ
ト
の
明
証
性
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
展
開
さ
れ
た

近
代
哲
学
に
お
け
る
主
観
性
概
念
か
ら
、
そ
の
明
証
性
が
内
含
す
る
無
限
の
「
超
越

論
的
経
験
」、す
な
わ
ち
「
地
平
意
識
」
と
し
て
の
「
超
越
論
的
主
観
性
」
概
念
へ
の

転
換
で
あ
る
と
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
が
解
釈
す
る
際
に
、「
事
実
性
」
と
い
う
表
題
の
下

で
扱
わ
れ
る
幾
つ
か
の
問
題
群
が
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
（181ff.

）、
こ
の
ふ
た
つ
の
主
張
の
理
由
が
明
ら
か
と
な
る
。

（
第
一
の
主
張
）
こ
こ
で
い
う
「
地
平
意
識
の
分
析
」
は
、
単
に
、
そ
の
「
地
平
が
持

つ
一
般
的
構
造
を
、
こ
れ
が
世
界
構
成
に
対
し
て
持
つ
意
味
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら

か
に
す
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「《
我
あ
り
》
が
も
つ
歴
史
的
地
平
、
す
な

わ
ち
、
西
洋
の
学
問
、
哲
学
、
そ
し
て
世
界
確
実
性
と
い
っ
た
地
平
へ
の
問
い
」、
要

す
る
に
、
特
に
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
生
活
世
界
」
と
呼
ぶ
問
題
群
の
解
明
を
要

求
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
世
界
を
そ
の
歴
史
的
事
実
性
か
ら
把
握
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
第
一
哲
学
』
の
着
想
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
な
し
た
の
と
同
型
的
な
「
無
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
ス
ム
と
し
て
の
超
越
論

的
主
観
主
義
」
か
ら
の
「
離
反
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（ebd.186

）⑳
。

（
第
二
の
主
張
）
フ
ッ
サ
ー
ル
が
右
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
性
に
規
定
さ
れ
た
「
世
界
」

と
「
世
界
構
成
の
能
作
」
の
あ
い
だ
の
「
廃
棄
し
得
な
い
相
関
性
」（
２
０
３
）
の
こ

と
を
「
超
越
論
的
主
観
性
と
い
う
絶
対
的
存
在
」
―
理
論
的
・
実
践
的
な
認
識
と
行

為
に
対
し
て
最
終
的
な
責
任
を
負
う
も
の
と
し
て
の
「
絶
対
的
存
在
」
―
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
哲
学
的
理
由
を
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
（
デ
カ
ル
ト
的
な
エ
ゴ
・
コ
ギ

ト
の
明
証
性
、
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
無
条
件
で
、
端
的
に
廃
棄
不
可
能
な
措
定
」

や
「
現
存
在
」
の
「
確
実
存
在
」
で
は
な
く
）
こ
の
「
相
関
性
」
が
「
現
象
学
的
反
省
」

を
通
じ
て
「
そ
れ
以
上
遡
及
的
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

d
as 

U
n

h
in

terfragbare

」
と
し
て
露
呈
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
意
味
で
、「
超
越
論
的
主
観
性
」

が
「
絶
対
的
な
事
実
」（「
原
事
実
」）
で
あ
る
点
に
求
め
て
い
る
。（L

an
dgrebe1982, 

105f.vgl.L
an

dgrebe 1963, 192ff.

）。
し
か
し
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
に
従
う
と
、
こ
の

よ
う
な
「
絶
対
的
存
在
」
と
し
て
の
「
超
越
論
的
主
観
性
」
は
、
そ
れ
を
は
じ
め
て

見
出
す
べ
き
「
現
象
学
的
反
省
」
を
遂
行
す
る
担
い
手
と
し
て
の
「
絶
対
的
な
責
任

と
正
当
化
へ
の
決
断
」
の
主
体
、
要
す
る
に
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
理
性
に
基
づ
く

「
自
由
な
主
観
」
―
「
自
身
の
責
任
へ
と
呼
び
促
さ
れ
、こ
の
呼
び
か
け
を
自
身
の
内
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面
か
ら
自
ら
の
も
の
で
あ
る
と
経
験
す
る
自
由
な
主
観
」
―
の
存
在
を
そ
も
そ
も
前

提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
説
明
項
が
被
説
明
項
を
前
提
と
す
る
議
論
は
循
環

に
陥
っ
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、
こ
の
よ
う
な
循
環
の

う
ち
に
あ
る
「
現
象
学
的
反
省
」
の
方
法
を
用
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、「
超

越
論
的
主
観
」
に
固
有
な
「
自
由
」
と
「
責
任
」
の
事
実
を
「
絶
対
的
存
在
」
と
し

て
正
当
化
す
る
方
途
が
原
理
的
に
塞
が
れ
て
い
る
と
す
る（L

an
dgrebe1963,196ff.

）。

そ
し
て
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
「
超
越
論
的
主
観
性
」、
そ
の
「
自
由
」
と
「
責
任
」

と
い
う
事
実
の
正
当
化
あ
る
い
は
基
礎
づ
け
の
挫
折
の
こ
と
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象

学
に
お
け
る
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、「
自
由
」
の
事
実
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と

の
挫
折
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
が
、

こ
の
限
り
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
自
由
」
が
「
根
拠
の
根
拠
」
と
し
て
の
「
深
淵
／

脱
根
拠
」
で
あ
る
と
い
う
洞
察
か
ら
出
発
し
て
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
を
主
張
す

る
こ
と
と
な
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
型
的
な
困
難
に
直
面
し
て
い
た
と
み
な
す
。
こ
れ

が
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
の
影
響
か
ら
自
明
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
《
形
而

上
学
の
終
わ
り
》」を
理
解
可
能
な
も
の
と
す
る
為
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
立
ち
返
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の
主
張
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
従
う
限
り
、「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
違
い

は
、
結
局
、
新
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」

を
「
彼
の
哲
学
の
主
題
と
し
て
自
覚
し
、
こ
れ
に
精
力
的
に
集
中
」
し
た
の
に
対
し

て
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
出
来
事
の
渦
中
に
身
を
引
き
裂
か
れ
」、
自
身
の
現
象
学

的
な「
分
析
の
成
果
」と
そ
の
形
而
上
学
的
あ
る
い
は
超
越
論
的
主
観
主
義
的
な「
自

己
解
釈
」
の
乖
離
を
主
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
（N

itta 1992, 75f.

）。

そ
れ
で
は
、「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
に
直
面
し
、
こ
れ
に
「
身
を
引
き
裂
か
れ
て

い
っ
た
」
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
（
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
と

し
て
も
）
前
段
階
と
し
て
描
き
出
す
と
い
う
目
的
―
要
す
る
に
純
粋
な
歴
史
的
関
心

―
の
た
め
だ
け
に
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、
生
涯
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
論
じ
続

け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
彼
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
を
確
認
す
る
こ
と
で
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
否
定
的
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
特
に
重
視

さ
れ
る
べ
き
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歴
史
性
、
特
に
身
体
性
の
分
析
に
彼
が
加
え
る
解

釈
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、
論
文
「
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
目

的
論
と
身
体
性
の
問
題
」（L

an
dgrebe1977

）
に
お
い
て
、フ
ッ
サ
ー
ル
の
事
実
性
の

形
而
上
学
に
お
け
る
最
重
要
主
題
で
あ
る
「
世
界
構
成
」
あ
る
い
は
「
理
性
の
目
的

論
」
の
正
当
化
―
《
な
ぜ
、
世
界
が
理
性
的
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
オ
ス

で
は
な
い
の
か
》
と
い
う
形
而
上
学
的
問
い
へ
の
解
答
―
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
キ
ネ

ス
テ
ー
ゼ
の
分
析
を
も
っ
て
行
お
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
論
証
は
、
次
の
よ
う
に
整

理
で
き
る
。
①
「
最
も
基
礎
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
基
礎
づ
け
る
活
動
の
様
式
と

は
感
覚
器
官
が
お
こ
な
う
目
的
従
事
的
な
活
動
で
あ
る
」（
79
）。
②
と
こ
ろ
で
、フ
ッ

サ
ー
ル
が
空
間
構
成
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
現
象
―
こ

れ
は
「
そ
れ
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
こ
と
を
自
覚
す
る
運
動
」（
80
）

と
さ
れ
る
―
を
、
こ
の
よ
う
な
「
最
も
基
礎
的
」
な
「
感
覚
器
官
が
お
こ
な
う
目
的

従
事
的
な
活
動
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
キ
ネ
ス
テ
ー

ゼ
現
象
が
、
単
な
る
物
体
の
運
動
と
い
う
自
然
現
象
で
は
な
く
、
身
体L

eib

と
物
的

身
体K

örp
er

の
差
異
に
基
づ
く
、
自
身
が
動
い
て
い
る
と
い
う
―
い
わ
ば
主
観
的

な
―
運
動
感
覚
の
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
運
動
が
少
な
く
と
も
カ
オ
ス
で
は
な
く
、

（
例
え
ば
、
何
ら
か
の
対
象
を
よ
く
見
る
為
に

4

4

4

4

4

4

頭
を
動
か
す
と
い
っ
たvgl. H

u
aIV, 58

）
合

目
的
性
あ
る
い
は
「
自
発
性S

pon
tan

eität

」（ebd.

