
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

間接的方法としての内部存在論 : 後期メルロ=ポン
ティの方法論

円谷, 裕二
九州大学大学院人文科学研究院 : 教授 : 哲学

https://doi.org/10.15017/1448750

出版情報：哲学論文集. 42, pp.1-26, 2006-09-30. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



は
じ
め
に

｢

哲
学
の
可
能
性｣

と
題
さ
れ
た
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
講
義
要
録
の
中
で
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

『

根

拠
律』

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
根
拠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢〈

存
在〉�������
に
つ
い
て
…
…
言
い
う
る
こ
と
は
、〈

存
在〉

と

は
、
己
れ
の
外
部
に
原
因
を
も
た
ず
、
ま
し
て
や
自
己
原
因
で
は
な
く
、
無
根
拠�������������
で
あ
り
、
原
理
上
一
切
の
根
拠
の
不
在
で

・
・
・

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る｣

(��
154�155)

。
ま
た

『

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の』

(

以
下

『

遺
稿』

と
略
記)

の
後
半
部
の

｢

研
究
ノ
ー

ト｣

に
は
次
の
断
片
が
あ
る
。｢

私
は
、
進
化
論
的
見
方
に
代
え
て
、
見
え
る
も
の
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
提
唱
す
る
。
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
こ
う
で
あ
る
。
内
部
時
間
と
内
部
空
間
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て
あ
る
の
は
、
も
は
や
、
起
源
の
問
題
で
も
、
極
限
の
問
題

・
・

・
・

で
も
、
第
一
原
因
へ
向
か
う
出
来
事
の
系
列
の
問
題
で
も
な
く
、
た
だ
一
つ
、
永
遠
に
続
く

〈

存
在〉

の
炸
裂
だ
け
で
あ
る｣

(��
318)

。

哲
学
は
根
源
へ
の
問
い
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
根
源
を
あ
ら
か
じ
め
措
定
し
て
そ
こ
か
ら
世
界
や
自
己
を
導
き
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
と
い

間接的方法としての内部存在論

― 1―

間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論

円

谷

裕

二

後
期
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
方
法
論



う
の
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
問
い
か
け
を
恣
意
的
に
断
念
し
な
い
か
ぎ
り
、
当
の
根
源
の
さ
ら
な
る
根
源
へ
の
問
い
が
有
意
味
な
問
い
と
な
り
、

無
限
後
退
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
哲
学
は
、
あ
ら
か
じ
め
或
る
一
定
の
目
的
を
措
定
し
て
世
界
や
自
己
を
そ
れ
へ
と
終
局

さ
せ
る
目
的
論
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
っ
た
よ
う
に
、｢

徹
底
し
た
目
的
論
は
逆
立
ち
し
た
機
械
論
に
す
ぎ
な
い｣

か
ら

で
あ
る

(

１)
。

そ
れ
で
は
、
第
一
原
因
も
究
極
目
的
も
さ
ら
に
は
自
己
原
因
を
も
措
定
し
え
な
い
状
況
の
中
で
、
根
源
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
と
は
ど
の
よ
う

な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
の
対
象
と
そ
の
方
法
は
相
即
的
だ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、｢

永
遠
に
続
く

〈

存
在〉

の
炸
裂｣

の
よ
う
に
、
問
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
究
極
的
な
根
拠
や
原
因
や
目
的
を
も
た
な
い
場
合
に
、
問
わ
れ
て
い
る
も
の
の
根
源
に
対
す
る
問
い
か
け

は
ど
の
よ
う
な
営
み
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
問
わ
れ
て
い
る

〈

存
在〉

が
己
れ
の
外
部
を
も
た
な
い
た
め
に
、
問
い

か
け
る
こ
と
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る〈
存
在〉

に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、『

遺
稿』

に
お
い
て
、｢
真
理
の
起
源｣

(��
219�222)

の
問
題
を
根
本
課
題
に
据
え
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
そ
の

起
源
が

｢

無
根
拠｣

で
あ
る
こ
と
を
も
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
。
彼
の
存
在
論
は
、
問
い
に
対
す
る
明
確
な
応
答
の
な
い
状
況
の
中
で
問
い
か
け

る
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、『

遺
稿』

に
お
い
て
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が
自
ら
の
哲
学
＝
存
在
論
の
方
法
を
、
す
な
わ
ち

｢

永
遠
に
続
く

〈

存
在〉

の
炸

裂｣

と
し
て
の

｢

直
接
的
な
も
の
へ
の
還
帰｣

(��
266)

の
方
法
を
、
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
先
ず
本
稿
第
一
章
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が
自
ら
の
方
法
論
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
過
去
の
哲
学
者
た
ち
と

格
闘
し
た
そ
の
有
様
を
描
出
し

(

第
一
節
か
ら
第
四
節)

、
第
二
章
で
は
、
彼
の
方
法
論
の
核
心
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
解
釈
を
試
み
て
み
た
い

(

第
五
節
か
ら
第
九
節)

。
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第
一
章

近
代
哲
学
の
批
判
と
内
部
存
在
論

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
自
ら
の
存
在
論
の
方
法
を

｢

哲
学
的
問
い
か
け��������������������������｣

(��
15�
170)

と
呼
ぶ
が
、

そ
れ
を
ま
た
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
て
い
る
。
例
え
ば
、｢

内
部
存
在
論｣
(��

279)

、｢

間
接
的
方
法｣

(��
233)

、｢

否
定
哲
学｣

(��
233)

、

｢

超
反
省�������������

｣
(��

61)

、｢

超
弁
証
法����������������｣
＝｢

総
合
な
き
弁
証
法｣

＝｢

よ
き
弁
証
法｣

(��
129)

、｢

遠
方
の
思

考
、
地
平
の
思
考｣

(��
169)

等
々
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
名
称
こ
そ
違
う
が
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
す
べ
て｢

哲
学
的
問
い
か
け｣

の
別
名
と
解
し
う
る
。
こ
れ
ら
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
伝
統
的
哲
学
の
方
法
と
の
対
照
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
独
自
の
言
葉
で
あ
り
、
例
え
ば
、
内

部
存
在
論
に
は
科
学
主
義
な
ど
の

〈
外
部
か
ら
の
思
考〉

、
間
接
的
方
法
に
は

｢

直
接
的
存
在
論｣

(��
233)

、
否
定
哲
学
に
は

｢

肯
定
主
義｣

(��
169)

