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近
代
と
世
界
像

田

中

敦

の
哲
学
探
究
の
営
み
全
て
を
貫
く
問
題
意
識
の
表
明
と
理
解
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
を
特
定
の
内

容
を
展
開
し
た
哲
学
の
立
場
、
あ
る
い
は
そ
の
作
品
と
考
え
る
こ
と
が
適
当
か
ど

う
か
、
考
え
直
す
必
要
を
呼
び
覚
ま
す
の
で
あ
る
。
筆
者
は
む
し
ろ
、『
存
在
と
時

間
』
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
そ
の
も
の
は
、
主
題
と
な
る
べ
き
も
の（
存
在
一
般
の
意

味
）を
、
哲
学
的
な
、
つ
ま
り
存
在
論
的
な
考
察
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
接
近
可
能

に
す
る
た
め
の
、
方
法
的
な
考
察
に
尽
き
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
の

主
題
と
し
て
の
「
何
か
」 （W

as

） 

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
哲
学

の
知
を
可
能
に
す
る
「
如
何
に
」 （W

ie

） 

こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
「
如
何
に
」
は
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
当
の
事
象（
存
在
一
般
の
意
味
）「
に
」

ふ
さ
わ
し
い
接
近
の
仕
方
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、（
そ
の
場
合
に
は
、
考
察
と
は

別
に
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
事
象
が
「
何
か
」
と
し
て
、
あ
た
か

も
「
物
自
体
」
の
よ
う
に
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、）む
し
ろ
そ

の
適
切
な
接
近
の
「
如
何
に
」
の
方
が
、
哲
学
の
事
象
を
事
象
と
し
て
初
め
て
成

一

現
在
刊
行
中
の
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
第
五
巻（
日
本
語
訳
全
集
『
杣
道
』）に

「
世
界
像
の
時
代
」
と
い
う
講
演
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
デ
カ
ル
ト

以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
世
界
が
像
に
な
っ
た
時
代
、
世
界
像
の
時
代
と
し
て

規
定
す
る
と
共
に
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
、
あ
る
い
は
存
在
論
的
構
造
に
基
づ
い
て

世
界
が
像
と
な
っ
た
か
を
、
形
而
上
学
に
関
す
る
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
根
本

的
な
解
釈
に
依
拠
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
講
演
論

文
が
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
探
究
の
「
一
筋
の
道
」
の
途
上
で
、
ど
の

よ
う
な
意
味
と
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
た

い
。ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
的
思
惟
を
一
筋
の
道
と
捉
え
る
場
合
、
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
全
集
第
一
巻
の
劈
頭
で
「
作
品
で
な
く
道

で
あ
る
」
と
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
を
も
含
め
て
、
彼
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立
せ
し
め
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
知
の
条
件
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

今
述
べ
た
問
題
を
、
通
常
「
世
界
像
の
時
代
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
先
の
講
演
に

関
係
さ
せ
て
考
え
る
と
、
そ
の
題
は
、
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
む

し
ろ
「
世
界
像
の
時
間
」
と
理
解
す
る
方
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑

問
が
生
じ
て
く
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
に
到
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
多
少
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
と
っ
て
初
期
の
、
特
に
『
存
在
と

時
間
』
で
展
開
さ
れ
た
哲
学
的
な
探
究
は
比
較
的
理
解
可
能
で
あ
っ
た
が
、
中
期

以
後
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う
い
う

問
題
を
問
い
、
ど
の
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
、
長
い
間
疑
問
で

あ
っ
た
。
敢
え
て
馬
鹿
げ
た
述
べ
方
を
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
世
界
像
の
時
代
」

と
い
う
こ
の
講
演
の
ど
こ
に
「
哲
学
的
」
と
言
え
る
問
い
の
次
元
が
見
い
出
さ
れ

る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

哲
学
者
と
看
做
さ
れ
る
人
、
特
に
優
れ
た
仕
事
を
し
、
多
く
の
信
奉
者
が
い
る

よ
う
な
著
名
な
人
が
、
何
か
哲
学
的
と
思
え
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば

時
代
と
か
主
観
と
か
、
表
象
と
か
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
に
言
及

し
つ
つ
、
何
か
こ
れ
ま
た
哲
学
的
と
言
え
る
よ
う
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
個
々
の

事
実
に
即
し
て
実
証
的
に
、
一
義
的
で
公
共
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
語
彙
を
用
い

て
議
論
す
る
の
で
は
な
い
仕
方
で
、
何
か
根
本
的
な
主
張
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら

と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
「
哲
学
的
な
」
議
論
に
な
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
筆
者
に
は
、
普
通
の
読
み
方
を
す
る
だ
け
で
は
、  

こ
の
講
演
は
、

そ
し
て
一
般
に
中
期
以
後
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
著
述
は
こ
の
水
準
を
出
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
事
を
認
め
る
の
で

あ
れ
ば
、
筆
者
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
ま
と
も
な
哲
学
者
と
考
え
る
積
も
り
は
な
い

し
、  

む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ほ
ど
存
在
を
数
多
く
口
に
し
な
が
ら
、 

ま
た
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
ほ
ど
そ
の
存
在
に
つ
い
て
明
瞭
に
述
べ
て
い
な
い
人
間
も
い
な
い
、
と
批
判

す
る
人
に
同
調
し
た
方
が
よ
ほ
ど
潔
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。  

し
か
し
他
方
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
批
判
す
る
人
達
が
依
っ
て
立
っ
て
い
る
哲
学
の
理
解
も
、
筆
者

に
は
そ
の
ま
ま
同
意
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
あ
る
考
察
が
「
哲
学
的
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
、
次
の
よ
う
な
可
能

性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
そ
の
考
察
の
主
題
が
「
哲
学
に
ふ

さ
わ
し
い
」
主
題
だ
と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
は
い
か
な
る
主
題
に

関
し
て
で
あ
れ
、
そ
れ
を
論
じ
る
論
じ
方
、
そ
れ
を
考
察
す
る
仕
方
が
根
源
的
普

遍
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
哲
学
的
」
だ
と
言
え
る
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
第
三
に
主
題
と
論
じ
方
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
が
共
に

全
体
的
根
源
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
詳
し
く
論
じ
る
ま
で
も
な
く
、
第
一
、
第
二
の
両
方
は
難
点
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。
第
一
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
主
題
に
対
し
て
哲
学

的
な
関
わ
り
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
哲
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
な
い
ま
ま
で
、
主

題
だ
け
が
「
哲
学
的
だ
」
と
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
そ
の
主
題
を
「
哲
学
的
だ
」

と
言
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な

任
意
の
主
題
に
対
し
て
で
あ
れ
、
そ
の
主
題
の
内
実
を
度
外
視
し
て
適
応
で
き
る

よ
う
な
「
方
法
」
は
哲
学
的
な
方
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

1
( 

)

2
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形
式
的
方
法
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
せ
よ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
せ
よ
、
一
貫
し
て

鋭
い
批
判
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
を
進

め
る
と
し
た
ら
、
残
る
の
は
第
三
の
場
合
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
問

題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
主
題
と
論
じ
方
の
両
方
は
、
そ
の
一

方
に
つ
い
て
「
哲
学
的
」
と
い
う
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
両
者

同
時
に
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
答
え
に
も
な
ら
な
い
答
え
し
か
得

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
前
に
、「
世
界
像
の
時
代
」
が
近
世
の
哲
学

あ
る
い
は
科
学
を
、
存
在
と
の
関
係
で
根
本
的
に
批
判
し
た
論
文
だ
と
無
造
作
に

言
っ
て
果
た
し
て
よ
い
か
と
い
う
疑
問
は
、
当
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時

間
』
を
丁
寧
に
、
し
っ
か
り
理
解
す
る
な
ら
、
避
け
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と

筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
の
冒
頭
で
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
哲

学
の
主
題
で
あ
る
存
在
が
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
行
な
い
、

存
在
と
の
格
闘
の
準
備
を
す
る
こ
と
が
並
大
抵
の
仕
事
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て

い
た
本
人
が
、
ま
し
て
、
現
象
学
の
方
法
を
詳
し
く
検
討
し
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
「
ロ

ギ
ー
」（
現
象
学
）
の
ロ
ゴ
ス
、
す
な
わ
ち
「
学
」
に
し
て
「
語
り
」
に
つ
い
て
、

語
彙
が
不
足
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
そ
も
そ
も
文
法
か
ら
し
て
欠
け
て
い
る
と