）
を
有
す
る
限
り
で
、
こ
れ
は

基
礎
的
な
「
目
的
従
事
的
な
活
動
」
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
③
こ
の
よ
う

な
限
り
で
、「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
運
動

4

4

4

4

4

4

4

4

は
﹇
…
﹈
常
に
目
的
論
的
影
響
作
用

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
経
験

さ
れ
る
」（L

an
dgrebe 1977, 83

）
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、「
理
性
」
あ
る
い

は
「
世
界
構
成
の
目
的
論
」
が
、「
目
的
論
的
影
響
作
用
と
し
て
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
運
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動
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。
雑

に
述
べ
れ
ば
、
ラ
ン
ト

グ
レ
ー
ベ
は
、《
な
ぜ
、
世
界
が
理
性
的
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
オ
ス
で
は

な
い
の
か
》
と
い
う
形
而
上
学
的
問
い
に
対
し
て
、（
例
え
ば
、「
神
」
の
存
在
で
は
な

く
）
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
運
動
と
い
う
事
実

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
も
っ
て
答
え
る
の
で
あ
る
（
本
論
で
は
立
ち

入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、
基
本
的
に
は
同
種
の
作
業
仮
説
の
も
と

「
歴
史
性
」
に
関
す
る
分
析
に
従
事
し
て
い
るL

an
dgrebe 1982, 38ff., 102ff.

）。

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
着
想
は
、
弟
子
の
ヘ
ル
ト
の
「
生
き
生
き
し
た
現
在
」
や

「
超
越
論
的
間
主
観
性
」
の
分
析
、日
本
の
新
田
義
弘
に
お
け
る
「
超
越
論
的
媒
体
性

の
現
象
学
」
の
構
想
の
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
自
身
が
集
中
的
に
論
じ
た
身
体

性
や
歴
史
性
以
外
の
問
題
系
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

以
降
の
現
象
学
の
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
比
較
的

初
期
の
ヘ
ル
ト
の
著
作
は
「
超
越
論
的
自
我
の
存
在
様
式
」
を
「
世
界
構
成
の
目
的

論
」
を
基
礎
づ
け
る
「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」
や
「
超
越
論
的
間
主
観
性
」
の
事

実
性
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
（H

eld 1966, ders.1972

）、新

田
は
、
両
者
の
議
論
を
受
け
て
「
志
向
性
」
が
持
つ
多
様
な
「
差
異
化
の
機
能
」、
特

に
そ
の
「
世
界
構
成
」
に
お
け
る
「
真
理
確
証
機
能
と
し
て
の
明
証
」
が
持
つ
「
目

的
論
的
構
造
」
の
根
源
と
し
て
「
時
間
性
」、「
間
主
観
性
」、
そ
し
て
「
身
体
性
」
と

い
う
三
つ
の
主
題
群
を
そ
の
事
実
性
と
い
う
観
点
か
ら
現
象
学
的
に
分
析
、
こ
れ
に

帰
属
す
る
「
超
越
論
的
機
能
」
の
こ
と
を
世
界
構
成
が
非
主
題
的
に
依
拠
し
、
こ
れ

を
可
能
な
も
の
と
す
る
「
超
越
論
的
媒
体
性
」
と
呼
ん
で
い
る
（N

itta 2001, ders. 

2003

）。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
、
後
期
思
想
を
中
心
と
し
た
フ
ッ
サ
ー

ル
解
釈
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

他
方
で
、右
の
よ
う
な
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の
「
事
実
性
」
概
念
に
基
づ
く
構
想
は
、

彼
自
身
が
暗
に
掲
げ
る
哲
学
的
要
求
に
対
し
て
根
本
的
に
は
無
力
で
あ
る
よ
う
に
み

え
る
。
彼
に
従
う
と
、「
反
省
の
限
界
」
に
直
面
す
る
「
超
越
論
的
現
象
学
」
は
、
事

実
性
の
「
構
成
分
析
」
で
は
な
く
（
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
）「
解
釈
学
」
と
し
て
の
み

展
開
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
（L

an
dgrebe1982, 110, 116

）、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
運
動

を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
事
実
性
」
と
す
る
場
合
、《
な
ぜ
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
運
動

に
お
い
て
目
的
論
や
自
由
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
カ
オ
ス
で
は
な
い
の
か
？
》

と
い
う
（
本
来
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の
議
論
が
応
答
す
べ
き
）
形
而
上
学
的
問
い
に
対
し

て
、
再
び
、
理
性
的
主
体
の
自
由
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
現
象
学
的
な
「
反
省
の
限
界
」

を
理
由
に
挙
げ
る
こ
と
と
な
る
。
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、身
体
性
等
の
観
点
か
ら「
現

象
学
的
反
省
」
に
と
っ
て
「
そ
れ
以
上
遡
及
的
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
のd

as 

U
n

h
in

terfragbare

」
あ
る
い
は
「
遡
及
不
可
能
性U

n
h

in
tergeh

barkeit

」
と

い
う
意
味
で
の
「
超
越
論
的
な
事
実
」
と
し
て
理
性
と
世
界
構
成
の
目
的
論
を
承
認

す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
戦
略
が
「
事
実
」
を
「
超
越
論
的
な

事
実
」
と
し
て
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
充
分
で
あ
る
の
か
、
む
し
ろ
、「
反
省
の
限

界
」
を
盾
に
（
更
な
る
哲
学
的
考
察
を
放
棄
し
て
）「
事
実
性
」
と
い
う
名
の
単
な
る
《
ド

グ
マ
》
を
事
後
承
認
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
控
え
め
に
言
っ
て
開

か
れ
た
問
い
で
あ
ろ
う㉑
。
根
本
的
に
は
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
の
現
象
学
的
構
想
は
、

内
在
的
な
理
由
か
ら
、彼
自
身
が
解
釈
す
る
限
り
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
じ
「
挫
折
」

を
再
び
経
験
、
反
復
す
る
も
の
な
の
で
あ
る㉒
。

４
．  

世
界
の
事
実
的
必
然
性
―
フ
ィ
ン
ク
、テ
ン
ゲ
ィ
と
現
象
学

的
形
而
上
学
の
構
想

前
節
ま
で
で
み
た
よ
う
に
、
現
象
学
運
動
の
歴
史
に
お
い
て
「
事
実
性
」
と
い
う

概
念
は
現
象
学
が
扱
っ
て
き
た
単
な
る
一
主
題
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、「
形
而
上

学
」
そ
の
も
の
の
理
念
、
よ
っ
て
、
そ
の
「
基
礎
づ
け
」
に
従
事
す
る
「
超
越
論
的

哲
学
」
の
理
念
を
刷
新
し
、
ま
た
時
に
疑
問
に
付
す
と
い
う
決
定
的
な
役
割
を
演
じ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
る
こ

と
に
よ
っ
て
（
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
書
き
残
さ
れ
た
思
想
と
し
て
は
体
系
的
な
ま
と
ま
り
を
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欠
い
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
）「
事
実
性
」
の
分
析
と
成
果
を
核
に
据
え
る
後
期

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
哲
学
に
つ
い
て
の
広
く
影
響
力
を
も
っ
た
解
釈
を
提
供
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
点
に
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
現
象
学
者
た
ち
の

功
績
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
肝
心
の
「
超
越
論
的
事
実
性
」
が

「
反
省
の
限
界
」
と
し
て
事
後
的
に
承
認
さ
れ
る
に
留
ま
る
限
り
で
、ラ
ン
ト
グ
レ
ー

ベ
ら
の
思
想
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
そ
の
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
と
い
う
哲
学