、
超
反
省
に
は

｢

反
省
哲
学｣
(��

53)

、
超
弁
証
法
に
は

｢

悪
し
き
弁
証
法｣

(��
129)

、
遠
方
の
思
考
＝
地
平
の
思
考
に
は
本

質
主
義
と
直
観
主
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
方
法
論
の
議
論
を
、『

遺
稿』

前
半
部
の
草
稿
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
に
か
け
て

｢

哲
学
的
問
い
か
け｣

と
い
う
共
通
の
表
題
の
も
と
に

展
開
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
草
稿
と
は
言
え
、
彼
の
書
き
残
し
た
断
片
を
単
に
日
付
順
に
羅
列
し
た
後
半
部
の

｢

研
究
ノ
ー
ト｣

と
比
べ
れ

ば
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
の
叙
述
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
こ
か
ら
は
彼
の
方
法
論
を
或
る
程
度
明
確
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
箇
所
を
中
心
に
し
な
が
ら

〈

存
在〉

へ
接
近
す
る
彼
の
方
法
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
節

科
学
主
義
の
批
判

メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
は

『

遺
稿』

の

｢

研
究
ノ
ー
ト｣

の
或
る
箇
所
で
、
科
学
の
立
脚
す
る
存
在
論
と
反
省
哲
学
の
そ
れ
と
を
と
も
に
批
判
し

て
い
る
。｢

常
に
外
部
か
ら
、
宇
宙
観
察
者
の
視
点
か
ら
世
界
を
見
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
因
果
的
思
考
を
廃
棄
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
視
点

・
・
・
・

間接的方法としての内部存在論
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は
、
反
定
立
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
れ
と
敵
対
的
で
も
あ
れ
ば
不
可
分
で
も
あ
る
よ
う
な
反
省
的
取
り
上
げ
直
し
の
運
動
を
伴
っ
て
い
る｣

(��

・
・
・

280)
。

こ
の
引
用
に
お
い
て
彼
は
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
二
種
の
思
考
と
し
て
、
外
部
か
ら
の
因
果
的
思
考
と
反
省
哲
学
の

｢

内
在｣

(��
281)

的
思
考
を
挙
げ
て
い
る
。
一
方
は
、
近
代
科
学
が
暗
黙
に
前
提
す
る

｢〈

即
自〉

の
存
在
論｣

(��
279)

に
依
拠
し
、
他
方
は
、
そ
れ
の

｢

反

定
立｣

で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
は
、
近
代
科
学
そ
の
も
の
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
を
課
題
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
科
学
と

｢

敵
対
的
で
あ
り
か
つ
連
帯

的
で
も
あ
る｣

(��
281)

よ
う
な
観
念
論
的
な
反
省
哲
学
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
特
に

『

遺
稿』

第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
、｢

科
学
は

・
・
・
・

知
覚
的
信
念
を
前
提
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
解
明
す
る
の
で
は
な
い｣

と
い
う
表
題
の
も
と
に
、
他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
同
第
三
節

｢

知

覚
的
信
念
と
反
省｣

に
お
い
て
、
批
判
的
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
自
身
の
内
部
存
在
論
を
照
射
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

本
節
で
は
、
科
学
の
前
提
す
る
存
在
論
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
と
言
っ
て
も
、
十
九
世
紀
ま
で
の
近
代
科
学

と
二
十
世
紀
以
降
の
量
子
力
学
に
代
表
さ
れ
る
現
代
科
学
と
で
は
同
断
に
論
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の

不
確
定
性
原
理
の
出
現
以
来
、
観
察
対
象
へ
の
観
察
者
自
身
の
関
与
が
取
り
ざ
た
さ
れ
、
物
理
学
が
純
粋
に
客
観
的
な
態
度
で
対
象
を
認
識
し
う

る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
大
い
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
自
身
も
、
認
識
論
的
観
点
に
お
い
て
は
、
科
学
に

対
し
て
両
義
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
存
在
論
的
に
は
、
科
学
は
、
現
代
に
お
い
て
さ
え
依
然
と
し
て
、｢〈

宇
宙
観
察
者〉

と
そ
の
相
関
者
で
あ
る

〈

大
客
観〉

と

を
仮
定
す
る
存
在
論｣

(��
32)

と
い
う
偏
見
を
維
持
し
そ
れ
に
立
脚
し
て
い
る
。
現
代
科
学
で
さ
え
も
、
存
在
論
的
に
は
あ
く
ま
で
も
、
近

代
科
学
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
客
観
的
世
界
の
分
節
を
あ
り
の
ま
ま
に
忠
実
に
反
映
す
る
も
の
だ
と
い
う

｢

即
自
の
存
在
論｣

に
依
拠
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
主
観
を
も
、｢

客
観
的
空
間
性
と
い
う
意
味
で
の

[

即
自
的]

世
界
の
中
に
あ
る
も
の｣

(��
280)

、
つ
ま

り

｢〈

大
客
観〉

の
諸
部
分
な
い
し
諸
契
機｣

(��
31)

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
科
学
は
即
自
存
在
の
模
写
な
い
し
投
影

図
で
あ
り
、｢

わ
れ
わ
れ
は

〈

物
そ
れ
自
身〉

に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
世
界
に
対
し
て
絶
対
的
な
上
空
飛
行
の
能
力
を
も
っ
て
い
る｣

― 4 ―



(��
33)

と
い
う
、
近
代
科
学
以
前
に
ま
で
も
遡
り
う
る
よ
う
な
人
類
に
と
っ
て
の
根
強
い
自
然
的
確
信
の
も
と
に
、
科
学
は
、
自
ら
の
自
然

探
究
を
遂
行
し
て
い
る
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
科
学
の
こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
態
度
の
最
大
の
難
点
の
一
つ
は
、
科
学
が
、
即
自
的
に
完
結
し
て
い
る
世
界

を
精
密
に
転
写
す
る
の
だ
と
標
榜
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
科
学
を
実
際
に
遂
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、｢

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
住
み
着
い
て
い
る

公
平
な
観
察
者｣

(��
31)

自
身
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
例
外
的
存
在
者
と
見
な
し
て
科
学
的
探
究
の
埒
外
に
置
き
、
そ
の
存
在
者
の
存
在
の

意
味
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
こ
と
さ
え
し
な
い
と
い
う
点
に
存
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、｢