述
べ
た
当
人
が
、「
哲
学
的
主
題
」
に
つ
い
て
、
方
法
上
の
十
分
な
用
意
な
し
に
、

無
造
作
に
論
じ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
っ
て
然
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
何
と
言
っ
て
も
「
世
界
像
の
時
代
」
と
い
う
表
題
は
そ
う
し
た
「
時
代
」

を
批
判
的
考
察
の
対
象
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
世
界
像
の
時
代
」
と
い
う
時
代
「
を
」
論
じ
る

と
い
う
よ
り
も
、
世
界
像
と
い
う
一
つ
の
時
代
的
な
知（
近
世
の
知
）を
、
そ
の
時

間
構
造
に
即
し
て
、
つ
ま
り
ち
ょ
う
ど
存
在
を
時
間
の
地
平
か
ら
解
明
す
る
課
題

が
『
存
在
と
時
間
』
を
一
貫
し
て
い
た
の
と
同
じ
意
味
で
、
そ
し
て
そ
こ
で
現
存

在
の
開
示
性
が
時
間
性
か
ら
解
釈
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
知
の
時
間
的
な
解

明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
想
定
さ
れ
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
間
的
な
解
明
か
ら
し
て
も
、
通
常
の
時

間
的
説
明
の
意
味
で
は
勿
論
な
く
、『
存
在
と
時
間
』
の
本
来
の
狙
い
で
あ
る
、
存

在
一
般
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
目
的
に
お
い
て
と
い
う
意
味

に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

二

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
存
在
の
問
い
を
明
確
に
展
開
し
た
記
念
碑
的
な
著
述
は

言
う
ま
で
も
な
く
『
存
在
と
時
間
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
そ
の
表
題
に
現
わ

れ
る
ツ
ァ
イ
ト （Z

eit

） 

を
「
時
間
」
あ
る
い
は
「
時
」
と
理
解
し
て
当
然
の
よ
う

に
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
存
在
の
意
味
を
ツ
ァ
イ
ト （Z

eit

）

の
地
平
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
課
題
を
掲
げ
て
い
る
そ
の
意
味
を
、
我
々
は
果
た

し
て
具
体
的
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
時
間
あ
る
い
は
時

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
既
に
我
々
が
そ
れ
と
関

わ
っ
て
い
る
時
間
で
あ
り
、
そ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
時
間
で
あ
る
。
し
か

し
、
我
々
が
「
時
間
」
と
い
う
言
葉
を
一
た
び
発
す
る
な
ら
、
そ
の
場
合
、
特
に

意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
我
々
は
一
定
の
時
間
理
解
を
自
明
な
も
の
と
し
て
考
察

の
基
礎
に
持
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

5
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
明
ら
か
に
そ
れ
で
は
ツ
ァ
イ
ト
の
問
題
に
迫
る
の
に
、
特
に
存

在
論
的
な
問
い
と
し
て
思
惟
す
る
に
は
、
手
遅
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
一
九
二
○
、
二
一
年
の
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
の
講
義
に
お
い
て
、「
そ
れ
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
間
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
解
ら
な
い
く
ら
い
に
無
規
定

な
意
味
で
」
時
間
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
方
法
論
的
議
論
の
な
か
で

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
始
め
る
な
ら
、
別
な
論
文
の
主
題
に
踏
み
込
む
こ
と

に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
時
間
の
問
い
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
上
で
、「
世
界
像
の
時
代
」
が
同
時
に

「
世
界
像
の
時
間
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
止
め
て
置
き

た
い
。

『
存
在
と
時
間
』
の
第
一
篇
で
、
日
常
性
に
お
け
る
現
存
在
を
世
界—

内—

存
在

と
い
う
全
体
構
造
に
お
い
て
捉
え
、
そ
の
予
備
的
分
析
を
通
じ
て
現
存
在
の
存
在

を
関
心
と
示
し
た
後
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
第
二
篇
で
は
こ
の
関
心
が
何
に
基
づ
い

て
可
能
に
な
る
か
、
そ
の
意
味
を
さ
ら
に
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
内
容
の

展
開
を
見
れ
ば
、
予
備
的
な
現
象
学
的
分
析
に
よ
っ
て
、
現
存
在
に
ふ
さ
わ
し
い

接
近
の
仕
方
と
そ
れ
に
よ
る
適
切
な
現
象
の
確
保
が
な
さ
れ
た
後
、
第
二
篇
で
は

本
来
性
と
全
体
存
在
の
可
能
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
十
分
に
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
関
心 （S

orge

） 

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
現
存
在
の
存
在

が
、
さ
ら
に
そ
の
全
体
と
し
て
の
存
在
可
能
と
い
う
面
で
問
題
と
さ
れ
、
こ
の
考

察
に
即
し
て
時
間
性
の
現
象
が
析
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る 

。

し
か
し
な
が
ら
、
既
に
『
存
在
と
時
間
』
第
一
篇
の
予
備
的
分
析
論
に
お
い
て
、

問
わ
れ
る
べ
き
事
柄
を
、
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
的
確
に
捉
え
る
と
い
う
課
題
に

対
し
て
は
、
特
別
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
的
な
コ
ギ
ト
へ
の
批
判

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
考
え
る
我
」
の
「
存
在
」
の
解
明
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ

た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
世
界
の
現
象
が
跳
び
越

え
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 

。
延
長
せ
る
も
の （res

extensa

） 

に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
世
界
全
体
が
組
み
立
て
ら
れ
る
基
礎
の
層
と
し

て
物
質
的
自
然
を
捉
え
た
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
考
え
を
批
判
す
る
文
脈
で
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。「
そ
し
て
先
ず
『
外
皮
を
剥
が
れ
た
』

使
用
物
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
そ
の
全
体
性
が
再
構
成
に
お
い
て
再
び
建
て
直

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
現
象
へ
の
先
回
り
し
た
肯
定
的
視
線
を
常
に
既
に
必
要

と
す
る
の
で
は
な
い
か
」。
認
識
の
問
題
と
し
て
全
体
の
確
保
が
大
切
な
こ
と
は
、

あ
る
問
題
事
象
を
分
析
し
た
後
、
そ
れ
を
全
体
に
再
構
成
す
る
場
合
、
接
合
の
た

め
の
接
着
剤
だ
け
で
な
く
全
体
の
見
取
図（
全
体
の
理
解
）が
必
要
だ
と
す
る
考
え

に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

先
立
つ
全
体
性
の
確
保
と
い
う
こ
の
問
題
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、『
存
在
と
時
間
』
を
貫
く
方
法
的
な
意
識
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
世
界—

内—

存
在
は
あ
る
統
一
的
な
現
象
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
最
初
の
観

取（
見
立
て
）は
全
体
と
し
て
見
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、 

こ

の
節
に
先
立
つ
部
分
の
議
論
に
よ
れ
ば
、「
自
然
的
世
界
」
を
捉
え
る
こ
と
の
困
難

さ
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
事
後
的
に
、

い
わ
ば
外
側
か
ら
多
く
の
知
識
を
関
係
づ
け
る
こ
と
と
は
原
理
的
に
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
む
し
ろ
「
既
に
前
提
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
何
ら
か
の
秩
序
の
原
理
、
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ろ
、
そ
れ
自
体
時
間
性
の
一
層
具
体
的
な
仕
上
げ
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
、

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
時
間
性
は
、「
個
人
の
人
間
存
在
に
関
心
を
抱
い
て
い

る
」
と
い
う
よ
う
に 

、
先
駆
的
覚
悟
性
と
い
う
単
独
化
さ
れ
た
実
存
の
時
間
を
専

ら
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
個
人
の
時
間
的
存
在
構
造
が
先
ず
「
基
礎
的
な
層
」
と
し
て
剔
抉
さ
れ
、

そ
の
後
に
そ
の
上
に
来
る
諸
々
の
層
の
一
つ
と
し
て
歴
史
性
の
解
釈
が
改
め
て
付

け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
既
に
言
及
し
た
通
り
、
あ
る
基
礎
の
層
の
上
に
全

体
を
再
構
成
し
直
す
と
い
う
、
方
法
の
点
で
首
尾
一
貫
し
な
い
考
察
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
世
界—

内—

存
在
の
全
体
が
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
根
源
的
な
時
間
性

は
、
そ
も
そ
も
現
存
在
の
全
体
性
と
本
来
性
を
保
証
す
る
点
で
、
根
本
的
な
単
独

化
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
に
し
て
も
、「
元
々
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
」
全
体
的

な
現
象
と
し
て
我
々
が
既
に
そ
の
内
で
関
わ
っ
て
い
る
歴
史
性
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
そ
う
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
的
時
代
的
に
制
約
さ
れ
た