史
観
を
操
作
的
に
援
用
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」
と
い
う

着
想
を
む
し
ろ
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
根
本
的
な
哲
学
史
観
や
哲
学
の
現
状
認
識
に
関
わ

る
問
題
に
対
し
て
安
易
な
診
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
論
が
扱
う

《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

や
暗
に
そ
の
基
本
的
な
洞
察
を
受
け
継
い
だ
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
と
は
異
な
る
仕
方
で

「
形
而
上
学
」の
歴
史
を
理
解
す
る
現
象
学
者
た
ち
が
い
た
と
い
う
事
実
は
無
視
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
と
は
異
な
る
仕
方
で
フ
ッ

サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
の
統
合
と
展
開
が
図
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
フ
ィ
ン
ク
に
お
け
る
「
世
界
忘
却

W
eltvergessen

h
eit

と
し
て
の
形
而
上
学
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
置
さ
れ
る

形
而
上
学
史
観
を
予
め
確
認
し
た
う
え
で
、
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
の
構

想
を
独
自
に
引
き
継
ぎ
、
そ
の
展
開
に
従
事
し
た
テ
ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形
而
上

学
」
の
内
実
を
ご
く
簡
潔
に
提
示
す
る
も
の
と
し
た
い
。

（
フ
ィ
ン
ク
と
形
而
上
学
の
「
世
界
忘
却
」
へ
の
批
判
）
フ
ィ
ン
ク
の
思
想
は
、後
期
フ
ッ

サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に
強
い
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
独
自

性
は
彼
固
有
の
「
世
界
」
概
念
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
特
に
彼
が
生
涯
に

わ
た
っ
て
取
り
組
ん
だ
「
宇
宙
論
的
カ
ン
ト
解
釈
」（
＝
超
越
論
的
弁
証
論
、
特
に
ア
ン

チ
ノ
ミ
ー
を
重
視
す
る
カ
ン
ト
解
釈
）を
手
引
き
と
す
る
こ
と
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、カ
ン
ト
自
身
が
「
純
粋
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
こ
そ
が
﹇『
純
粋
理

性
批
判
』
全
体
の
要
を
成
す
﹈
私
の
出
発
点
」（A

A
 X

II, 257

）
で
あ
る
と
強
く
主
張

し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ン
ク
は
「
形
而
上
学
者
カ
ン
ト
」
の
「
超
越
論
的
ア

ン
チ
ノ
ミ
ー
」
の
議
論
は
、
理
性
推
論
に
依
拠
す
る
独
断
的
形
而
上
学
と
し
て
の
合

理
的
宇
宙
論
へ
の
破
産
宣
告
と
い
う
「
消
極
的
成
果
」
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、

フ
ィ
ン
ク
自
身
が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
新
た
な
形
而
上
学
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
「
存

在
の
宇
宙
論
的
地
平
」
を
哲
学
史
上
は
じ
め
て
切
り
拓
く
と
い
う
「
積
極
的
意
義
」

を
持
つ
も
の
だ
と
し
て
い
る
（Z

-X
X

 7a u
n

d O
H

-III 2-4, qu
oted in

: B
ru

zin
a 2006, 

205

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
の
形
而
上
学
の
歴
史
と
は
、「
存
在
の

宇
宙
論
的
地
平
」
が
見
逃
さ
れ
て
き
た
「
世
界
忘
却
」
の
歴
史
な
の
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
逃
れ
る
方
途
を
は
じ
め
て
示
唆
し
た
の
が
「
形
而
上
学
カ
ン
ト
」
な
の
で
あ
る

（vgl. F
in

k1990

）。
フ
ィ
ン
ク
が
「
存
在
の
宇
宙
論
的
地
平
」
に
こ
の
よ
う
に
大
き
な

意
義
を
認
め
る
根
本
的
理
由
は
、
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
存
在
論
的
差
異
」

そ
の
も
の
を
可
能
化
し
、
よ
っ
て
、
こ
れ
に
基
づ
く
「
形
而
上
学
」
全
体
を
可
能
な

も
の
と
す
る
根
源
的
次
元
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、ど
の
よ
う
な
限
り
で
「
存
在
の
宇
宙
論
的
地
平
」
と
し
て
の
「
世
界
」

は
「
存
在
論
的
差
異
」
を
可
能
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ン
ク
は
、「
世

界
」の
こ
と
を「
存
在
と
仮
象
の
変
転
地
平A

ltern
ation

sh
orizon

t von
 S

ein
 u

n
d 

S
ch

ein

」（H
u

a D
okII/2, 91

）
と
呼
び
、
こ
の
「
変
転
地
平
」
の
こ
と
を
、
そ
の
う

ち
で
、
そ
し
て
そ
の
う
ち
で
の
み
存
在
者
が
、
そ
の
都
度
の
様
相
と
い
う
観
点
―

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

例

え
ば
、「
存
在
／
仮
象
」、「
真
／
偽
」
等
―
か
ら
し
て
、
ま
さ
に
存
在
者
と
し
て

4

4

4

現
出

し
得
る
地
平
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
そ
れ
が
単
に
存
在
者

で
あ
る
限
り
で
、
そ
の
都
度
問
題
と
な
る
様
相
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
得
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
―
と
い
う
の
も
、そ
れ
が
存
在
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、

存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
《
存
在
者
》
で
は
な
く
、《
カ
オ

4

4

ス4

》
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
―
こ
の
限
り
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
、
例
え
ば
、

そ
れ
が
存
在
す
る
の
か

4

4en
tw

ed
er

、
そ
れ
と
も

4

4

4

4od
er

存
在
し
な
い
（「
仮
象
」
で
あ
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る
）
の
か
と
い
っ
た
《
規
範
》
に
服
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ン
ク
に
と
っ

て
、
こ
の
《
規
範
》
の
根
源
こ
そ
が
、「
変
転
地
平
」
と
し
て
の
「
世
界
」、
よ
り
正

確
に
は
「
世
界
現
実
性W

eltw
irk

lich
k

eit

」
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
世
界
」

が
現
実
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
《
規
範
》
も
ま
た
現
実
的
な
拘
束

力
を
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら㉓
―
例
え
ば
、
真
理
は
世
界
に
つ
い
て
の
正
し
い
記

述
で
あ
り
、偽
は
、世
界
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
記
述
で
あ
る
限
り
で
、真
／
偽
は
「
世

界
」の
現
実
存
在
を
前
提
と
す
る
―
、「
世
界
の
現
実
性
は
現
実
的
な
事
物w

irklich
e 

D
in

ge

に
先
ん
じ
る
」（F

in
k1985, 105, vgl. F

in
k1959, 198ff. 2008, 65, Ikeda. Y. 

2019a.

）（
こ
の
限
り
で「
宇
宙
論
的
差
異

4

4

4

4

4

4

」は4

「
存
在
論
的
差
異

4

4

4

4

4

4

」に
先
行
す
る

4

4

4

4

4

（vgl. Ikeda.

Y. 2019b. 21f.

））。
別
様
に
述
べ
る
な
ら
、
フ
ィ
ン
ク
は
《
な
ぜ
、
何
も
の
か
が
存
在

す
る
の
か
？
》
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
問
い
に
対
し
て
、《
そ
も
そ
も
世
界
（「
世

界
現
実
性
」）
が
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
》
と
答
え
る
と
同
時
に
（vgl. F

in
k 

1959, 237

）、《
な
ぜ
、
世
界
が
存
在
す
る
の
か
？
》
と
い
う
更
な
る
問
い
に
は
、《
仮4

に4

存
在
者
が
存
在
す
る
な
ら
ば

4

4

4

（
仮
に
カ
オ
ス
で
な
い
な
ら
ば
）、世
界
（
コ
ス
モ
ス
）
は

必
然
的

4

4

4

に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
》（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、「
存
在
す
る
／
存

在
し
な
い
」
と
い
っ
た
様
相
判
断
が
意
味
を
な
さ
な
い
）、
要
す
る
に
、「
世
界
」
の
存
在

の
仮
言
的
必
然
性

4

4

4

4

4

4

を
主
張
す
る
（211ff.

）。
そ
し
て
、こ
の
仮
定
そ
の
も
の
が
事
実
的

4

4

4

に
妥
当
す
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い－

フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
う
考
え
る
よ
う
に
、「
世
界
無

化
」
は
思
考
可
能
な
着
想
で
あ
る
の
だ
か
ら
（H

u
a III/1, 103ff.