科
学
が
ど
れ
ほ
ど
…
…
前
科
学
に
根
付
い
て
い
て
、
存・

在
の
意
味
へ
の
問
い
に
は
無
頓
着
で
あ
る
か
を
十
分
に
示
し
て
い
る｣

(��
33

強
調
は
原
著
者)

。

・
・
・
・

と
こ
ろ
が
他
方
、
存
在
論
と
し
て
の

｢

哲
学
は
、
問
う
者
自
身
が
そ
の
問
い
に
よ
っ
て
巻
き
添
え
に
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
問
い
の
総
体

で
あ
り｣

(��
47)

、｢

内
部
存
在
論
は
、〈

即
自〉

の
存
在
論
の
乗
り
越
え
な
の
で
あ
る｣

(��
279)

。
科
学
は
、
自
ら
の
描
く
さ
ま
ざ
ま
な
世

界

(

宇
宙)

像
を
こ
れ
ら
の
像
の
背
後
に
あ
る
即
自
的
存
在
の
正
確
な
投
影
図
と
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、｢

こ
れ
ら
の
視
像
と
こ
れ
ら
の
相
互
の

側
面
的
な
含
み
合
い
こ
そ
が
ま
さ
に
実
在���������な
の
で
あ
り｣

、
実
在
＝〈

存
在〉

と
は
、｢

こ
れ
ら
視
像
の
共
通
の
骨
組
み
で
あ
り
、
核
で
あ
っ

て
、
こ
れ
ら
視
像
の
背
後
に
あ
る
何
も
の
か
で
は
な
い｣
。〈

存
在〉

は
、
領
野
と
し
て
の

｢

次
元
性
そ
の
も
の｣

で
あ
っ
て
、
世
界
観
察
者
の
外

部
的
思
考
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、｢

私
の
知
覚
に
よ
っ
て

[
内
部
か
ら]

十
分
に
接
近
可
能
な
の
で
あ
る｣

(��
280)

。

た
だ
し
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
科
学
の
存
在
論
を
批
判
す
る
一
方
で
、『

遺
稿』

の

｢

研
究
ノ
ー
ト｣

の
或
る
箇
所
で
は
、

内
部
存
在
論
の
中
で
の
或
る
一
定
の
役
割
を
当
の
科
学
自
身
に
対
し
て
も
認
め
て
い
る

(

２)

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
科
学
的
に
措
定
さ
れ
た
客
観
の
存
在
論

的
価
値
を
疑
問
に
付
す
た
め
に
は
、
確
か
に
前
科
学
へ
の
還
帰
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
還
帰
そ
の
も
の
が
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
目

的
な
の
で
は
な
く
、｢

生
活
世
界����������
の
回
復
、
そ
れ
は
、
科
学
の
客
観
化
そ
れ
自
身
が
、
或
る
意
味
を
も
っ
て
お
り
真
な
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
或
る
次
元
の
回
復
だ｣

(��
236)

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
内
部
存
在
論
が
科
学
の
即
自
存
在
論

と
の
単
な
る
二
者
択
一
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

間接的方法としての内部存在論
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第
二
節

反
省
哲
学
の
批
判
と
超
反
省

本
節
で
は
、『

遺
稿』

第
一
章
第
三
節

｢

知
覚
的
信
念
と
反
省｣

に
即
し
な
が
ら
、
反
省
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

科
学
と
不
可
分
に
連
関
す
る
反
省
哲
学

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
特
に
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

は
、
科
学
の
外
部
的

思
考
を
、｢
内
在｣

の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
を
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。

科
学
の
存
在
論
が
即
自
的
世
界
と
そ
の
観
察
者
と
の

｢

外
的
関
係｣

に
基
づ
く
の
に
対
し
て
、
科
学
と
敵
対
し

｢

全
く
観
念
的
で
精
神
的
で
さ

え
あ
る
内
在
の
反
定
立｣
に
立
脚
す
る
反
省
哲
学
は
、
知
覚
す
る
私
を

｢

知
覚
す
る
と
い
う
思
考������������������｣

と
見
な
し
、
ま
た

・
・

知
覚
さ
れ
る
世
界
を

｢

思
考
さ
れ
る
物｣

(��
53)

と
見
な
す
。
つ
ま
り
反
省
哲
学
は
、｢

受
肉
し
た
主
体
を
超
越
論
的
主
観
に
、
そ
し
て
世
界

の
実
在
性
を
理
念
性
に
転
換｣

(��
52)

し
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
で
い
か
な
る
哲
学
で
あ
れ
、
自
ら
の
立
場
こ
そ
が
自
己
と
世
界
の
関
係
に
関
す
る
真
理
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
反
省
哲
学
自

身
も
ま
た
当
然
の
ご
と
く
、
自
ら
の
見
解
こ
そ
が
根
源
的
な
真
理
の
表
現
だ
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、｢

反
省
哲
学
は
、
わ
れ
わ
れ
と
世
界
と
の

母
な
る
絆
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、[

先
ず]
そ
の
絆
を
解
体
し
て
、[

次
に]

そ
れ
を
再
び
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
つ
ま
り
、
そ
の

・
・
・
・

絆
を
構
成
し
そ
れ
を
模
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
は
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る｣

(��
54)

。
こ
う
し
て
反
省
哲
学
は
、
前
反
省
的
に

与
え
ら
れ
て
い
る
私
と
世
界
と
の
関
係
と
し
て
の
所
産
的
な
も
の
を
、
原
初
の
能
産
的
な
も
の
か
ら
再
構
成
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
所
産
的
な
も
の
が

あ
ら
か
じ
め
構
成
さ
れ
て
来
た
道
と
全
く
同
じ
道
を
単
に
逆
か
ら
辿
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
自
己
理
解
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
知
覚
か
ら
峻
別
さ
れ
た
思
考
に
よ
る
こ
の
再
構
成
が
、
私
と
世
界
の

｢

母
な
る
絆｣

の
回
復
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を

｢

思
考
と
そ
の
対
象
の
関
係
、
コ
ー
ギ
ト
ー
と
コ
ー
ギ
タ
ー
ト
ゥ
ム
の
関
係｣

(��
57)

と
い
う
観
念
論
的
な
内
在
的
関
係
に
変
え
る

｢

二
次
的

操
作｣
(��

55)

に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
、
反
省
哲
学
自
身
が
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、
た
と
え
反
省
哲
学
が
、
自
ら
の
反
省
を
反
省
以
前
の
原
初
的
で
直
接
的
な
も
の
で
あ
る