現
存
在
あ
る
い
は
知
が
、
果
た
し
て
本
当
に
全
体
性
の
要
求
に
答
え
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何

と
言
っ
て
も
「
時
間
」
は
空
間
と
共
に
知
の
一
般
的
で
基
本
的
な
条
件
で
あ
り
え

る
の
に
対
し
て
、「
時
代
」
に
は
普
遍
性
、
全
体
性
と
対
立
す
る
限
定
さ
れ
た
意
味

が
避
け
難
く
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
疑
問
こ
そ
『
存
在
と
時
間
』

が
逆
に
問
題
と
す
る
理
論
的
認
識
の
考
え
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
対
象
の
理
論
的
認
識
を
道
具
と
の
配
慮
的
交
渉
に
基

づ
く
そ
の
変
様
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
重
大
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
か
ら
初
め
て
あ
る
全
体
が
全
体
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
、

そ
の
当
の
根
本
事
象
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
改
め
て
第
二
篇
で
全
体
性

の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
予
備
的
分
析
論
で
は
真
の
意
味
で
「
全
体

存
在
」
の
分
析
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
全
体
性
は
時
間
性
の
考
察
で
初
め
て

真
に
問
題
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
死
へ
の
存
在
、
そ
し
て
良
心
を
持
と
う

と
欲
す
る
こ
と
と
し
て
の
覚
悟
性
の
現
象
は
、
現
象
学
的
分
析
に
と
っ
て
異
質
な

実
存
哲
学
的
主
題
が
紛
れ
込
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く 

、
現
存
在
の
全
体

存
在
可
能
の
問
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
『
存
在
と
時
間
』
が
知
の
本

来
性
と
全
体
性
、
即
ち
知
の
根
源
性
を
追
求
す
る
方
法
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
こ

と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
第
二
篇
の
始
め
に
、
そ
れ
ま

で
の
予
備
的
分
析
に
よ
っ
て
何
が
獲
得
さ
れ
た
か
を
問
う
と
き
、
世
界—

内—

存

在
の
「
構
造
全
体
性
は
関
心
と
し
て
露
開
さ
れ
た
」
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
関
心
を
現
存
在
機
構
と
い
う
構
造
全
体
の
全
体
性
と
捉

え
る
主
張
が
反
省
さ
れ
、
日
常
性
と
い
う
解
釈
の
着
手
点
が
既
に
現
存
在
を
全
体

と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が
改

め
て
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
こ
に
、
全
体
存
在
の
問
題
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
は
っ
き
り
し

た
方
法
意
識
を
見
て
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
は
、
現

存
在
の
存
在
の
意
味
が
時
間
性
と
し
て
解
明
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
時
間
性
が
歴
史

性
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
場
合
に
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
現
存
在
の
歴
史
性
の
解
釈
は
根
本
の
と
こ
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そ
の
よ
う
な
世
界—

内—

存
在
と
し
て
現
存
在
は
根
本
的
に
共
同
存
在
を
そ
の
存

在
構
造
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
事
物（
道
具
）と
の
日
常
的
な
交
渉
を
導

く
見
廻
し
が
理
論
的
認
識
へ
と
変
様
す
る
と
き
、
手
許
に
あ
る
存
在
者
は
あ
る

「
先
行
的
な
全
体
」
と
の
関
連
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
個
々
の
直
前
に
あ
る
事
物
へ
と

替
わ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
論
的
な
認
識
は
む
し
ろ
全
体
性
と
の
関
係
を
失

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
脱
世
界
化 （E

ntw
eltung

） 

と
し
て
捉
え

て
い
る
。
我
々
に
と
っ
て
興
味
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
脱
世
界
化
を
時
間
的
に
解
釈

す
る
際
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
制
限
撤
廃 （E

ntschränkung

） 

と
い
う
捉
え
方
を
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
見
る
と
お
り
、「
世
界
像
の
時
代
」
に
お
い

て
、
近
代
の
科
学
あ
る
い
は
知
を
ギ
リ
シ
ア
や
中
世
の
知
か
ら
区
別
す
る
際
の
基

本
的
な
把
握
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

制
限
撤
廃
に
よ
っ
て
、
直
前
的
な
存
在
者
「
す
べ
て
」
が
理
論
的
な
認
識
の
対

象
と
な
る
。
元
来
の
廻
り
世
界
へ
の
適
合
性
を
失
う
と
共
に
、
こ
の
適
合
性
を
可

能
に
し
て
い
た
帰
趨
が
任
意
の
事
物
に
と
っ
て
の
単
な
る
位
置
の
多
様
性
へ
と
変

化
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
翻
っ
て
こ
こ
で
自
己
の
在
り
方
を
考
え
て
み
る

と
、
こ
の
よ
う
な
制
約
撤
廃
が
、
逆
に
世
界—

内—

存
在
の
全
体
性
を
奪
う
こ
と

に
な
る
。
廻
り
世
界
に
基
づ
く
帰
趨
が
消
滅
し
、
位
置
の
多
様
が
成
立
す
る
と
き
、

こ
の
よ
う
な
変
様
が
現
存
在
自
体
の
在
り
方
を
変
様
さ
せ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
直
前
的
存
在
者
は
世
界
を
欠
く
主
観
に
と
っ
て
の
客
観
的
理
論
的
な
対
象
と

な
る
の
で
あ
る
。
世
界—

内—

存
在
で
あ
る
現
存
在
自
身
が
、
手
許
の
存
在
者
の

脱
世
界
化
と
共
に
、
そ
の
世
界
を
失
っ
た
主
観
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
世
界
を
欠
く
主
観
は
現
存
在
と
し
て
の
全
体
性
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
『
存
在
と
時
間
』
が
、
そ
の
根
本
的
な
問
題
設
定
に
お
い
て
方
法

と
し
て
事
柄
の
全
体
を
先
行
的
に
確
保
す
る
関
心
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
場
合
、
方
法
の
中
核
を
成
す
時
間
性
が
「
形
式
的
な
」
時
間
の
構
造
で

は
な
く
、
具
体
的
な
歴
史
的
時
間
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
「
時
間
」

で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
世
界
像
の
時
代
」
に
お
け
る

「
時
代
」
が
「
時
間
」
で
も
あ
る
、
特
に
『
存
在
と
時
間
』
の
考
察
を
導
い
て
い
る

現
存
在
の
時
間
性
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
「
想
定
」
は
、
必
ず
し
も
一
笑

の
下
に
却
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
言
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三

「
世
界
像
の
時
代
」
と
い
う
こ
の
講
演
は
既
に
言
及
し
た
と
お
り
、
近
代
を
古

代
、
中
世
と
の
違
い
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
通
常
考
え
ら
れ

る
よ
う
な
比
較
論
的
考
察
と
同
一
線
上
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ

ち
古
代
、
中
世
と
「
並
べ
て
」、
何
ら
か
の
共
通
の
尺
度
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
と

近
代
を
「
比
較
し
て
」
い
る
の
で
は
な
い
。「
近
代
の
科
学
の
本
質
を
我
々
が
捉
え

よ
う
と
思
う
の
な
ら
、
そ
の
場
合
我
々
は
先
ず
、
近
代
の
科
学
を
そ
れ
よ
り
古
い

科
学
に
対
し
て
同
一
線
上
に
、
進
歩
の
観
点
に
し
た
が
っ
て
際
立
た
せ
る
と
い
う

習
性
か
ら
自
由
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
し
か
し
問
題
は
「
進
歩
の
観
点
」

か
ら
自
由
で
あ
る
か
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
近
代
を
特
徴
づ
け
る
「
世

界
像
」
は
、
近
代
に
の
み
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
の
み
見
ら
れ
る
思
惟

な
い
し
知
の
あ
り
か
た
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
論
じ
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
世
界
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像
」
の
意
味
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
特
徴
づ
け
る
知
の
あ
り
か
た
と
し
て
理
解

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
近
代
の
世
界
像
か
ら
区
別
さ
れ
た 

古
代
の
世
界
像
、
中
世
の
世
界
像
と

い
う
よ
う
な
「
世
界
像
」
の
使
い
方
は
、
こ
の
講
演
で
な
さ
れ
て
い
る
意
味
で
は

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。「『
近
代
の
世
界
像
』
と
『
近
代
的
世
界
像
』
と
い
う
述

べ
方
は
同
じ
こ
と
を
二
度
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
決
し
て
あ
り