）－

の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
仮
定
そ
の
も
の
が
与
え
ら
れ
た
際
に
必
然
的
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る

vorgegeben

筈
の
「
世
界

4

4

」
も
ま
た

4

4

4

、事
実
的

4

4

4

（
あ
る
い
は
偶
然
的

4

4

4

）
に
与
え
ら
れ
て

4

4

4

4

4

4

い
る
に
過
ぎ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

。
い
わ
ば
、「
世
界
」
は
《
何
故
無
し
》（
事
実
的
・
偶
然
的
）
に
（
あ

る
い
は
、《
理
由
／
根
拠G

ru
n

d

な
き
遊
びS

p
iel

》
と
し
て
）
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、

「
存
在
者
が
あ
る
／
な
い
」と
い
っ
た
様
相
命
題
が
有
意
味
に
言
明
さ
れ
得
る
限
り
で

必
然
的

4

4

4

に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ン
ク
の
根
本
主
張
を

《
世
界
の
事
実
的
必
然
性

4

4

4

4

4

4

》
テ
ー
ゼ
と
呼
ぶ
も
の
と
し
た
い㉔
。

端
的
に
ま
と
め
る
と
、
本
論
の
文
脈
で
の
フ
ィ
ン
ク
の
功
績
と
は
、
形
而
上
学
の

歴
史
の
こ
と
を
「
存
在
論
的
差
異
」
の
根
源
で
あ
る
《
理
由
な
き
遊
び
と
し
て
の
世

界
現
実
性
》
と
そ
の
拘
束
力
の
忘
却
の
歴
史
―
す
な
わ
ち
「
世
界
忘
却
」
の
歴
史
―

と
み
な
す
限
り
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
異
な
る
形
而
上
学
史
の
理
解
を
提
出
、
右
に
み

た
よ
う
な
《
世
界
の
事
実
的
必
然
性
》
と
い
う
（「
世
界
の
存
在
」
を
め
ぐ
る
限
り
で
、

普
通
の
意
味
で
）
形
而
上
学
的
な
テ
ー
ゼ
の
正
当
化
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
抗
し
て
、「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
以
降
の
形
而
上
学
の
可
能
性
を
現
象

学
の
伝
統
の
な
か
か
ら
示
唆
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
後
期
フ
ィ
ン
ク

思
想
が
、
同
時
に
主
に
「
主
観
性
の
形
而
上
学
」
と
い
っ
た
表
現
で
形
而
上
学
批
判

を
執
拗
に
お
こ
な
い
―
「
形
而
上
学
者
カ
ン
ト
」
で
さ
え
も
「
主
観
主
義
の
袋
小
路
」

を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（F

in
k 1990, 140, vgl. Ik

ed
a 2019a, 

2020

）
―
、
あ
る
面
で
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
同
調
し
て
い
る
か
の
よ
う
み
え
る

事
実
が
、
こ
こ
で
論
じ
た
事
情
を
見
通
し
に
く
く
さ
せ
て
い
た
点
を
看
過
し
て
は
な

ら
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（vgl. T

akeu
ch

i 2010

）。

（
テ
ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」）
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
の
《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・

ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
を
代
表
す
る
現
象
学
者
で
あ
る
ラ
ス
ロ
・
テ

ン
ゲ
ィ
は
―
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
に
代
表
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
の
伝
統
に
反
し
て

―
極
め
て
明
確
か
つ
自
覚
的
な
仕
方
で
現
象
学
に
お
け
る
「
形
而
上
学
」
の
復
権
を

唱
え
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
特
種
現
象
学
的
な
「
現
象
学

的
形
而
上
学
」
の
構
想
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
は
、遺
著
『
世
界
と
無
限
』（T

en
gelyi 

2014a

）
に
お
い
て
（
第
一
節
で
確
認
し
た
）「
偶
然
的
事
実
性
」（H

u
a I, 181

）
を
扱
う

と
さ
れ
る
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
形
而
上
学
の
着
想
を
独
自
に
継
承
、
展
開
す
る
こ
と

を
宣
言
し
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
を
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
の
一
頁
と
し
て

解
釈
す
る
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
や
新
田
と
は
明
確
に
異
な
る
ス
タ
ン
ス
を
打
ち
出
す
の

で
あ
る
。
テ
ン
ゲ
ィ
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
明
確
な
《
形
而
上
学
へ
の
回
帰
》
と

い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
ら
し
め
た
要
因
は
、
例
え
ば
、
分
析
哲
学
に
お
い
て
一
九
七
〇
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年
代
以
降
顕
著
な
形
而
上
学
の
復
権
と
い
う
（
そ
れ
自
身
と
し
て
は
重
要
で
あ
る
が
、現

象
学
運
動
に
内
在
的
な
も
の
で
は
な
い
）
現
代
哲
学
の
動
向
等
だ
け
で
は
説
明
で
き
な

い
。
近
年
の
《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク－

ケ
ル
ン－

ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
に
お
け
る

形
而
上
学
へ
の
関
心
は
、
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
神

論
と
し
て
の
形
而
上
学
」
と
い
う
形
而
上
学
史
観
が
現
象
学
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ

論
者
達
に
よ
っ
て
、
主
に
哲
学
史
的
観
点
か
ら
疑
問
に
付
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
背
景

と
し
て
生
じ
た
気
運
で
あ
る
と
い
え
る
（vgl. T

en
gelyi 2014a, 13ff.

）。
そ
し
て
、
そ

の
際
に
テ
ン
ゲ
ィ
の
構
想
が
掲
げ
る
根
本
的
な
要
求
は
―
フ
ィ
ン
ク
の
場
合
と
同
じ

く
―
伝
統
的
な
形
而
上
学
が
陥
っ
て
き
た
「
世
界
忘
却
」
の
克
服
と
い
う
課
題
な
の

で
あ
る㉕
。
テ
ン
ゲ
ィ
が
「
世
界
忘
却
」
か
ら
の
脱
却
の
可
能
性
を
は
じ
め
て
示
唆
し

た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
と
極
め
て
高
く
評
価
し
つ
つ
も
（T

en
gelyi2014a, 303ff.

）、

「
世
界
経
験
」
を
「
統
覚
の
統
一
」
に
基
づ
く
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
」
に
基
礎
づ
け

る
カ
ン
ト
の
（
い
わ
ば
「
超
越
論
的
主
観
主
義
」
的
な
）
思
想
を
拒
絶
、「
世
界
現
実
性
」

の
「
先
所
与
性V

orgegeben
h

eit

」
の
根
源
性
を
説
く
限
り
で
（396.

）、
彼
の
基
本

的
な
哲
学
的
ス
タ
ン
ス
は
驚
く
ほ
ど
フ
ィ
ン
ク
に
近
い
も
の
で
あ
る
。テ
ン
ゲ
ィ
は
、

一
方
で
、
形
而
上
学
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
存
在
神
論
と
し
て
の
形
而
上
学
」
批

判
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
は
汲
み
尽
さ
れ
な
い
可
能
性
を
「
世
界
」
と
い
う
表
題
の

も
と
問
う
こ
と
が
で
き
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
「
世
界
」
を
め
ぐ
る
形
而
上
学
を

可
能
と
す
る
の
は
現
象
学
と
い
う
哲
学
の
伝
統
に
他
な
ら
な
い
と
み
な
す
。
こ
の
限

り
で
、
テ
ン
デ
ィ
は
事
実
上
、
フ
ィ
ン
ク
的
な
戦
略
を
大
枠
で
引
き
継
い
だ
現
象
学

者
な
の
で
あ
る㉖
。

現
象
学
運
動
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
テ
ン
ゲ
ィ
の
独
自
性
は
、（
当

然
で
は
あ
る
が
）
そ
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
構
想
の
具
体
的
内
実
を
確
認
す
る

こ
と
で
明
確
と
な
る
。
彼
の
構
想
の
最
大
の
特
徴
は
、「
時
間
・
空
間
」、「
因
果
性
」、

「
自
由
」
や
「
現
実
性
／
可
能
性
」（
※
様
相
）
と
い
っ
た
伝
統
的
な
形
而
上
学
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
、「
世
界
経
験W

elterfah
ru

n
g

」
の
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
「
経
験
カ

テ
ゴ
リ
ーE

xperien
zialien

」
へ
と
現
象
学
的
に
鍛
え
直
そ
う
と
す
る
点
に
あ
る㉗
。

こ
こ
で
い
う
「
経
験
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
解
明
作
業
と
は
、「
世
界
経
験
」
に
内
在
的
な