｢

母
な
る
絆｣

の
再
構
成
だ
と
言
い
立
て
る

と
し
て
も
、
そ
の
反
省
は
、｢

回
復
の
努
力
と
し
て
の
自
己
自
身｣

な
い
し
反
省
的
運
動
の
中
で
の

｢

自
分
自
身
の
役
割｣

を
、
す
な
わ
ち
、〈

思
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考
す
る
も
の〉

(

デ
カ
ル
ト)

や

〈

超
越
論
的
統
覚〉

(

カ
ン
ト)

そ
れ
自
身
の
在
り
方
を
、
こ
の
運
動
か
ら
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
て
反
省
哲
学
は
、
お
の
れ
の
標
榜
す
る

｢

徹
底
主
義｣

(��
55)

の
掟
を
自
ら
破
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
真
の
反
省
と
は

反
省
の
運
動
そ
の
も
の
を
も
考
慮
に
入
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
反
省
哲
学
は
、
世
界
の
現
実
存
在
に
対
す
る
方
法
的
懐
疑
に
よ
っ
て
、
懐
疑
以
前
に
開
か
れ
て
い
る
世
界
の
知
覚
、
な
い
し
は

｢

世

界
と
の
よ
り
密
か
な
関
係｣

と
し
て
の

｢

世
界
へ
の
開
在
性����������������｣

(��
57)

を
、｢

内
的
関
係｣

(��
62)

に
還
元
し
て

し
ま
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
知
覚
世
界
を
、
知
覚
な
ら
ざ
る
思
考
の

｢

志
向
的
対
象

(

ノ
エ
マ)｣

(��
67)

に
変
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と

同
時
に
、
反
省
す
る
主
観
を
、
脱
身
体
化
し
た
思
考
的
主
観
に
ま
で
高
め
、
そ
う
し
て
つ
い
に
は
、
主
体
相
互
の
差
異
を
超
越
論
的
に
同
一
化
し

て
相
互
主
体
性
や
他
者
の
問
題
を
理
解
困
難
な
も
の
に
さ
え
し
て
し
ま
う
。

第
三
に
、
と
こ
ろ
が
実
の
と
こ
ろ
、｢
反
省

[

哲
学]

は
世
界
が

[

反
省
以
前
に]

あ
ら
か
じ
め
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
絶
え
ず
感
じ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
世
界
の
現
前
に
依
存
し
、
そ
こ
か
ら
己
れ
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
借
り
て
い
る
の
で
あ
る｣

(��
55)

。｢

私
が
世
界
と
他
者

か
ら
私
へ
と
呼
び
戻
さ
れ
、
そ
う
し
て
反
省
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
先
ず
何
よ
り
も
、
私
が
あ
ら
か
じ
め
私
の
外
に
、
世
界
の
う
ち

に
、
他
者
の
そ
ば
に
い
た
か
ら
で
し
か
な
い
し
、
そ
し
て
こ
の
経
験
が
た
え
ず
よ
み
が
え
っ
て
は
私
の
反
省
に
養
分
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る｣

(��
74)

。
反
省
哲
学
は
、｢

事
実
上
の
世
界
を
一
挙
に
超
越
論
的
領
野
に
変
身
さ
せ
る｣

(��
68)

こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
的
世
界
に
お
け
る

知
覚
主
体
と
知
覚
世
界
の
関
係
や
、
相
互
主
体
的
関
係
を
、
つ
ま
り
原
初
的
な
事
実
性
の
次
元
を
飛
び
越
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
忘
却
し
隠
蔽
し

て
し
ま
う
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
以
上
の
理
由
に
基
づ
い
て
反
省
哲
学
を
批
判
し
な
が
ら
、
真
の
反
省
と
し
て
の
超
反
省
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

｢

超
反
省
は
、
自
己
自
身
と
自
分
が
光
景
の
中
に
導
き
入
れ
る
諸
変
化
と
を
と
も
に
考
慮
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
生
ま
な����

物
や
生
ま
な
知
覚
を
見
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
を
消
し
去
っ
た
り
、
ま
た
非
存
在
の
仮
説
に
よ
っ
て
、
知
覚

と
知
覚
物
の
有
機
的
な
絆
を
断
ち
切
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う｣

(��
61)

。

間接的方法としての内部存在論

― 7―



第
三
節

否
定
性
の
哲
学
へ
の
批
判
と
超
弁
証
法

〈
存
在〉

に
対
し
て
外
部
や

｢

内
在｣

か
ら
接
近
し
よ
う
と
す
る
が
た
め
に
か
え
っ
て

｢

存
在
へ
の
開
在
性｣

(��
122)

を
逸
す
る
思
考
法

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
科
学
主
義
や
反
省
哲
学
の
ほ
か
に
、
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
は
、
サ
ル
ト
ル
の

｢

否
定
性
の
哲
学｣

(��
118)

な
い
し

｢

無
と
存
在
の
哲
学｣

(��
122)

を
挙
げ
る
。

｢

存
在
は
あ
り
、
無
は
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
定
式｣

(��
120)

を
掲
げ
る
否
定
性
の
哲
学
は
、｢

無
の
地
の
上
の
充
実
し
た
肯
定
的
存
在｣

か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
省
哲
学
と
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
立
場
に
立
ち
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
反
省
哲
学
と
は
逆
の(

し
か
し
実
は
同
一
の)

理
由
に
よ
っ
て

｢

全
体
化
的
思
考
、
上
空
飛
行
的
思
考｣
(��

121)

に
陥
り
、〈

存
在〉

の
厚
み
や
奥
行
を
看
過
し
て
し
ま
う
。

｢

否
定
的
な
も
の
の
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
肯
定
的
な
も
の
を
内
部
に
置
き
外
部
を
単
な
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
扱
っ
た
反
省
哲
学
の
立
場
を

逆
転
さ
せ
て
、
反
対
に
、
精
神
を
、
外
的
存
在
と
の
接
触
に
よ
っ
て
の
み
生
き
る
純
粋
に
否
定
的
な
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
標
を

通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
。
繰
り
返
し
て
言
う
な
ら
、
今
度
は
逆
の
理
由
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
哲
学
は
、[

反
省
哲
学
と
同
様
に]

知

覚
的
信
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
存
在
へ
の
開
在
性
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う｣

(��
121�122

強
調
は
原
著
者)