は
し
な
か
っ
た
何
か
、
即
ち
中
世
の
そ
し
て
古
代
の
世
界
像
と
い
う
も
の
を
仮
定

し
て
い
る
の
だ
。」
つ
ま
り
、
近
代
を
、
古
代
や
中
世
と
同
一
線
上
に
並
べ
た
り
、

何
か
共
通
の
基
準
、
尺
度
で
対
比
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
問
題
に
な
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
近
代
を
近
代
と
し
て
、
他
の
時
代
か
ら
区
別
す
る
そ
れ
独
自

の
特
質
が
世
界
像
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
講
演
で
問
題
と
さ
れ
て
い

る
事
柄
は
、
近
代
を
、
あ
る
い
は
近
代
の
知
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
い
わ
ば
内

在
的
に
理
解
す
る
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
内
在
的
に
理
解
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、「
知
の
変
様
」
の
存
在
論
的
解
明
と
理
解

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
意
味
で
「
世
界
像
の
時
代
」
を
考
え
る
際
、「
見
廻
し
的
配
慮
を
内
世

界
的
な
直
前
存
在
者
の
理
論
的
発
見
へ
変
様
す
る
こ
と
の
時
間
的
意
義
」
と
題
さ

b

れ
る
『
存
在
と
時
間
』
の
第
六
十
九
節 

の
考
察
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
言
え

る
。
こ
の
考
察
は
、
科
学
成
立
の
存
在
的（
オ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
）な
歴
史
と
発
展
を

問
う
の
で
は
な
く
、
存
在
論
的（
オ
ン
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
）発
生
を
問
題
に
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
「
世
界
像
の
時
代
」
の
中
で
も
、『
存
在
と
時
間
』
に
お

け
る
道
具
と
の
配
慮
的
交
渉
か
ら
対
象
事
物
の
理
論
的
認
識
へ
の
変
様
に
対
応
す

る
よ
う
な
、
知
の
あ
る
決
定
的
な
変
様
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
中
世
の
学
問
か
ら
近

代
の
科
学
へ
の
変
様
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

b

『
存
在
と
時
間
』
六
十
九
節 

で
は
、「
科
学
的
研
究
に
と
っ
て
現
存
在
の
存
在

機
構
に
存
す
る
実
存
論
的
に
必
然
的
な
条
件
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
と
い
う
問
い

が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
は
現
存
在
の
時
間
性
に
基
づ
く
解
明
と
言
い
直
す
こ
と
が
で

き
る
。 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
「
科
学
の
実
存
論
的
な
解
釈
は
、
存
在

の
意
味
と
さ
ら
に
存
在
と
真
理
の
間
の
『
連
関
』
が
実
存
の
時
間
性
に
基
づ
い
て

解
明
さ
れ
る
と
き
、
初
め
て
十
全
に
遂
行
さ
れ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

「
世
界
像
の
時
代
」
が
そ
の
課
題
と
し
て
い
る
問
い
は
、
ま
さ
に
い
ま
言
及
さ
れ
た

当
の
問
題
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
形
而
上
学

は
、 

そ
れ
が
存
在
者
の
一
定
の
解
釈
と
真
理
の
一
定
の
把
捉
と
を
通
じ
て
、
あ
る

時
代
の
本
質
的
な
内
実
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
と
い
う
も
の
を

根
拠
づ
け
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
存
在
者
の
解
釈
と
真

理
の
把
捉
と
は
、
人
間
の
本
質
規
定
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
形
而
上
学
の
根
本
的

構
え
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
実
際
に
展
開
さ
れ
て

い
る
考
察
に
お
い
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
先
の
箇
所
に
現
わ
れ
る
論
述
と
、
基
本

的
に
大
き
く
異
な
ら
な
い
理
解
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

第
一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
両
者
に
お
い
て
、
存
在
者
の
解
釈
と

真
理
の
把
捉
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
問
い
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
近
代
の
科
学
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
で
、

つ
ま
り
あ
る
種
の
「
変
様
」
に
際
し
て
、
制
限
撤
廃 

（E
ntschränkung

） 

が
語
ら 
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れ
る
。
近
代
の
人
間
存
在
を
特
徴
づ
け
る
主
観
と
し
て
の
人
間
の
本
質
に
は
「
可

能
な
対
象
化
の
圏
域
の
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
決
定
す
る
権
限
の
無
制
約
の
制
限

撤
廃
が
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
制
限
撤
廃
は
、
直
前
的
な
も
の

の
す
べ
て
を
主
題
に
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
同
時
に
直
前
的
な
も
の
を
「
領
域
」

に
境
界
づ
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
関
係
は
「
世
界
像
の
時
代
」
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
近
代
の
科
学
は
一
定
の
対
象
領
野
の
企
投
に
根
拠
を
持
つ
と

共
に
個
別
化
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
専
門
化
は
一
切
の
研
究
の
果
た
す
進
歩

の
結
果
で
は
な
く
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
理
論
的
認
識
に
基
づ
く
科
学
成
立
の
「
古
典
的
事
例
」
と
み
ら

れ
る
数
学
的
自
然
科
学
が
、
そ
の
核
心
に
お
い
て
「
自
然
そ
の
も
の
の
数
学
的
企

投
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
記
述
に
も
、
同
一
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

数
学
的
企
投
に
お
い
て
、
第
一
義
的
な
も
の
は
数
学
的
な
も
の
そ
の
も
の
で
は
な

く
、「
こ
れ
が
あ
る
ア
プ
リ
オ
リ
を
開
示
す
る
こ
と
だ
」
と
『
存
在
と
時
間
』
で
は

言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
、「
世
界
像
の
時
代
」
で
は
、「
近
代
の

自
然
科
学
は
、
そ
れ
が
あ
る
特
徴
的
な
意
味
に
お
い
て
は
っ
き
り
し
た
特
定
の
数

学
を
応
用
し
て
い
る
の
で
、
数
学
的
と
言
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
後
、
こ
こ
で
数
学

的
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
意
味
に
お
い
て
、「
存
在
者
の
考
察
と
事
物
と
の

関
与
に
際
し
て
、
人
間
が
予
め
知
っ
て
い
る
こ
と
」
だ
と
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
点

で
、
自
然
科
学
に
と
っ
て
は
「
あ
る
も
の
が
既
に
熟
知
さ
れ
た
も
の
と
し
て
予
め

決
着
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ア

プ
リ
オ
リ
の
企
投
の
意
味
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

廻
り
世
界
で
出
会
わ
れ
る
手
許
の
存
在
者
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
を
根
拠
づ
け

て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
道
具
と
し
て
役
立
た
せ
る
「
全
体
性
」、
帰
趨
全
体
性
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
理
論
的
な
認
識
が
何
ら
か
の
性
質
を
持
つ
事
物
、
直

前
の
存
在
者
を
捉
え
る
場
合
、
そ
の
も
の
の
「
場
所
」
が
見
過
ご
さ
れ
る
。
こ
こ

に
ま
た
、
一
つ
の
重
大
な
変
様
が
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
物
の
場
所 

（P
latz

）

が
、
ど
う
で
も
よ
い
も
の
に
、
む
し
ろ
あ
る
「
時
空
の
位
置 （R

aum
-Z

eit-Stelle

）」

に
、
世
界
の
点 （W

eltpunkt

） 

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
「
世

界
像
の
時
代
」
に
お
い
て
も
変
っ
て
い
な
い
。
い
か
な
る
運
動
も
運
動
の
方
向
も
他

の
も
の
よ
り
優
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
い
か
な
る
時
点
も
他
に
対
し
て
優
先
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。「
す
べ
て
の
所
在
は
す
べ
て
に
対
し
て
等
し
い
」
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
主
観
と
客
観
が
単
に
対
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
相
互
に
関
連
し

て
い
る
こ
と
の
指
摘
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
現
存
在
が
主
観
と
把

握
さ
れ
る
な
ら
、
世
界
は
主
観
的
だ
と
言
え
る
が
、
そ
の
場
合
そ
れ
は
い
か
な
る

客
観
よ
り
も
一
層
客
観
的
で
あ
る
と
『
存
在
と
時
間
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、「
世
界
像
の
時
代
」
で
は
、
近
代
科
学
の
特
色
と
し
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、
近

代
は
主
観
主
義
を
招
来
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
に
先
立
つ
い
か
な
る
時
代
も
そ
れ

に
比
較
し
得
る
よ
う
な
客
観
主
義
を
作
り
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
言
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
世
界
像
の
時
代
」
の
内
容
は
、
存
在
論
的
な
認
識
を
時
間
の
地

平
か
ら
解
明
す
る
『
存
在
と
時
間
』
の
主
題
を
引
き
継
い
で
い
る
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
「
世
界
像
の
時
代
」
が
む
し
ろ
「
世
界

像
の
時
間
」
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
時
間
の

分
析
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
述
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
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近代と世界像