「
原
事
実
」
の
現
象
学
的
分
析
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、テ
ン
ゲ
ィ
は
こ

の
作
業
を
大
ま
か
に
二
つ
の
段
階
に
わ
け
て
遂
行
し
て
い
る
。

第
一
段
階
と
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
（
い
わ
ば
、
自
身
の
構
想
の
直
接
的
な
源
泉
を
明
示

す
る
目
的
か
ら
）、
主
に
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
形
而
上
学
」
を
、「
原
事
実

の
形
而
上
学
」
と
し
て
独
自
に
解
釈
、
そ
の
体
系
的
な
発
展
的
再
構
成
を
お
こ
な
っ

て
い
る㉘
。
そ
の
要
点
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
そ
の
「
事
実
の
必
然
性
」
を
強
調
し

た
「
自
我
」
だ
け
で
な
く
、「
世
界
所
持W

elth
abe

」（
あ
る
い
は
端
的
に
「
世
界
の
現

実
存
在
」）、「
間
主
観
性
」
お
よ
び
（
既
に
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
が
主
題
的
に
論
じ
て
い
た
）

「
歴
史
の
目
的
論
」
と
い
う
四
つ
の
主
題
群
を
「
原
事
実
」
と
み
な
し
―
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
四
つ
の
主
題
群
に
「
経
験
的
必
然
性
」
を
認
め
―
そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
が

「
世
界
経
験
」
を
可
能
な
も
の
と
す
る
形
而
上
学
的
な
事
実
（「
超
越
論
的
な
事
実
」）
で

あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
（184ff.

）。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
「
原
事
実
」
の
領
域
の
拡

大
の
正
当
性
は
（「
反
省
の
限
界
」
を
通
じ
た
消
極
的
な
追
認
で
は
な
く
！
）
そ
れ
ぞ
れ
の

現
象
の
存
在
に
は
「
遂
行
性

4

4

4P
erform

ativität

」（
そ
の
否
定
が

4

4

4

4

4

「
遂
行
矛
盾

4

4

4

4

」
に
陥
る

4

4

4

よ
う
な

4

4

4

「
遂
行
性

4

4

4

」）
が
伴
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
（
１
９
０
）。
言
い
換
え
れ
ば
、テ

ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
が
、
ま
さ
に
特
種
「
現
象
学
的
」
な
も
の
で
あ

る
と
主
張
で
き
る
理
由
は
、例
え
ば
カ
ン
ト
の
い
う
「
魂
」、「
世
界
」、「
神
」
と
い
っ

た
「
特
殊
形
而
上
学
」
の
主
題
群
を
「
超
越
論
的
事
実
」
と
し
て
の
「
原
事
実
」
と

い
う
特
種
現
象
学
的
主
題
群
の
分
析
へ
と
置
き
換
え
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
更
に
付

言
す
れ
ば
、
テ
ン
ゲ
ィ
が
右
記
の
四
つ
の
主
題
群
を
包
括
す
る
主
題
と
し
て
「
現
出

す
る
こ
と
」
そ
の
も
の
の
「
原
事
実
」
を
論
じ
て
い
る
限
り
で
、彼
の
構
想
は
①
レ
ー

マ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
降
の
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
」

の
探
求
と
し
て
の
形
而
上
学
と
い
う
理
念
を
、「
現
出
す
る
こ
と
の
原
事
実
」
の
解
明

と
し
て
の
「
形
而
上
学
」
と
い
う
、
ま
さ
に
現
象
学
的
な
形
而
上
学
の
理
念
に
よ
っ
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て
置
き
換
え
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
り
（R

öm
er 2016, 123

）、ま
た
、②
テ
ン
ゲ
ィ

自
身
が
再
三
強
調
す
る
よ
う
に
、「
原
事
実
」
の
現
象
学
的
分
析
に
よ
っ
て
「
思
弁
的

冒
険
と
し
て
の
第
一
原
因
の
探
求
」
と
い
う
多
く
の
伝
統
的
な
形
而
上
学
を
支
配
し

て
き
た
主
導
理
念
（
当
然
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
神
論
」
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
）
と
明
確
に
縁
を
切
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（T

en
gelyi 2014a, 187f., 

337ff. 549ff.u
sf.

）。
こ
の
よ
う
に
（
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
「
自
我
」
が
主
な
も
の
と
さ

れ
て
い
た
）「
原
事
実
」
の
領
域
を
体
系
的
に
拡
大
し
、
そ
の
「
超
越
論
的
」
機
能
へ

の
着
目
す
る
こ
と
で
特
種
現
象
学
的
な「
形
而
上
学
」を
展
開
す
る
と
い
う
テ
ン
ゲ
ィ

の
方
針
は
、
前
節
で
確
認
し
た
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
や
新
田
と
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
と
そ

の
発
展
的
展
開
に
際
し
て
の
基
本
戦
略
を
共
有
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
「
形
而
上
学
」

の
問
題
領
域
へ
と
拡
大
す
る
限
り
で
彼
ら
の
哲
学
お
よ
び
哲
学
史
観
と
袂
を
分
か
つ

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
理
念
の
具
体
的
な
展
開
に
着
手
す
る
第

二
段
階
と
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
既
に
示
唆
し
た
よ
う
に
「
原
事
実
」
の
分
析
を
通

じ
て
伝
統
的
な
形
而
上
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
経
験
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
鍛
え
直

し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
そ
の
具
体
例
を
全
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
一

例
と
し
て
、
テ
ン
ゲ
ィ
が
、
伝
統
的
―
そ
の
際
、
特
に
カ
ン
ト
が
念
頭
に
置
か
れ
る

―
自
由
概
念
を
ど
の
よ
う
に
「
経
験
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
自
由
概
念
に
よ
っ
て

置
き
換
え
て
い
る
の
か
を
簡
潔
に
確
認
す
る
に
留
め
る㉙
。

テ
ン
ゲ
ィ
が
、
議
論
の
出
発
点
と
し
て
着
目
す
る
の
は
、「
意
図
に
基
づ
く
行
為
」

が
し
ば
し
ば
「
意
図
せ
ぬ
結
果
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
―
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
劇
的
に

示
す
よ
う
に
―
古
来
馴
染
み
の
現
象
的
事
実
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
行
為
と
は

〔
…
〕passio

で
あ
り
か
つactio

で
あ
る
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
（367ff.

）。
言
い

換
え
れ
ば
、
テ
ン
ゲ
ィ
に
お
け
る
「
経
験
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
の
自
由
概
念
の
考

察
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
先
に
示
唆
し
た
原
事
実
の
四
つ
の
類
型
―
こ
こ
で
は
特

に
、「
世
界
所
持
」
と
「
間
主
観
性
」
の
原
事
実
―
の
分
析
を
通
じ
て
理
解
可
能
な
も

の
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
該
博
な
哲
学
史
の
知
識
に
基

づ
い
て
、
特
に
、
カ
ン
ト
の
「
自
発
性
と
自
然
の
因
果
性
が
並
立
す
る
と
い
う
両
立

論
的
確
信
」
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
ら
に
よ

る
カ
ン
ト
解
釈
と
カ
ン
ト
批
判
を
概
観
（369ff.

）、
特
に
ハ
ル
ト
マ
ン
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
議
論
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、自
由
と
自
然
の
因
果
性
の
「
二
世
界
論
」
を
退
け
、

「
ひ
と
つ
の

4

4

4

4

世
界
の
う
ち
で
〔
自
由
と
自
然
の
因
果
性
と
い
う
〕
二
つ
の
規
定
性
の
タ

イ
プ
を
把
握
」
す
る
点
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
（
３
７
４
）。
と
い
う
の
は
、

テ
ン
ゲ
ィ
は
「
世
界
所
持
（
世
界
の
現
実
存
在
）」
と
い
う
形
而
上
学
的
原
事
実
が
「
経

験
の
統
一
性
傾
向E

in
stim

m
igkeitsten

den
zen

 der E
rfah

ru
n

g

」
を
条
件
づ

け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
（
よ
っ
て
、
こ
れ
は
「
経
験
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
ひ
と
つ

で
あ
る
（321ff.