。
あ
る
い
は

『

遺
稿』

｢

研
究
ノ
ー

・
・
・
・
・
・
・

ト｣

に
よ
れ
ば
、｢

サ
ル
ト
ル
は
、
垂
直
的
で
は
な
く
即
自
的
な
、
つ
ま
り
は
平
板
で
あ
る
世
界
、
そ
し
て
絶
対
的
な
深
淵
で
あ
る
無
に
と
っ
て

存
在
す
る
世
界
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
に
あ
っ
て
は
奥
行
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い｣

(��
290)

。

肝
腎
な
こ
と
は
、〈

存
在〉

に
対
し
て
、
無
や
外
部
や
思
考
的
内
在
か
ら
接
近
す
る
思
考
で
は
な
く
、｢〈

存
在〉

の
中
で
働
き
な
が
ら

〈

存
在〉

に
接
触
し
て
い
る
思
考｣

(��
125)

あ
る
い
は

｢

状
況
の
思
考｣
で
あ
り
、｢

自
己
に
よ
る
媒
介
と
い
う
深
淵
な
観
念｣

(��
126

強
調
は
原

・
・
・
・
・
・
・

著
者)

に
促
さ
れ
な
が
ら

｢

自
己
形
成
の
途
上
に
あ
る

〈

自
己〉

顕
現
・
暴
露
で
あ
る
よ
う
な

〈

存
在〉

の
思
考｣

(��
125)

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
批
判
を
通
し
て
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、〈

存
在〉
の
厚
み
や
奥
行
に
即
し
た
思
考
、
す
な
わ
ち

｢

媒
介｣

や

｢

否
定

性｣

を
そ
の
核
心
と
す
る
弁
証
法
的
思
考
の
重
要
性
を
語
り
出
し
、
そ
れ
を

｢

超
弁
証
法｣

・｢

総
合
な
き
弁
証
法｣

、
あ
る
い
は
、｢

悪
し
き
弁
証

法｣

と
の
対
比
で

｢

よ
き
弁
証
法｣

(��
129)

な
ど
と
名
付
け
る
。
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悪
し
き
弁
証
法
と
は
、｢

定
立
的
思
考
に
よ
っ
て
、
言
表
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
、
定
立
と
反
定
立
と
総
合
に
よ
っ
て
、
存
在
を
再
構
成
し
う

る
と
考
え
る
弁
証
法｣

(��
129)

で
あ
り
、
さ
ら
に
は

｢

内
容
に
、
外
的
な
法
則
や
枠
を
は
め
、
自
分
の
た
め
に
前
弁
証
法
的
な
思
考
を
復
興

す
る｣

(��
128)

弁
証
法
で
あ
り
、
定
立
以
前
の
前
述
定
的
文
脈
を
看
過
し
て

｢

形
式
主
義｣

(��
129)

に
陥
る
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
よ
き
弁
証
法
＝
超
弁
証
法
と
は
、
自
己
閉
塞
す
る
こ
と
の
な
い
絶
え
ざ
る
自
己
否
定
的
運
動
と
し
て
の

〈

存
在〉

を
、〈

存
在〉

自
身

の
内
部
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
内
部
存
在
論
で
あ
る
。

第
四
節

直
観
主
義
の
批
判
と
地
平
の
思
考

前
節
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、〈

存
在〉

に
接
近
す
る
に
は
、
思
考
に
よ
っ
て
存
在
を
構
成
す
る
反
省
哲
学
で
も
な
け
れ
ば
、
対
自
と
し
て

の
無
が
絶
対
的
肯
定
と
し
て
の
即
自
を
受
け
入
れ
る
否
定
性
の
哲
学
で
も
な
く
、
存
在
者
を
媒
介
に
し
て

〈

存
在〉

に
内
部
か
ら
接
触
す
る
内
部

存
在
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、〈

存
在〉

に
内
部
か
ら
接
近
す
る

に
は
、〈

存
在〉

と
直
接
的
に
融
合
し
よ
う
と
す
る
直
観
主
義
こ
そ
が
、
つ
ま
り
、
思
考
を
介
し
た
間
接
的
方
法
で
は
な
く
、〈

存
在〉

を
直
観
に

よ
っ
て
直
接
的
に
把
握
す
る
方
法
こ
そ
が
、
存
在
論
と
し
て
は
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
問
題
を
、『

遺
稿』

の
第
三
章

｢

問
い
か
け
と
直
観｣

に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
主
義
を
引
き
合
い
に
出

し
な
が
ら
考
察
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
内
部
存
在
論
が
決
し
て
直
接
的
存
在
論
で
は
な
く
し
て
間
接
的
存
在
論
で
あ

ら
ざ
る
を
え
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
存
在
論
を
別
の
角
度
か
ら
照
明
し
て
み
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
空
間
的
な
客
観
的
世
界
に
対
す
る
科
学
の
偏
見
を
批
判
し
て
、
内
面
的
な
持
続
と
し
て
の
意
識
の
直
接
的
所
与
へ
の
還
帰
を

説
い
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
提
唱
す
る
内
部
存
在
論
は
、
直
観
的
に

〈

存
在〉

と
直
接
的
に
融
合
し
よ
う
と
す
る

直
観
主
義
の
立
場
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、｢

直
接
的
な
も
の
へ
の

[

直
観
的]

還
帰
で
も
な
け
れ
ば
、
存
在
者
と
の
事
実
上
の
合
致
や
融
合
で
も

な
く
、
ま
た
、
原
初
の
完
全
な
状
態
の
探
究
で
も
な
け
れ
ば
、
失
わ
れ
て
い
る
が
再
発
見
さ
れ
る
べ
き
神
秘
の
探
究
で
も
な
い｣

(��
162)

。

間接的方法としての内部存在論

― 9―



そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

第
一
に
、｢

直
接
的
な
も
の
は
、
…
…
た
と
え
そ
れ
が
復
元
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
再
発
見
さ
れ
る
に
至
っ
た
際
の
批
判
的
諸
過
程
の
沈

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

殿
物
を
自
ら
の
う
ち
に
随
伴
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
お
り｣

(��
162�163)

、
そ
れ
ゆ
え
直
接
的
な
も

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

の
は
原
初
の
無
傷
の
状
態
で
再
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈

存
在〉

へ
の
接
近
の
作
業
の
痕
跡
を
随
伴
し
な
い
よ
う
な

〈

存
在〉

の
直
接
性
の
再
発
見
な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、〈

存
在〉

へ
の
接
近
に
必
然
的
に
随
伴
す
る
沈
殿
物
や
痕
跡
を
度

外
視
す
る
な
ら
ば
、〈
存
在〉

に
通
じ
る
い
か
な
る
道
も
失
わ
れ
、
そ
の
場
合
に
は
い
か
な
る
存
在
論
も
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。