う
。
こ
れ
は
明
か
に
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
そ
う
し
た
想

定
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
問
題

を
本
格
的
に
展
開
す
る
に
は
、
準
備
と
時
間
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
て

も
不
十
分
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
以
下
に
現
在
筆
者
に
可
能
な
範
囲
で
そ
の

試
み
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

四

b

既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
第
六
十
九
節 

で
は
、
見
廻
し
的
な
配

慮
か
ら
理
論
的
認
識
へ
の
変
様
の
時
間
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で

手
許
の
存
在
者
へ
の
配
慮
は
、
基
本
的
に
現
前
す
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
可
能
性
を
予
期
す
る
現
存
在
が
、
配
慮
す
る
道
具
連
関
を
把
持
し
て
い

る
こ
と
に
基
づ
い
て
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
現
前
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
現
存
在
の
そ
の
都
度
の
事
実
的
な
境
位
が
、
配
慮
さ
れ

た
そ
の
廻
り
世
界
の
中
で
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ

る
存
在
者
の
直
前
存
在
や
そ
の
性
質
を
捉
え
る
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
理
論
的
な
認
識
の
方
は
、
同
様
に
現
前
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

あ
る
際
立
っ
た
仕
方
で
現
前
す
る
こ
と
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
た
だ
た

だ
直
前
的
な
も
の
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
予
期
す
る
点
で
、
見
廻
し
の
現
在
か
ら

区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
直
前
的
な
も
の
の
一
切
を
主
題
化
し

え
る
こ
と
の
中
で
、
あ
る
特
定
の
存
在
者
を
そ
の
科
学
の
領
域
に
属
す
も
の
と
し

て
発
見
さ
せ
る
境
界
づ
け
と
本
質
的
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
世
界
像
の
時
代
」
で
は
近
代
の
科
学
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
知
が
、

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
存
在
者
の
了
得 （V

ernehm
en

） 

と
捉
え

ら
れ
る
。
存
在
者
は
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
、
自
ら
を
開
披
す
る
も
の
で
あ
り
、
現

臨
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
現
臨
す
る
も
の
で
あ
る
人
間
の
上
に
到
来
す
る
。

つ
ま
り
、
人
間
が
現
臨
す
る
も
の
を
了
得
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
は
こ
の
も

の
に
自
ら
を
開
披
す
る
が
、
そ
う
し
た
こ
の
人
間
の
上
に
存
在
者
が
到
来
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
非
隠
蔽
性
の
圏
域
の
内
部
に
滞
留
す
る
こ
と
に

根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
臨
す
る
も
の
の
下
に
滞
留
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
我
が
現
臨
す
る
も
の
に
所
属
す
る
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
決
し
て
『
存
在
と
時
間
』
の
日
常
的
な
配
慮
の
交
渉
と
同
一
の
事
態
で
は

な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
非
隠
蔽
性
の
圏
域
の
内
部
に
滞
留
す
る

こ
と
」
は
「
現
存
在
の
そ
の
都
度
の
事
実
的
な
境
位
が
、
配
慮
さ
れ
た
廻
り
世
界

の
中
で
照
ら
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
と
基
本
的
に
通
じ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
近
代
の
科
学
は
対
象
を
主
観
の
表
象
に
よ
っ
て
捉
え
る
。

そ
れ
は
科
学
が
研
究
と
い
う
体
裁
で
登
場
す
る
の
は
、
真
理
が
表
象
の
働
き
の
確

実
性
に
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
表
象
す
る
こ
と
と
は

「
何
か
を
自
身
の
方
か
ら
自
身
の
前
に
立
て
、
そ
の
立
て
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
も
の

と
し
て
確
立
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
確
立
す
る
こ
と
は
計
算
す
る

こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
計
算
で
き
る
こ
と
だ
け
が
、
予
め
そ
し

て
恒
存
的
に
表
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
確
か
な
も
の
と
し
て
保
証
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
表
象
す
る
こ
と
は
、
そ
の
非
隠
蔽
性
に
了
得
そ
れ
自
身
が
属
し

て
い
る
よ
う
な
現
臨
す
る
も
の
の
了
得
で
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、

39
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『
存
在
と
時
間
』
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
科
学
に
お
い
て
主
題
と
な
る
存
在
者

は
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
う
る
唯
一
の
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
そ
の
存
在
機
構
の
先
行

的
な
企
投
に
お
い
て
、
発
見
さ
れ
る
と
い
う
の
と
同
じ
事
態
が
見
届
け
ら
れ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
し
か
し
こ
の
企
投
は
、
現
存
在
の
覚
悟
性
に
基
づ
く
と
述

べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
そ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
科
学
の
可
能
性
に
つ
い

て
の
積
極
的
な
見
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
科

学
の
見
方
は
「
世
界
像
の
時
代
」
で
は
も
う
表
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
検
討
に
よ
っ
て
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
、「
世
界
像
の
時

代
」
を
、
時
間
構
造
の
分
析
と
い
う
意
味
で
「
世
界
像
の
時
間
」
と
解
釈
す
る
可

能
性
を
多
少
は
示
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、『
存
在
と
時
間
』
は
た
だ
、
様
々
な

知
が
時
間
性
に
基
づ
い
て
解
釈
し
得
る
こ
と
を
示
す
だ
け
に
終
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
存
在
の
意
味
を
問
う
そ
の
問
い
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
こ
そ
、
そ
れ
は
哲
学
的
な
知
の
原
理
的
考
察
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
で
は
「
世
界
像
の
時
代
」
に
つ
い
て
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
存
在
と
時
間
』
に
は
度
々
「
予
」
あ
る
い
は
「
先
」、「
前
」
と
訳
し
え
る
接
頭

辞 vor- 

を
伴
う
語
が
現
わ
れ
て
い
る
。
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
前
現
象
学
的

（vorphänom
enologisch

）、
前
存
在
論
的 （vorontologisch

）、
直
前
性 （V

orhan-

denheit

）、
予
構
造 （V

or-S
truktur

）、
予
持 （V

orhabe

）、
予
視（V

orsicht

）、
予

握 （V
orgriff

）、
己
に
先
ん
じ
て （sich-vorw

eg

）、
そ
し
て
喚
び
進
め （V

orrufen

）

と
先
駆 （V

orlaufen

） 

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
そ
れ
な
り
の
構
造
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
空
間
的
な
意
味
で
の
前
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
直
前
性
」（V

or-

handenheit

） 

の
前 （vor-

） 

が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
広
い
意
味
で
は
現
存
在
的
で

な
い
存
在
者
一
般
の
存
在
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、

「
手
許
性
」 （Z

uhandenheit

） 

に
お
い
て
存
在
す
る
存
在
者
と
の
現
存
在
の
日
常
的

配
慮
的
交
渉
が
、
理
論
的
な
認
識
へ
と
変
様
さ
れ
て
出
会
わ
れ
る
存
在
者
の
存
在

性
格
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
直
前
的
な
存
在
者
の
「
前
」
は
表
象

（V
orstellung

） 

に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
も
の
の
「
前
」 （vor-

） 

に
対
応
す
る
も
の

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
基
本
的
に
空
間
的
な
前
、
向
き

合
う
「
前
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
に
「
よ
り
前
」
あ
る
い
は
「
予
め
」
と
い
う
時
間
的
な

意
味
で
の
前 （vor-

） 

の
使
用
が
あ
る
。
そ
れ
は
予
視
、
予
持
、
予
握
と
い
っ
た
理

解
の
実
存
論
的
構
造
を
な
す
「
予
構
造
」 （V

or-S
truktur

） 

に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
明
ら
か
に
時
間
的
な
関
係
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
直
前
的
な
存
在
者
の
「
前
」

が
現
存
在
と
は
異
な
る
存
在
者
の
存
在
規
定
、
範
疇
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
予
構

造
」
は
現
存
在
の
存
在
規
定
、
実
存
疇
な
の
で
あ
る
。
日
常
的
な
現
存
在
が
世
界

の
な
か
に
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
と
関
わ
り
、
交
渉
に
没
頭
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
理
解
の
「
予
構
造
」
が
、
事
物
を
何
か
「
と
し
て
」
の
何
か
と
し
て

出
会
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
「
予
構
造
」
に
お
け
る

「
前
」
は
、
現
存
在
の
日
常
性
を
可
能
に
す
る
根
拠
を
な
す
も
の
と
し
て
、
時
間
的

な
「
前
」
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
共
に
、
当
然
現

存
在
の
開
示
性
を
構
成
す
る
理
解
の
構
造
は
「
己
に
先
だ
っ
て
」（S

ich-vorw
eg

）

と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
間
構
造
、
あ
る
い
は
根
拠
「
を
」
根
拠
と
し
て
出
会
わ