））、一
般
に
「
統
一
性
へ
の
傾
向
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
〔
…
〕
対

立
が
生
じ
る
」（
３
７
５
）
と
い
え
る
限
り
で
、ハ
ル
ト
マ
ン
の
テ
ー
ゼ
は
（
そ
の
意
図

は
別
と
し
て
）「
自
由
と
自
然
の
因
果
性
の
対
立

4

4

」
を
「
世
界
経
験
」
に
固
有
な
「
統4

一
性

4

4

の
傾
向
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
テ
ン
ゲ
ィ
の
テ
ー
ゼ
と
（
形
式
的

に
）
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
と
自
然
の
因
果
性
の
「
対
立
」
は
、「
理
性
的
存

在
」（
カ
ン
ト
）
と
「
自
然
」
と
い
う
存
在
論
的
・
形
而
上
学
的
に
全
く
異
な
る
領
域

の
対
立
な
の
で
は
な
く
、
同
一
か
つ
唯
一
の
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
世
界
、「
経
験

の
統
一
性
傾
向
」
を
可
能
と
す
る
原
事
実
と
し
て
の
世
界
の
な
か
で
し
ば
し
ば
生
じ

る
経
験
そ
の
も
の
の
不
調
和

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

―
そ
の
端
的
な
例
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
で
あ
っ
た
―
な
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
同
時
に
テ
ン
ゲ
ィ
は
、
こ
れ
ら
の
論
者
に
お
い
て
「
当
為
に

よ
る
規
定
性S

ollen
sdeterm

in
ation

が
自
然
の
因
果
性
と
並
行
す
る
も
の

4

4

4

4

4

4

」と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
点
、「
当
為
に
よ
る
規
定
性
を
、
意
志
を
《
避
け
よ
う
も
な
く
》

規
定
す
る
強
い
法
則
的
過
程
」
と
み
な
す
点
に
難
点
が
あ
る
と
し
て
い
る
（379f.

）。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
批
判
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
ら
の
所
見
が
世
界
経
験

を
条
件
づ
け
る
も
う
ひ
と
つ
の
原
事
実
と
し
て
の
「
間
主
観
性
」
と
い
う
観
点
を
救

い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
点
―
そ
う
で
あ
る
の
で
、
自
身
の
現
象
学
的
形
而
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実
性
、
超
越
論
的
現
象
学
と
形
而
上
学
の
問
題
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上
学
の
構
想
に
と
っ
て
不
十
分
な
着
想
で
あ
る
点
―
に
む
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ン
ゲ
ィ
は
（
こ
こ
で
は
、
特
に
自
身
の
現
象
学
的
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
解

釈
に
基
づ
い
て
）「
自
由
」
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
「
当
為
」、あ
る
い
は
そ
の
源
泉
を
、

む
し
ろ
、
間
主
観
的
な
経
験
と
し
て
の
「
要
求A

n
spru

ch

」（
あ
る
い
は
「
呼
び
か
け

A
n

ru
f/appel

」）
の
現
象
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
要
求
」
と
い
う

現
象
は
、
一
方
で
、
そ
れ
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
当
事
者
に
否
応
な
く
「
応
答
」
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
か
は
そ
の
当
事
者
に
委
ね

ら
れ
、
要
す
る
に
「
自
由
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
ま
っ
た
く
応
答
し
な
い

4

4

4

こ

と
も
ひ
と
つ
の

4

4

4

4

応
答
」
と
い
え
る
が
、
こ
の
点
に
自
然
の
因
果
性
と
の
決
定
的
な
違

い
が
認
め
ら
れ
る
（380f.

）。「
行
為
の
遊
動
空
間
と
は
〔
…
〕
開
け
た
選
択
肢
の
空

間
な
の
で
あ
り
」、こ
の
よ
う
な
遊
動
空
間
が
―
自
然
の
遊
動
空
間
と
は
異
な
り
―
し

ば
し
ば
「
同
時
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
要
求
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
対
立
」
を
内
包
す
る

も
の
で
あ
る
限
り
で
、「
現
象
学
的
形
而
上
学
的
」
に
定
義
さ
れ
る
「
自
由
」
と
は
、

「
賛
成
／
反
対
の
自
由F

reih
eit des F

ü
r u

n
d W

ider
」（
こ
れ
自
身
は
ハ
ル
ト
マ
ン

の
表
現
で
あ
る
）
な
の
で
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
「
同
時
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
要
求
が
抱

え
る
対
立
へ
と
態
度
を
取
る
能
力
」、「
応
答
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
能
力
の

こ
と
な
の
で
あ
る
（
３
８
１
）。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
お
け
る
「
あ

ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
が
固
有
な
も
の
と
し
て
持
つ
因
果
性
」（
カ
ン
ト
）
と
し
て
の

「
意
志
」
に
基
づ
く
自
由
概
念
が
、人
間
に
固
有
な
「
理
性
」
と
い
う
能
力
に
よ
っ
て

定
義
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
（
そ
し
て
、
こ
の
着
想
は
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
に
従
う
な
ら
、

「
反
省
の
限
界
」
と
い
う
形
で
自
由
そ
の
も
の
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
る
難
問
に
直
面
す
る
こ
と

と
な
る
）、テ
ン
ゲ
ィ
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
に
お
い
て
は
「
世
界
所
持
」
と
「
間

主
観
性
」
と
い
う
原
事
実
に
よ
っ
て
同
時
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
能
力
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
構
想
は
「
原
事
実
」
の
領
域
の
拡
大
と
い
う
ラ
ン
ト

グ
レ
ー
ベ
ら
《
ケ
ル
ン
学
派
》
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
の
成
果
を
継
承
し
つ
つ
も
、
そ

の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
由
来
す
る
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
と
い
う
哲
学
・
形
而
上
学
史

観
を
拒
絶
、
む
し
ろ
、
フ
ィ
ン
ク
の
い
う
「
世
界
忘
却
」
の
克
服
と
い
う
問
題
意
識

に
基
づ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
や
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
期
の
頃
ま
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
主
導
理
念
を
独
自
に
反
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
限
り
で
、

テ
ン
ゲ
ィ
は
極
め
て
自
覚
的
な
仕
方
で
、《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー

タ
ー
ル
現
象
学
》
の
伝
統
に
お
け
る
様
々
な
―
時
に
対
立
す
る
―
着
想
の
《
総
合
》

あ
る
い
は
《
調
停
》
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
語

本
論
は
、《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
の
伝
統
に
お

け
る
事
実
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
変
転
を
追
跡
す
る
こ
と
で
、
こ
の
概
念
が
現
象
学
運

動
に
お
い
て
演
じ
る
大
き
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
「
事
実
性
」
概
念

と
そ
の
内
実
は
、
特
に
カ
ン
ト
以
降
の
形
而
上
学
史
を
支
配
し
て
き
た
哲
学
的
様
相

概
念
に
正
当
な
疑
義
を
突
き
付
け
る
だ
け
で
な
く
、特
種
現
象
学
的
な
「
形
而
上
学
」

―
「
新
し
い
意
味
で
の
形
而
上
学
」（
フ
ッ
サ
ー
ル
）、「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
や
「
形

而
上
学
的
存
在
者
論
」（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）、「
現
象
学
的
形
而
上
学
」（
テ
ン
ゲ
ィ
）
―
の

様
々
な
着
想
を
産
み
出
す
求
心
力
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、

こ
の
よ
う
な
「
事
実
性
」
概
念
こ
そ
が
―
特
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
そ
の
哲
学
史

観
に
暗
に
依
拠
す
る
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
ら
に
お
い
て
―
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
を

主
張
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
決
定
的
要
因
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
ら
の
主
張
を
ど
の
程
度
ま
で
額
面
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
点

に
は
《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
の
伝
統
内
部
で
も

幾
つ
か
の
ス
タ
ン
ス
が
あ
り
、
フ
ィ
ン
ク
、
特
に
テ
ン
ゲ
ィ
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ

「
現
象
学
的
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」
と
い
う
、フ
ッ
サ
ー
ル
お
よ
び
「
現
存
在
の
形

而
上
学
」期
の
頃
ま
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
導
理
念
の
再
興
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。
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そ
し
て
、
彼
の
「
現
象
学
的
形
而
上
学
」
の
構
想
に
あ
っ
て
も
中
心
的
役
割
を
演
じ

る
の
は
、
現
象
学
の
伝
統
の
う
ち
で
洗
練
さ
れ
、
鍛
え
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
事
実
性
」

概
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注①　
本
論
が
《
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
・
ケ
ル
ン
・
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
現
象
学
》
と
仮
に
呼
ぶ
伝

統
は
、
そ
の
代
表
的
論
者
の
活
動
中
心
地
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
」
は
、
そ
の
活
動
地
か
ら
、
主
に
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

や
フ
ィ
ン
ク
ら
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
、「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
現
象
学
」
と
い
う
呼
称
は
、

日
本
の
現
象
学
研
究
で
は
流
通
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ケ
ル
ン
」
と
い
う
地
名
は
、
主

に
、（
上
記
の
「
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
現
象
学
」
の
一
員
で
も
あ
る
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
と
そ
の
学
派
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。「
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
」
は
、

ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
と
ラ
ス
ロ
・
テ
ン
ゲ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
現
象
学
的
哲
学
及
び
研
究

と
そ
の
学
派
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

②　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、《
世
界
が
別
様
で
あ
り
得
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な

い
こ
と
も
あ
り
得
る
（
あ
り
得
た
）》
と
い
う
着
想
を
、「
世
界
無
化
」
の
議
論
を
通
じ

て
正
当
化
し
て
い
る
（H

u
aIII/1, 98f., 103ff.