因
み
に
、
存
在
者
や
諸
科
学
に
よ
る
媒
介
の
必
要
性
を

『

知
覚
の
現
象
学』

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

現
象
の
経
験
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ

・
・
・
・
・
・

ン
的
直
観
の
よ
う
に
、
そ
こ
へ
の
方
法
的
通
路
が
何
も
な
い
よ
う
な
、
未
知
の
実
在
に
つ
い
て
の
体
験
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
科
学

・
・
・
・
・

の
諸
操
作
に
そ
の
十
全
な
意
味
を
与
え
、
科
学
の
諸
操
作
が
い
つ
も
立
ち
返
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
意
識
の
前
科
学
的
生
に
関
し
て
、
そ
の
生
を
顕

在
化
し
白
日
の
下
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る｣
(��

71)

。

第
二
の
理
由
と
し
て
、
た
と
え
、
合
致
や
融
合
の
経
験
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て

〈

存
在〉

と
の
全
面
的
な
合
致
な
ど
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も

｢

部
分
的
合
致｣
(��

163 (

３))

に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
合
致
の
経
験
と
は
、
当
の
経
験
自

身
が
絶
え
ず
乗
り
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
自
己
超
越
的
な
経
験
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
常
に
過
去
と
未
来
に
裏
打
ち
さ
れ
た

合
致
の
経
験
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
合
致
は
、｢
不
可
能
な
過
去
を
想
起
し
、
不
可
能
な
未
来
を
予
料
す
る
経
験｣

(��
163�

164)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
過
去
が
私
の
過
去
と
な
る
の
は
、
過
去
そ
れ
自
体
が
再
現
・
回
復
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、｢

過
去
が
、
何
ら
か
の
仕

方
で
私
の
現
在
の
厚
み
の
中
に
場
所
を
見
い
だ
し
、
新
た
な
現
在
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
の
で
あ
る｣

(��
163)

。

・
・
・
・
・
・
・

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
え
よ
う
。｢[〈

存
在〉

の]

移
行
の
中
で
は
、
過
去
の
諸
段
階
は
、
私
が
飛
び
越
え
て
き
た
道
の
り
の
断
片
の

よ
う
に
単
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
、
現
在
の
諸
段
階
を
呼
び
求
め
、
要
求
し
、
そ
う
し
て
新
た
な
、
意
表
を
突
い
た
も
の
自

身
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
過
去
の
諸
段
階
は
現
在
の
諸
段
階
の
内
に
存
在
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
前
者
が
後
者
に
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よ
っ
て
遡
及
的
に
変
容
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る｣

(��
123)

。

・
・

哲
学
は
、
確
か
に
、
非
反
省
的
な
生
と
し
て
の
知
覚
経
験
と
い
う

〈

直
接
的
な
も
の〉

へ
の
還
帰
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の

〈

直
接

的
な
も
の〉

は

｢

哲
学
が
そ
れ
に
接
近
し
そ
れ
と
融
合
し
よ
う
と
す
る
と
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
直
接
的
な
も
の
は
地
平
に
属
し
て
い
る
の
で
あ

・
・

り
、
地
平
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
も
の
が
そ
れ
自
身
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
距
離
を
お
い
て
あ
り
続
け

・
・

る
場
合
の
み
で
あ
る｣

(��
164)

。

か
く
し
て
、
合
致
の
経
験
が
部
分
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
寄
せ
集
め
と
し
て
の
集
合
体
の
一
部
分
と
の
合
致
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

未
来
を
予
料
し
つ
つ
過
去
を
現
在
に
お
い
て
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
、
厚
み
の
あ
る
不
可
分
の
現
在
と
し
て
の
直
接
的
な
も
の
と
の
、
隔
た
り
に
お

け
る
合
致
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

第
三
に
、〈

存
在〉

と
の
直
観
的
な
事
実
上
の
合
致
や
融
合
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て

〈

存
在〉

の
偶
然
的

性
格
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。〈

存
在〉

は
お
の
れ
を
全
体
と
し
て
一
挙
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、

お
の
れ
を
部
分
的
に
し
か

〈

見
え
る
も
の〉

た
ら
し
め
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、｢

た
と
え

〈

存
在〉

が
隠
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と

自
身
が
、〈

存
在〉

の

[

必
然
的
な]

一
つ
の
特
徴
な
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
暴
露
も

〈

存
在〉

を
わ
れ
わ
れ
に

[

全
体
と
し
て
直
観
的
に]

理

解
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う｣

(��
162)

。〈

存
在〉
が
し
ば
し
ば
そ
の
必
然
的
在
り
方
と
し
て
、｢

根
源
的
に
現
前
可
能
で
は
な
い
も
の

の
根
源
的
現
前｣

(��
272)

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

〈

存
在〉

は
、
奥
行
や
厚
み
の
な
い
平
板
な
所
与
で
は
な
く
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
非
存
在
や
可
能
性
を
宿
し
た
地
平
的
存
在
と
し
て
、

｢

距
離
を
隔
て
た
存
在｣

(��
234)

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

〈

存
在〉

へ
の
還
帰
は
、｢

純
粋
記
憶｣

(��
163)

に
お
け
る
過
去
自
体
と
の
融
合

で
も
な
け
れ
ば
、
即
自
存
在
の
復
元
な
の
で
も
な
い
。〈

存
在〉

は
裂
開
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
の
よ
う
に
そ
れ
と

融
合
す
る
の
で
は
な
く
、｢

哲
学
は
、
こ
の
炸
裂
、
こ
の
非
合
致
、
こ
の
差
異
化
に
付
き
添
う
べ
き
な
の
で
あ
る｣

(��
165)

。

以
上
の
よ
う
に
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
知
覚
世
界
＝〈

存
在〉

と
非
反
省
的
に
一
挙
に
全
体
的
に
融
合
す
る
直
観
主
義
へ
の
批
判
を
通
し

間接的方法としての内部存在論
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て
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
自
ら
の
立
場
を
、｢

遠
方
の
思
考
、
地
平
の
思
考｣

(��
169)