41
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せ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
身
の
方
か
ら
自
ら
を
示
さ
せ
、
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
働
き
そ
の
も
の
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
こ
そ
、
存
在
論
の
方
法
の
問
題
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
に
お

い
て
現
象
学
の
概
念
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
問
題
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

い
ま
ま
で
言
及
し
た
「
前
」
と
は
別
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』

の
な
か
で
、
特
徴
的
と
も
い
え
る
、「
前
存
在
論
的
」「
前
現
象
学
的
」
あ
る
い
は

ま
た
「
前
哲
学
的
」
そ
し
て
「
前
科
学
的
」
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
て
い
る
。『
存

在
と
時
間
』
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
一
つ
の
点
と
し
て
、
科
学
の
実
存
論
的

概
念
の
考
え
が
あ
る 

。
こ
れ
は
、
科
学
を
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
捉
え
る
科
学
の

論
理
的
概
念
に
対
し
て
、
科
学
を
現
存
在
の
存
在
様
式
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
挙
げ
た
「
前
」
の
意
味
は
、
論
理
的
な
科
学
理
解
の
結
果

に
基
づ
く
説
明
か
ら
、
結
果
が
生
じ
る
元
に
働
い
て
い
る
現
存
在
の
存
在
様
式
へ

と
遡
る
方
向
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 

。
こ
の
考
え
を
方
法
的
に

徹
底
し
た
と
こ
ろ
に
、
一
群
の
「
前
」
を
伴
う
概
念
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
先
へ
と

跳
び
込
む
」 （vorspringen

） 

生
産
的
論
理
学
で
あ
り
、
良
心
の
喚
び
声
の
「
喚
び

進
め
」 （V

orrufen

）、
ま
た
死
へ
の
「
先
駆
」（V

orlaufen

） 

な
ど
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
死
に
直
面
し
、
良
心
を
持
と
う
と
欲
す
る
存
在
様
式
こ
そ
現
存
在
の
存
在

の
意
味
、
つ
ま
り
求
め
ら
れ
て
い
た
そ
の
全
体
性
と
本
来
性
を
保
証
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
存
在
の
理
解
に
お
い
て
存
在
者
と
共
に
開
示
さ
れ
る

存
在
を
、
結
果
の
方
か
ら
で
な
く
、
そ
の
開
示
の
在
り
方
に
即
し
て
明
ら
か
に
す

る
「
方
法
的
な
」
準
備
が
整
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
こ
に
「
前
」
の
三
つ
の
意
味
が
区
別
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
空
間
的
な
意
味
で
の
「
前
」
で
あ
る
。
次
に
時
間
的
な

「
前
」
で
は
あ
る
が
、
常
に
そ
う
し
た
も
の
が
先
回
り
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
時
間
的
な
「
前
」
で
あ
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
こ
の
時
間
的
な
「
前
」
を
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
様
式
、「
如
何
に
」

に
即
し
て
示
す
た
め
の
時
間
的
な
「
前
」
の
意
味
で
あ
る 

。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
の
発
刊
に
よ
っ
て
初
期
講
義
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
特
に
二

十
年
代
に
為
さ
れ
た
方
法
に
関
す
る
考
察
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根

拠
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
初
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
方
法
の
考
察
に
際
し
て
、
意
味
の
現
象

を
三
つ
の
方
向
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

対
象
が
有
す
る
固
有
の
内
実
意
味
、
あ
る
い
は
対
象
へ
と
関
わ
る
関
連
の
向
か
う

先
と
し
て
の
内
実
意
味 （G

ehaltssinn

） 

と
、
そ
う
し
た
対
象
へ
の
関
連
の
在
り
方

を
問
題
に
す
る
関
連
意
味 （B

ezugssinn

）、
そ
し
て
そ
う
し
た
関
連
の
成
立
す
る

仕
方
に
外
な
ら
な
い
完
遂
意
味 （V

ollzugssinn

） 

の
三
つ
で
あ
る
。
意
味
の
現
象

を
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
先
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
が

限
定
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
結
果
か
ら
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
意
味
の

発
生
、
成
立
の
場
面
を
自
由
に
、
開
き
、
開
放
す
る
、
そ
の
場
面
が
完
遂
意
味
と

し
て
問
題
に
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
世
界—

内—

存
在
が
こ
う
し
た
関
連
構
造
を
も
つ
「
も
の
」
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
再
び
世
界—

内—

存
在
と
い
う
一
つ
の
存
在
者

と
し
て
、
あ
た
か
も
直
前
に
あ
る
事
物
と
同
様
の
意
味
理
解
の
地
平
で
受
け
取
ら

れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
日
常
性
に
お
け
る
世
界—

内—

存
在
と
し
て
存
在
す
る
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限
り
、
常
に
既
に
、
そ
の
よ
う
な
出
来
合
い
の
解
釈
、
被
解
釈
性
へ
の
頽
落
を
避

け
る
の
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
先
に
与
え
ら
れ
て
い
る
構
造
に
基

づ
い
て
、
個
々
の
事
物
、
個
々
の
出
来
事
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
意
味
の

根
源
的
可
能
性
を
開
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
分
析
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
知
の
批
判

的
考
察
と
い
う
こ
と
で
何
が
考
え
ら
れ
る
か
、
簡
単
に
要
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

『
存
在
と
時
間
』
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
事
物
に
つ
い
て
の
理
論
的
認
識
を
、
そ

し
て
科
学
的
認
識
を
、
現
存
在
の
事
物
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
関
連
の
中
心
的
で

主
要
な
働
き
と
は
捉
え
て
い
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
日
常
的
世
界
に
お
け
る
配
慮
的
交
渉
を
基
礎
と
し
、
そ
の
変
様

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
何
ら
か
の
限
定
を
既
に
受
け
て
し

ま
っ
て
い
な
い
日
常
性
に
お
け
る
知
、
既
に
注
目
し
た
こ
と
で
言
え
ば
、「
自
然
的

な
世
界
概
念
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
そ
の
難
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て

問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
問
わ
れ
て
い
る
問
題
は
偶
然
的
な

科
学
の
水
準
と
結
果
を
基
に
す
る
科
学
の
批
判
で
は
な
く
、
特
定
の
事
象
の
な
か

に
先
ん
じ
て
跳
び
込
む
生
産
的
論
理
学
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
解
明
で
き
る
よ
う

な
主
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
既
に
限
定
を
受
け
て
い
る
科
学
を
前
提
し
、
そ
れ

を
現
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
見
方
、
基
準
に
よ
っ
て
評
価
し
た
り
批
判
す
る
こ

と
が
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
も
っ
と
も
身
近
な
日
常
性
に
ま
で
広
げ
ら
れ
た
知
、

開
示
性
を
、
意
味
が
発
生
す
る
当
の
状
況
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
知
の
限
定
、
限
界
を
捉
え
る
こ
と
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
哲
学
は
神
学
、
つ
ま
り
実
証
科
学
の
諸
根
本
概
念
の
存
在
的
で
、
さ
ら

に
前
キ
リ
ス
ト
教
的
な
内
実
に
と
っ
て
、
形
式
的
な
も
の
を
提
示
す
る
存
在
論
的

な
可
能
な
修
正
機
構
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
、
修
正
の
働
き
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
れ
は
、
自
明
で
固
定
し
た
意
味（
被
解
釈
性
）が
、
事
象
を
予
め
限
定
す

る
こ
と
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

既
に
言
及
し
た
生
産
的
論
理
を
語
る
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
歴
史
学
の

場
合
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
場
合
哲
学
的
に
主
要
な
こ
と
は
、
歴
史
学

の
概
念
形
成
の
理
論
で
も
な
く
、
ま
た
歴
史
学
的
認
識
の
理
論
で
も
な
く
、
歴
史

学
の
客
観
と
し
て
の
歴
史
の
理
論
で
す
ら
も
な
い
。
そ
れ
は
本
来
的
に
歴
史
的
な

存
在
者
を
そ
の
歴
史
性
へ
向
け
て
解
釈
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
七

十
二
節
で
概
念
形
成
や
認
識
論
的
解
明
で
は
歴
史
が
た
だ
客
観
と
し
て
の
み
接
近

し
え
る
も
の
と
な
り
、
根
本
現
象
が
取
り
返
し
よ
う
な
い
仕
方
で
脇
に
押
や
ら
れ

る
と
い
う
と
き
、
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意
味
す
る
科
学
批
判
の
意
味
が
明
ら