）。

③　

特
にR

ich
ir 2004, 93ff. M

ich
ali 2008, 91ff. T

en
gelyi 2014a, 182f. 

を
参
照
。

④　

こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
着
想
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、Mich

ali

（2008

）

92ff.

を
参
照
。

⑤　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
般
に
「
目
的
論
」
と
い
う
表
現
で
、
当
該
の
事
象
の
連
関
の
う

ち
に
認
め
ら
れ
る
合
目
的
性
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の「
目
的

論
」
の
一
般
的
解
説
と
し
て
は
、
今
日
で
も
古
典
的
基
礎
文
献
で
あ
るH

oyos-

V
ásqu

ez

（1976

）
を
参
照
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
草
稿
群
も
参
照
（X

L
II, 137-

263

）。

⑥　
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
も
、
同
様
の
問
い
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
書
で
こ
れ

は
現
象
学
的
考
察
か
ら
「
遮
断
」
さ
れ
て
い
た
（H

u
aIII/1, 124f.

）。
フ
ッ
サ
ー
ル

の
「
目
的
論
」
と
「
神
」
の
関
係
に
関
す
る
簡
潔
な
見
通
し
を
立
て
る
も
の
と
し
て

は
、
特
にH

eld

（2010

）
を
参
照
。

⑦　

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
形
而
上
学
」
概
念
の
変
転
に
つ
い
て
は
、ケ
ル
ン
の
古
典

的
な
研
究
（B
ern

et/K
ern

/M
arbach

 1989

）
やT

en
gelyi 2014a.

な
ど
を
参
照
。

⑧　

一
九
二
〇
年
台
初
頭
前
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
に
簡
潔

な
見
通
し
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
、IK

E
D

A
.T

 2014

を
参
照
。

⑨　

こ
の
事
情
は
、
特
に
、「
責
め
」
と
そ
の
「
非
性
」
に
関
す
る
議
論
に
よ
っ
て
示
さ

れ
て
い
る
（S

Z
. 283ff.

）。

⑩　

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
表
現
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。「
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
で
こ

の
﹇
※
現
存
在
と
い
う
﹈
存
在
者
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
存
在
は
各
自
の
も
の
で
あ
る

je m
ein

es

。
そ
う
で
あ
る
の
で

4

4

4

4

4

4

4

、
現
存
在
は
、
存
在
論
的
に
は
決
し
て
、
眼
前
存
在

者
と
し
て
の
存
在
者
の
類
の
例
や
事
例
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

（S
Z

.42.

強
調
引
用
者
）。

⑪　

ま
た
、「
私
は
考
え
る
」
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
批
判
―
カ
ン
ト
は
「
自
己
」
の
存
在
様

式
を
、「
現
存
在
」
で
は
な
く
「
眼
前
存
在
」
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
る
批
判

（S
Z

.318ff.

）
―
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
自
我
」
あ
る
い
は
主
観
性
の
存
在

4

4

様
式

4

4

に
関
す
る
考
察
を
導
入
す
る
点
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
頃
の
《
事
実
の
必
然
性
》

テ
ー
ゼ
の
顕
著
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

⑫　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
「
基
礎
的

存
在
論
」が
果
た
す
べ
き
課
題
を
疑
問
文
の
か
た
ち
で
次
々
と
問
題
提
起
す
る
に
終
始

し
て
い
る
『
カ
ン
ト
書
』
の
最
終
節
（G

A3,243ff.

）
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
明
ら
か
で

あ
ろ
う
か
ら
、
本
論
で
は
こ
れ
以
上
検
討
し
な
い
。
要
す
る
に
、「
現
存
在
の
形
而
上

学
」
と
は
『
存
在
と
時
間
』
第
二
部
と
い
う
課
題
を
完
遂
す
る
為
の
新
た
な
構
想
な
の

で
あ
る
。

⑬　
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
現
存
在
の
事
実
性
は
、
そ
の
「
被
投
性
」
の
根
本
性
格
、

す
な
わ
ち
、
自
身
の
可
能
性
を
自
ら
選
び
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
4

4

と
い
う
「
非
性
」

（「
被
投
性
」
が
も
つ
「
非
性N

ich
tigkeit

」vgl. S
Z

. 283ff.

）
に
求
め
ら
れ
て
い
た

の
だ
が
、
充
分
な
論
証
を
欠
き
、
シ
ュ
タ
イ
ン
マ
ン
が
い
う
よ
う
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
的

な
用
法
に
留
ま
る
と
い
え
る
（S

tein
m

an
n

 2010, 140

）。

⑭　

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、
当
時
の
哲
学
的
状
況
に
即
し
て
、
自
身
の
構
想
が
、「
世
界

観
や
人
生
観
を
導
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
個
別
の
諸
学
問
の
成
果
を
、
経
験
的

な
仕
方
で
、い
わ
ゆ
る
世
界
像
へ
と
組
み
立
て
る
」
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
の

だ
が
、
彼
の
思
想
か
ら
す
る
と
、
自
然
主
義
的
な
形
而
上
学
は
、
こ
の
よ
う
な
「
世
界

像
」
を
構
築
す
る
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
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⑮　
「
人
間
的
自
由
は
、
今
や
も
は
や
人
間
の
固
有
性
と
し
て
の
自
由
を
意
味
し
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
全
く
反
対
で
あ
る
：
自
由
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
の
人
間
」

（G
A31, 135

）。「
真
理
と
自
由
は
人
間
の
固
有
性
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
人
間
が
、
い

か
な
る
概
念
的
未
規
定
性
や
自
明
性
の
も
と
で
理
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
で
あ
る
。

人
間
は
、
真
理
と
自
由
の
担
い
手
で
も
所
有
者
で
も
な
い
―
む
し
ろ
、
す
べ
て
は
真
逆
4

4

で
あ
る
」（G

A80.1, 362

）。

⑯　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
自
由
と
は
、「
理
性
的
で
あ
る
限
り
で
の
諸
生
物leben

d
ige 

W
esen

」
が
本
性
的
に
所
有
す
る
「
意
志
」
と
い
う
名
の
特
種
な
「
因
果
性
」
の
こ
と

で
あ
る
（K

an
t 1911, 446f.

）。

⑰　

と
い
う
の
は
、「﹇
全
体
と
し
て
の
存
在
者
を
あ
ら
わ
に
す
る
退
屈
と
い
う
根
本
気

分
﹈
の
覚
醒
は
個
人
の
問
題
で
あ
る
が
、
単
に
当
人
の
善
良
な
意
志
や
巧
み
さ

G
esch

icklich
keit

の
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
人
を
襲
っ
た
り
、
襲
わ
な
か
っ

た
り
す
る
運
命
の
問
題die S

ach
e sein

es G
esch

ickes

で
あ
る
」
と
さ
れ
る
限
り

で
、そ
も
そ
も
「
形
而
上
学
な
存
在
者
論
」
が
論
じ
る
対
象
が
あ
ら
わ
と
な
る
か
否
か

自
体
が
、「
運
命
の
問
題
」
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
超
越
論
的
哲
学
の
領
分
の
彼
岸
に
位

置
す
る
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
カ
ン
ト
に
従
う
と
、
超
越
論
的
哲
学
に
と
っ
て
、

「
運
命
」
と
は
「
簒
奪
さ
れ
た
概
念
」（A84/B117

）
で
あ
る
）。「
現
存
在
の
形
而
上

学
」
の
挫
折
に
関
し
て
は
、K

u
sh

ita2017

も
参
照
。

⑱　

と
は
い
え
、「
人
間
学
」
と
「
形
而
上
学
」
の
「
統
一
性
」
を
説
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

着
想
（G

A28, 10ff.