と
呼
ぶ
に
至
る
。
こ
の

｢

遠
方
の
思
考｣

は
、〈

存

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

在〉
と
の
直
観
的
・
直
接
的
融
合
と
し
て
の

｢

直
接
的
存
在
論｣

で
は
な
く
、
間
接
的
方
法
に
よ
る
間
接
的
存
在
論
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。

｢

直
接
的
存
在
論
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の〈

間
接
的〉

方
法(

存
在
者
の
中
で
の
存
在)

だ
け
が
存
在
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
―

・
・
・

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

〈

否
定
神
学〉
と
同
じ
よ
う
な

〈

否
定
哲
学〉｣

(��
233)

。

た
だ
し
、
こ
の

｢
遠
方
の
思
考
、
地
平
の
思
考｣

は
、
世
界
を
外
部
か
ら
見
る
思
考
と
は
異
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ

こ
で
の

｢

遠
方｣

・｢
地
平｣

と
は
、
世
界
の
外
部
の
措
定
で
も
な
け
れ
ば
、
超
越
論
的
反
省
に
よ
る
世
界
の
上
空
飛
行
的
思
考
で
も
な
く
、｢

自

己
へ
の
帰
還
と
自
己
か
ら
の
離
脱
の
同
一
性
、
生
き
ら
れ
て
い
る
も
の
と
距
離
と
の
同
一
性｣

(��
165)

と
い
う
観
念
で
あ
り
、｢

距
離
を
隔

て
た
近
さ
と
い
う
観
念
、
厚
み
へ
の
聴
診
な
い
し
触
診
と
し
て
の
直
観
と
い
う
観
念
、
あ
る
い
は
、
自
己
に
つ
い
て
の
一
つ
の
見
方
で
あ
り
自
己

の
自
己
へ
の
ね
じ
れ
で
あ
る
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て〈

合
致〉

を
疑
問
に
付
す
る
よ
う
な
見
方
と
い
う
観
念｣

(��
170)

の
謂
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章

間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
前
章
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
が
伝
統
的
哲
学
と
の
対
決
を
通
し
て
自
ら
の
存
在
論
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に
照
ら
し

出
し
て
い
た
の
か
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
彼
の
存
在
論
を
、〈

間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論〉

と
名
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の

〈

間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論〉

の
特
筆
す
べ
き
論
点
を
、『

遺
稿』

後
半
部
の

｢

研
究
ノ
ー
ト｣

や
そ
の
他
の
著
作
や
講
義
録
な
ど
を
も
参
照
し
な
が
ら
よ
り
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、『

遺
稿』

の
根
本
課
題
は｢

真
理
の
起
源｣

の
問
題
、
あ
る
い
は
、｢〈

直
接
的
な
も
の
へ
の
還
帰〉

と
い
う
問
題｣

(��
266)

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
や
伝
統
的
存
在
論
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
い
る
知
覚
世
界
＝〈

存
在〉

(�����
223)

へ
と
遡
源
し
て

｢

世
界
へ
の
開
在
性｣

と
し
て
の
真
理
を
存
在
論
的
に

｢

記
述
し｣

(��
290)

、
今
度
は
逆
に
、
そ
こ
か
ら
科
学
や
文
化
や
伝
統
的
哲
学
へ
と
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｢

移
行
す
る｣

(��
200)

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、〈

直
接
的
な
も
の
へ
の
還
帰〉

の
方
法
を
、
既
述
の
よ
う
に
、
超
反
省
と
か
超
弁
証
法
あ
る
い
は
遠
方
の
思
考
な
ど

と
呼
ぶ

〈
間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論〉

と
し
て
展
開
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
反
省
哲
学
の
反
省
と
は
異
な
る
真
の
反
省
と
し
て
の

超
反
省
の
よ
り
深
い
内
実
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
。

｢

こ
れ
ま
で
反
省
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
決
し
て
、
非
反
省
的
な
も
の
や
直
接
的
な
も
の
を
利
す
る
た
め
に
、
反
省
を

失
効
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。(

非
反
省
的
な
も
の
や
直
接
的
な
も
の
は
、
反
省
を
通
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る)

。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

肝
腎
な
こ
と
は
、
知
覚
的
信
念
に
反
省
の
代
わ
り
を
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
両
者
の
相
互
移
行
を
包
含
す
る
全
体
的
状
況
を

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

拠
り
所
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
量
塊
を
な
す
不
透
明
な
世
界
で
も
な
け
れ
ば
、
十
全
な
思
考
の
世
界

で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
世
界
を
照
明
す
る
た
め
に
世
界
の
厚
み
に
立
ち
帰
ら
ざ
る
を
え
な
い
反
省
で
あ
り
、
し
か
し
事
後
的
に
し
か
己
れ
の
光
を

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

世
界
に
送
り
返
せ
な
い
反
省
の
こ
と
で
あ
る｣
(��

57)

。

以
下
に
お
い
て
は
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
存
在
論
全
体
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
自
ら
の
方
法
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
こ
の
引
用
文
の
う

ち
か
ら
五
つ
の
論
点
を
剔
出
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
て
み
よ
う
。

第
五
節

循
環
的
思
考

第
一
論
点

第
一
に
、
先
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
超
反
省
と
は
、
可
能
的
世
界
に
飛
翔
す
る
反
省
哲
学
の

｢

反
省
を
失
効
さ
せ
て｣

、
前

反
省
的
な
い
し
非
反
省
的
な
も
の
に
無
媒
介
的
に
還
帰
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
性
に
対
す
る
可
能
性
の
優

位
、
あ
る
い
は
事
実
存
在
に
対
す
る
本
質
存
在
の
優
位
と
い
う
伝
統
的
存
在
論
を
、
単
に
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
意

図
す
る

〈

直
接
的
な
も
の
へ
の
還
帰〉

が
果
た
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
は
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
直
接
的
な
も
の
な
い
し
前
反
省
的
な
も
の
へ
の
還
帰
を
し
ば
し
ば
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
超
反
省
を
そ
の
よ
う
に
解
し
が

間接的方法としての内部存在論
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ち
だ
か
ら
で
あ
る
。｢

す
べ
て
の
反
省
的
分
析
は
、
誤
り
な
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
原
動
力
を
お
の
れ
に
包
み
隠
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
ま

だ
素
朴
な
の
で
あ
る｣

(��
56)

。
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
反
省
哲
学
に
対
す
る
全
面
的
批
判
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
も
一
面
の
真
理
と
認