か
に
見
て
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
論
的
な
接
近
は
、
歴
史
学
的
客
観
化
を
根

拠
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
的
な
も
の
に
関
す
る
根
本
概
念
が

既
に
知
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
客
観
化
が
な

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
歴
史
的
な
存
在
者
の
存
在
様
式
か
ら
歴
史
へ
と
迫
る
と
い
う

こ
と
は
、「
歴
史
的
な
も
の
」
と
い
う
現
象
が
そ
の
意
味
を
ま
さ
に
充
実
す
る
そ
の

時
間
へ
と
先
ん
じ
て
地
平
を
開
く
姿
勢
と
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

根
拠
が
以
下
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

先
駆
に
基
づ
く
時
間
性
が
、
完
遂
意
味
を
解
明
す
る
根
拠
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
歴
史
性
の
根
本
機
構
を
論
ず
る
な
か
で
、「
死
へ
の
先
駆
だ
け
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が
、
す
べ
て
の
偶
然
で
『
暫
定
的
な
』
可
能
性
を
駆
逐
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
を
さ
ら
に
充
全
に
述
べ
れ
ば
、
本
来
的
で
有
限
な
時
間
性
だ
け
が
、「『
お
の

れ
の
時
代
』（
〉seine Z

eit

〈
） 

に
対
し
て
瞬
視
的
に
在
り
え
る
」
と
い
う
点
で
本

来
的
な
歴
史
性
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
お
の
れ
の
時
代
に
対
し
て
瞬
視
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
を
、
第
一
篇
の
予
備
的

分
析
が
遂
行
し
た
現
存
在
の
日
常
的
世
界
と
ど
の
よ
う
な
違
い
を
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

日
常
的
な
現
存
在
は
、
自
ら
の
時
代
の
平
均
的
で
公
開
的
な
被
解
釈
性
の
う
ち

に
行
き
渡
っ
て
い
る
実
存
可
能
性
に
基
づ
い
て
自
己
を
理
解
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
本
来
的
な
実
存
的
理
解
は
、
先
に
示
し
た
こ
と
に
関
係
さ
せ
る
な
ら
ば
、
あ
る

種
の
修
正
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
そ
の
都
度
、
被
解
釈
性
か
ら
、
被
解

釈
性
に
反
抗
し
つ
つ
、
し
か
も
被
解
釈
性
の
為
に
、
覚
悟
し
て
選
ば
れ
た
可
能
性

を
つ
か
み
取
る
」
の
で
あ
る
。
自
明
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
る
被
解
釈
性
を
そ

の
ま
ま
受
け
取
る
の
で
も
な
く
、
か
と
言
っ
て
そ
う
し
た
被
解
釈
性
に
全
面
的
に

背
を
向
け
、
そ
れ
か
ら
抜
け
出
す
の
で
も
な
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
違
い
こ
そ
、

存
在
的
な
知
に
対
し
て
哲
学
が
果
た
し
え
る
修
正
機
構
の
役
割
と
言
え
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
関
連
意
味
を
そ
の
ま
ま
に
関
連
意
味
と
し
て
捉
え
て

お
く
の
で
な
く
、
む
し
ろ
関
連
意
味
の
う
ち
に
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
傾
向
を

そ
の
つ
ど
特
有
の
仕
方
で
形
成
す
る
完
遂
意
味
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
を
特
色
づ
け
る
「
世
界
像
」
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
通
常
の
見
方
、
す
な
わ
ち
人
間
が
自
己
を
自
己
自
身
へ
と
解
放
し
た

こ
と
に
お
い
て
、
中
世
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
す
る
見
方
で
は
十
分
捉
え
ら

れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
決
定
的
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
近
世
の
知
が
表
象 

（das

V
orstellen

） 

と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
表
象
す
る
こ
と
は
直
前
に
在
る
も
の （das

V
orhandene

） 

を
向
き
合
っ
て
立
つ
も
の
と
し
て
、
表
象
す
る
も
の
の
前
に 

（vor

sich

）、
そ
れ
に
向
け
て （auf sich zu

） 

関
係
づ
け
、
そ
し
て
自
己
と
の
連
関
の
う

ち
へ
決
定
的
に
押
し
返
す
こ
と
で
あ
る
。
世
界
が
像
に
な
る
こ
と
と
人
間
が
存
在

者
の
な
か
で
主
観
と
な
る
こ
と
と
は
同
一
の
出
来
事
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
が
主
観
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
や
古
代
の
場
合

と
は
異
な
っ
た
位
置
を
人
間
が
存
在
者
の
間
で
占
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
単
に
「
空
間
的
な
」
位

置
関
係
の
違
い
の
問
題
で
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
表
象 （vorstellen

）

の
意
味
を
充
全
に
把
握
す
る
に
は
「
自
ら
の
前
の
方
へ
、
自
ら
に
向
く
よ
う
に
立

た
せ
る
」（das vor sich hin und zu sich her S

tellen

） 

と
し
て
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
は
こ
と
さ
ら
関
係（
関
連
）づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
表
象
に
は
「
先
回
り
し
て
そ
し
て
常
に （im

 voraus

und ständig

） 

表
象
さ
れ
る
も
の
に
確
証
を
持
つ
」
と
い
う
時
間
的
な
関
わ
り
の
意

味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
表
象 （V

orstellen

） 

の
前 （V

or

） 

は
、
こ
の
意
味
で
、
空

間
的
な
前
だ
け
で
な
く
、「
予
め
」、「
よ
り
先
に
」
と
い
う
時
間
的
な
意
味
を
伴
っ

て
い
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
修
正
の
意
味
を
持
つ
よ
う
な
完
遂
意
味
は
、「
世
界
像
の
時
代
」
で

は
ど
こ
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
講
演
の
終
り
で
、
あ
ら

ゆ
る
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
事
物
の
周
囲
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
見
え
ざ
る
影
と
し
て
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の
計
算
し
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
短
く
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
今
日
の

者
に
は
知
る
こ
と
が
拒
ま
れ
て
い
る
も
の
を
差
し
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

時
代 

（das Z
eitalter

） 

の
単
な
る
否
定
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
限
り
、
こ
の

拒
む
も
の
を
経
験
し
、
熟
慮
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
歴
史
の
瞬
間（
瞬
視
）に
対

し
て
眼
を
閉
じ
る
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
『
存
在
と

時
間
』
の
歴
史
性
の
考
察
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
思

惟
し
進
め
る
熟
慮 （vordenkend bedenken

） 

の
み
が
、
歴
史
的
人
間
の
原
初
的
本

質
に
別
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
え
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
思
惟

し
進
め
る
こ
と
の
「
前
」 （vor

） 

に
、
そ
し
て
備
え
を
な
す（vorbereiten

） 

こ
と
の

「
前
」 （vor

） 

に
、『
存
在
と
時
間
』
で
先
駆
が
担
っ
て
い
た
完
遂
意
味
の
方
向
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
精
察

（B
esinnung

） 

に
よ
っ
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に
意
味
の
成
立
の
場
面
に
立
つ

こ
と
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
世
界
像
の
時
代
」
は
、
基
本
的
に
『
存
在
と
時

間
』
の
分
析
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
現—

存
在
の
構
造
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
時
代
の
と
の
関
わ
り
に
あ
る
世

界—

内—

存
在
が
全
体
性
の
問
い
を
問
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の

場
合
も
、
近
代
の
科
学
を
問
う
考
察
が
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
の
比
較
論
的
な
考
察

に
終
ら
せ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
現-

存
在
の
存
在
論
的
な
考
察
を
遂
行
し
て
い

る
か
ら
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

1

 （ 

）
筆
者
は
本
論
考
で
も
こ
の
視
点
を
一
貫
し
て
固
持
し
た
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
に
基
づ
く
近
代
の
見
方
を
理
解
す
る
、
あ
る

い
は
示
す
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
哲
学
的
に
」
近
代
の
問
題
を
ど

の
よ
う
な
「
方
法
的
な
」
準
備
を
も
っ
て
、
自
覚
的
に
問
う
て
い
る
か
を
考
え
、
ま
た

そ
こ
か
ら
反
転
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
哲
学
的
な
思
惟
と
は
ど
の
よ
う
な
事
柄

な
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大

胆
な
構
想
を
持
ち
な
が
ら
、
現
実
に
は
思
っ
た
よ
う
な
十
分
な
根
拠
付
け
を
示
す
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
そ
う
し
た
解
釈
の
可
能
性
だ
け
を
不
十
分
な
が

ら
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
（ 

）
日
本
語
で
は
ま
ず
殆
ど
こ
の
訳
が
定
訳
と
な
っ
て
お
り
、
英
語
で
も T

he A
ge of the

W
orld V

iew
 

（tr. by M
. G

reene

）, cf. W
.J. R

ichardson; H
eidegger—

T
hrough

P
henom

enology to T
hought, T

he H
ague, 1974, p.690. 