）
が
、実
際
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
る
よ
う
な
人
間
学
主
義
と
い

う
懐
疑
論
的
相
対
主
義
に
陥
っ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
詳
細
な
検
討

が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
観
点
が
や
や
異
な
る
が
、両
者
の
関
係
を
扱
っ
た
研
究
と

し
て
はL

u
ft 2005

が
比
較
的
広
い
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
。

⑲　

例
え
ば
、
一
九
三
二
年
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
受
動
的
な
地
平
志
向
性
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
け
る
気
分
の
分
析
の
連
続
性
を
強
調
す
る
解
釈
を
展
開
し
、フ
ッ
サ
ー
ル
及

び
デ
ィ
ル
タ
イ
の
体
験
概
念
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
可
能
」
概
念
の
統
合
を
試
み
る

（
意
欲
的
と
い
っ
て
よ
い
）
論
考
が
（
当
時
の
政
治
的
状
況
等
も
あ
り
、
実
際
に
は
提

出
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
）
教
授
資
格
論
文
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
（L

an
dgrebe 

2007, vgl. S
epp 2003

）。
こ
の
よ
う
に
最
初
期
に
お
い
て
は
（
そ
の
成
否
は
問
わ
な

い
と
し
て
も
）両
者
の
思
想
を
介
し
て
独
自
の
哲
学
的
立
場
の
樹
立
を
目
指
し
た
ラ
ン

ト
グ
レ
ー
ベ
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
後
年
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
未
刊
の
遺
稿

草
稿
に
基
づ
く
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
と
ケ
ル
ン
大
学
で
の
後
進
の
指
導
に
集
中
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

⑳　

こ
れ
は
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
が
１
９
３
２
年
以
来
一
貫
し
て
重
視
す
る
論
点
で
あ

る
。
註
19
を
参
照
。

㉑　

プ
ラ
ト
ン
以
来
「
そ
れ
以
上
遡
及
的
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
あ
る
い
は

「
遡
及
不
可
能
性U

n
h

in
tergeh

barkeit

」
と
い
う
観
点
は
、神
的
な
も
の
あ
る
い
は

（
近
代
的
表
現
で
い
う
と
こ
ろ
の
）
絶
対
者
の
把
握
に
際
し
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
重

要
な
論
点
で
あ
り
、
既
に
プ
ラ
ト
ン
自
身
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
が
、
単
な

る
「
ド
グ
マ
」
を
強
弁
す
る
為
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
議

論
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
（vgl.K

och
 2010

）。
ま
た
、カ
ン
ト
お
よ
び
ド
イ
ツ
観
念

論
で
の
超
越
論
的
哲
学
に
お
け
る
「
反
省
的
な
最
終
的
基
礎
づ
け
」
に
際
し
て
、「
遡

及
不
可
能
性
」と
い
う
観
点
が
演
じ
る
役
割
に
関
し
て
はK

u
h

lm
an

n2010

を
参
照
。

㉒　

新
田
も
ま
た
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
と
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
後
期
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
う
ち
に
「
形
而
上
学
の
終
わ
り
」
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
（
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
同
様
、
強
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
が
）、
そ
の
際
、「
形
而
上
学
」
と
い
う
「
仮
象
」
の
発
生
根
拠
を
問
う
独
自
の

考
察（
こ
れ
は「
仮
象
論
」と
呼
ば
れ
る
）を
お
こ
な
っ
て
い
る（N

itta 2001, 194ff., 
2003, 77ff.

）。

㉓　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
当
然
、「
超
越
論
的
理
念
」
と
し
て
の
「
世
界
概
念
」
を
、

主
観
的
な
妥
当
性
し
か
持
た
な
い
「
発
見
術
的
虚
構
」（A771/B799

）
と
み
な
す
カ

ン
ト
の「
超
越
論
的
観
念
論
の
教
説
」へ
の
フ
ィ
ン
ク
の
根
本
的
な
批
判（F

in
k 1990, 

139ff.

）
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
制
限
か
ら
、
本
論
で
は
立

ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
詳
細
は
、Ikeda.Y.2019a.

お
よ
びders. 2020

（
予
定
）

を
参
照
。

㉔　

特
に
フ
ィ
ン
ク
の
後
期
思
想
は
、有
名
な
「
遊
び
」
の
分
析
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
解

釈
な
ど
様
々
な
手
引
き
を
も
ち
い
て
、こ
の
テ
ー
ゼ
の
現
象
学
的
な
正
当
化
に
従
事
し

て
い
る
。
こ
の
点
お
よ
び
後
期
フ
ィ
ン
ク
の
「
現
象
学
的
分
析
」
の
内
実
と
そ
の
意
義

に
つ
い
て
は
、Ikeda.Y.2019b.

を
参
照
。

㉕　
「
実
体
形
而
上
学
の
勝
利
は
、
伝
統
的
形
而
上
学
の
う
ち
へ
と
、
殆
ど
絶
え
間
な
い

世
界
忘
却
を
も
た
ら
し
た
」（T

en
gelyi2014a, 303

）。
な
お
、
こ
れ
は
、
フ
ィ
ン
ク

の
「
事
物
存
在
論
」
批
判
（vgl.T

ak
eu

ch
i2010

）
と
同
じ
観
点
を
と
る
も
の
で
あ
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二
二
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る
。

㉖　

と
は
い
え
、
よ
り
微
視
的
に
は
、
テ
ン
ゲ
ィ
の
構
想
の
背
景
と
し
て
「
世
界
の
現
象

学W
eltph

än
om

en
ologie

」（H
eld 1992

）
と
い
う
独
自
の
立
場
を
標
榜
す
る
ヘ
ル

ト
の
後
期
思
想
の
批
判
的
展
開
と
い
う
観
点
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
うvgl. 

T
en

gelyi 2014a, 18f.

。
レ
ー
マ
ー
は
、ヘ
ル
ト
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
テ
ン
ゲ
ィ
の

あ
い
だ
に
認
め
ら
れ
る
「
差
異
化
さ
れ
た
継
続
性
」
に
つ
い
て
簡
潔
に
指
摘
し
て
い
る

（R
öm

er 2016, 125
）。

㉗　

と
は
い
え
、『
世
界
と
無
限
』
の
直
接
的
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
に
導
か
れ
た

壮
大
な
《
体
系
》
の
構
築
で
は
な
く
、よ
り
謙
虚
な
「
現
象
学
的
形
而
上
学
の
基
礎
づ

け
」
で
あ
る
（
３
２
７
）。
言
い
換
え
れ
ば
、テ
ン
ゲ
ィ
は
カ
ン
ト
、そ
し
て
フ
ッ
サ
ー

ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
以
降
の
超
越
論
的
哲
学
の
理
念
の
反
復
に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

㉘　

同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
に
お
け
る
着
想
を
、「
偶
然
的
事
実
性

の
形
而
上
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
歴
史
的
に
再
構
成
す
る
作
業
に
従
事
（228ff.

）、こ

れ
を
自
身
の
構
想
に
積
極
的
に
援
用
し
て
い
る
が
（
特
に
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
メ
タ
存

在
論
」
の
構
想
が
高
く
評
価
さ
れ
るvgl. 305, 411ff.
）、
紙
幅
の
問
題
か
ら
詳
論
で

き
な
い
。

㉙　

な
お
、『
世
界
と
無
限
』
で
扱
わ
れ
る
自
由
概
念
は
、「
行
為
の
自
由
」
や
「
政
治
的

自
由
」
と
い
っ
た
倫
理
学
的
主
題
と
し
て
の
自
由
で
は
な
く
、「
現
象
学
的
形
而
上
学

の
基
礎
付
け
」
と
い
う
同
著
の
課
題
に
即
し
て
「
行
為
の
自
由
の
形
而
上
学
的
基
礎
付

け
」
を
論
じ
る
に
十
分
な
（
カ
ン
ト
的
区
分
に
従
う
と
）「
超
越
論
的
自
由
」
に
限
定

さ
れ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（T

en
gelyi 2014a, 367

）。
テ
ン
ゲ
ィ
に
お
け
る
実

践
的
自
由
の
考
察
に
関
し
て
はT

en
gelyi 2014b.

を
参
照
。
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