ま
た J.L

. M
ehta: T

he

philosophy of M
artin H

eidegger, N
ew

 Y
ork, 1971, p.261. 

あ
る
い
は T

he A
ge of

the W
orld P

icture （D
reyfus; B

eing-in-the-w
orld, p.362.

） 

と
い
う
訳
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
も
「
時
代
」
で
あ
っ
て 「
時
間
」
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

3
（ 

）
安
藤
孝
行
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
』、
公
論
社
、
一
九
七
五
。

4
（ 

）
こ
の
問
題
こ
そ
、
存
在
論
の
主
題
を
考
察
す
る
際
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
執
拗
に
問
題

に
す
る
循
環
の
問
題
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
二
三
年
の
講
義
「
存

在
論（
事
実
性
の
解
釈
学
）」
に
お
い
て
、
事
実
性
と
解
釈
学
の
関
係
は
対
象
と
論
じ
方

と
の
関
係
で
は
な
い
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
拙
論

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
哲
学
を
」『
近
世
哲
学
研
究
』
創
刊
号
参
照
。

5
（ 

）

M
artin H

eidegger; Sein und Z
eit, S

.39. 

全
集
版
で
は
五
二
頁
。
以
下
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
著
作
の
引
用
は
全
集
版
の
巻
数
と
頁
数
で
示
す
。
こ
の
場
合
は
二—

五
二
と
な

る
。

6
（ 
）
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
語
訳
は
『
存
在
と
時
間
』
か
『
有
と
時
』
で
あ
る
。（
和
辻

哲
郎
は
『
有
と
時
間
』
と
し
て
い
る
。）他
方
、
英
語
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
そ
れ
ぞ
れ
、

tim
e, tem

ps 

は
時
間
と
い
う
意
味
と
時
代
、
年
代 age, era; age 

の
両
方
を
意
味
す

る
。

7
（ 

）
六
○—
六
五
。
更
に
ま
た
、
良
心
現
象
に
関
し
て
通
俗
的
な
負
い
目
現
象
が
抜
け
落
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ち
る
必
要
を
述
べ
た
『
存
在
と
時
間
』
の
議
論
を
も
参
照（
二—

三
七
六
）。

8
（ 
）
こ
の
よ
う
に
非
本
来
性
、
あ
る
い
は
隠
蔽
に
基
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
正
し
く
示
し
、

そ
の
中
か
ら
本
来
性
を
、
非
隠
蔽
性
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
重
視
し
た
「
形
式
的
な
も
の
の
挙
示
」
と
い
う
方
法
の
意
味
で
あ
る
。
形
式
的

な
面
で
挙
示
す
る
と
は
、「
語
ら
れ
る
も
の
が
『
形
式
的
な
も
の
』
と
い
う
性
格
を
帯

び
て
い
る
こ
と
、
非
本
来
的
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
「
非
」
の
う
ち
に
同
時
に
積

極
的
に
指
示
が
含
ま
れ
る
、
そ
の
よ
う
に
挙
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。」「『
形
式
的
な
も

の
』
は
挙
示
さ
れ
た
も
の
の
根
源
的
な
充
実
と
い
う
時
熟
の
完
遂
に
と
っ
て
の
『
着
眼

点
』
を
与
え
る
。」（
六
一—
三
三
）

9
（ 

）
実
際
は
、
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
決
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
欄
外
へ
の
注

記
参
照（
二—

一
三
二
）。

10
（ 

）
二—

一
七
六

11
（ 

）
二—

七
一

12
（ 

）
た
と
え
ば
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。D
reyfus; B

eing-in-the-

w
orld, C

am
bridge M

ass., 1991,  p.299. 

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
第
二
篇
の
主
題
の
多

く
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
得
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
解
釈
、
つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
考
え
を
合

わ
せ
た
も
の
と
い
う
理
解
は
意
外
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
あ
る
方
法
を
別
な
特
定
の
内
容
に
応
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
思
惟
の
な
か
に
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
し
、
死
や
覚
悟
性
と
い
う
「
主
題
」

も
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
得
た
内
容
と
す
る
よ
り
も
、
方
法
の
考
察
と
し
て
の
主
題

と
考
え
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

13
（ 

）
二—

三
○
七

14
（ 

）
二—

五
○
五

15
（ 

）
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
第
一
篇
で
は
現
存
在
が
人
間
の
在
り
方
を
意
味
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
第
二
篇
で
は
む
し
ろ
個
々
の
人
間
の
在
り
方
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い

る
。D

reyfus, p.14.

16
（ 

）
二—

一
三
○

17
（ 

）
二—

四
七
八

18
（ 

）
五—

七
七

19
（ 

）
五—

九
○

20
（ 

）
こ
の
場
合
、
変
様
は
「
理
解
の
内
で
理
解
さ
れ
る
眼
前
に
あ
る
存
在
者
の
存
在
様
式

の
変
換
」
な
ど
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
で
も
、
ほ
ぼ
同
一
の
問
題

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
二—

四
七
八
を
参
照
。

21
（ 

）
し
か
も
こ
れ
が
重
大
な
問
い
で
あ
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
の
こ
と
を
、
現

象
学
の
理
念
が
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
展
開
さ
れ
る
中
心
的
問
題
群
の
解
明
を
準
備
す

る
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
る
。
二—

四
七
二
。

22
（ 

）
五—

七
五

23
（ 

）
五—

一
一
○

24
（ 

）
五—

一
○
九
以
下

25
（ 

）
二—

四
七
九

26
（ 

）
五—

八
六

27
（ 

）
五—

八
四

28
（ 

）
二—

四
七
九

29
（ 

）
五—

七
八

30
（ 

）
二—

四
七
八

31
（ 

）
五—

七
八
以
下

32
（ 

）
二—

四
八
四

33
（ 

）
五—

八
八

34
（ 

）
こ
れ
を
考
え
る
場
合
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
科
学 （W

issenschaft

） 

が
、
そ
れ
自

体
と
し
て
決
し
て
否
定
的
、
消
極
的
に
見
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
な
面
に
お

い
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
「
世
界
像
の
時
代
」
で
は
、
科
学
は
研
究
と
い
う
形
の
近
代
の
科
学
と
し
て
、
む
し

ろ
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
が
な
い
知
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
明

か
で
あ
る
。
他
方
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
日
常
的
な
世
界—

内—

存
在
の
道
具
と
の

交
渉
か
ら
理
論
的
認
識
へ
の
変
様
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
、「
世
界
像
の
時
代
」

で
は
近
代
の
科
学
が
ギ
リ
シ
ア
や
中
世
の
知
と
の
違
い
の
点
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
日
常
的
現
存
在
と
ギ
リ
シ
ア
の
知
と
に
見
ら
れ
る
違
い
も
見
落
と
す
こ
と
は
で

き
な
い
。

35
（ 

）
二—
四
七
五

36
（ 

）
二—
四
八
○

37
（ 

）
五—

九
○
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38
（ 
）
五—

一
○
四

39
（ 
）
五—

八
七

40
（ 

）
五—

一
○
八

41
（ 

）
九—
六
四
以
下

42
（ 

）
二—
一
四

43
（ 

）
二—

一
四

44
（ 

）
二—

四
九
六

45
（ 

）
二—

五
○
四

46
（ 

）
こ
れ
が
「
世
界
像
の
時
代
」
の
な
か
で
「
人
間
学
と
は
す
で
に
人
間
が
何
物
で
あ
る

か
を
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
間
が
誰
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
の
で
き
な
い
科
学
で

あ
る
」（
五—

一
一
一
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
問
題
に
外
な
ら
な
い
。
ま
た 

M
.

H
eidegger; V

orträge und A
ufsätze, P

fulliegen, 1990, S
.61f.  

参
照
。

47
（ 

）
二—

五
○
七

48
（ 

）
二—

五
○
九

49
（ 

）
二—

五
○
七

50
（ 

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
六
一—

一
○
○
参
照
。

51
（ 

）
五—

八
七

52
（ 

）
五—

九
一

53
（ 

）
五—

九
二

54
（ 

）
五—

九
一

55
（ 

）
五—

一
○
八

56
（ 

）
五—

九
五

57
（ 

）
五—

九
六

58
（ 

）

H
eidegger; V

orträge und A
ufsätze, S

.64.