め
な
が
ら
内
部
存
在
論
の
中
に
位
置
づ
け
直
そ
う
と
す
る
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
意
図
が
窺
わ
れ
る

(

４)

。

そ
も
そ
も
、
反
省
を
停
止
し
て
前
反
省
的
な
知
覚
経
験
そ
の
も
の
に
浸
る
こ
と
は
、
素
朴
に
世
界
や
他
人
と
交
流
し
な
が
ら
知
覚
的
信
念
の
世

界
に
無
反
省
に
生
き
る
こ
と
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
反
省
で
も
な
け
れ
ば
い
か
な
る
存
在
論
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

超
反
省
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
内
部
存
在
論
は
、
確
か
に
反
省
哲
学
の
反
省
的
分
析
と
は
異
な
る
の
は
も

ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
逆
に
、
直
接
的
な
も
の
へ
の
没
入
と
か
そ
れ
と
の
直
観
的
融
合
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
く
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
超
反
省
と
い
う
独
自
の
意
味
に
お
け
る

〈

反
省
哲
学〉

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
、
反
省
が
可
能
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
私
が
前
反
省
的
な
も
の
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
り
、
反
省
は

｢

そ
こ
か
ら
己
れ
の
全
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
借
り
て
く
る｣

こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
直
接
的
な
も
の
は
、
確
か
に

反
省
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
糧
で
あ
り
、｢

不
断
の
資
源｣

(��
223)

な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
超
反
省
と
は
、
前
反
省
的
な
も
の
と
反
省
と
の
二
者
択
一
で
は
な
く
、
両
者
の
あ
い
だ
の｢

循
環
的
思
考�������
・
・
・
・

・
・
・
・
・

��������｣
(��

56)

の
こ
と
で
あ
り
、｢

両
者
の
相
互
移
行
を
包
含
す
る
全
体
的
状
況｣

こ
そ
が
、
真
の
反
省
の
在
り
方
だ
と
言
え
よ
う
。

第
六
節

反
省
と
い
う
媒
介

第
二
論
点

第
二
に
、
そ
れ
で
は
何
故
、
真
の
反
省
が

｢

全
体
的
状
況｣

に
お
け
る

｢
循
環
的
思
考｣

と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
理
由
は
、
非
反
省
的
で
直
接
的
な
も
の
は
、
確
か
に
直
接
的
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
本
質
直
観

(�����
162�

168�169)
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
的
融
合
の
よ
う
に
直
観
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
上
記
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、

｢

反
省
を
通
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い｣

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
直
接
的
な
も
の
は
、
直
観
に
よ
っ
て
一
挙
に
無
媒
介
的
に
顕
在
化
さ
れ
る
も
の
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で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
反
省
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

・
・
・
・
・

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
の

〈

反
省
の
媒
介〉

と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
非
常
に
曖
昧
な
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
さ
ま

ざ
ま
な
解
釈
を
許
し
、
延
い
て
は
超
反
省
を
誤
解
に
導
き
か
ね
な
い
。
先
ず
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
と
し
て
は
、〈

反
省
の
媒
介〉

と
は
、
決

し
て
世
界
や
他
者
へ
の
私
の
没
入
か
ら
方
向
転
換
し
て
私
自
身
へ
と
単
に
反
省
の
眼
を
向
け
変
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
の
場
合
に

は
、
反
省
が
単
な
る
内
面
的
な
反
省

(

内
省)

に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
他
者
問
題
を
度
外
視
し
た
反
省
哲
学
の

｢

内
在｣

の
袋
小
路
に
再
び
陥

り
、
反
省
さ
れ
る
も
の
が
表
現
に
は
至
ら
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。｢

反
省
の
媒
介｣

の
重
要
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
つ
の
こ
と
を

・
・

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
第
一
に
、
反
省
に
と
っ
て
の
言
語
の
役
割
で
あ
る

(��
166�168)

。
つ
ま
り
、
言
語
な
し
に
は
反
省
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

｢

哲
学
自
身
が
言
語
で
あ
り
、
言
語
に
基
づ
い
て
い
る｣

。
し
か
も
そ
の
言
語
と
は
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
語
ら
れ
た
既
成
の
言
語
で

は
な
く
、｢

内
部
か
ら
実
践
に
よ
っ
て
し
か
知
り
え
ず
、
諸
物
に
開
か
れ
沈
黙
の
声
に
呼
び
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
存
在
者
の〈

存
在〉

で
あ
る
分
節
化
の
努
力
を
継
続
す
る｣

と
こ
ろ
の
、｢

作
動
し
つ
つ
あ
る
言
語���������������｣

(��
168)

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

・
・
・
・
・
・
・
・
・

超
反
省
に
と
っ
て
は
こ
の
意
味
で
の
言
語
の
媒
介
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
反
省
哲
学
は
反
省
に
と
っ
て
の
言
語
の
意
義
を
全
く
意

に
介
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
思
考
的
内
在
に
反
省
の
究
極
的
拠
り
所
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
直
観
を
重
視

す
る
あ
ま
り
、
言
語
を
印
象
の
固
定
化
・
等
質
化
に
資
す
る
も
の
だ
と
し
て
批
判
し
、
そ
の
た
め
に
言
語
を
介
し
た
反
省
の
意
義
や
、
さ
ら
に
は

弁
証
法
的
思
考
に
お
け
る
媒
介
や
否
定
性
の
重
要
性
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

(

５)

。

第
二
に
、
媒
介
と
し
て
の
反
省
と
は
、
内
面
的
反
省
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
反
対
の
い
わ
ば

〈

外
面
的〉

反
省
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
の

〈

外
面
的〉

反
省
と
は
、〈

存
在〉

と
存
在
者
の
二
元
的
峻
別
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の

〈

存
在〉

そ
の
も
の
へ
の
直
接
的
接
近
を
退

け
て
、〈

存
在〉

を

｢

存
在
者
の
中
の
存
在｣

(��
233)

と
見
据
え
て
の
、
存
在
者
を
経
由
す
る
反
省
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

〈

存
在〉

と

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

は
、
存
在
者
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
そ
れ
へ
の
接
近
が
不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
内
部
存
在
論

間接的方法としての内部存在論
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は
直
接
的
存
在
論
と
し
て
で
は
な
く
間
接
的
存
在
論
と
し
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
、
反
省
の
媒
介
者
と
し
て
の
存
在
者
と
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

｢

反
省
の
媒
介｣

に
つ

い
て
の
第
三
の
問
題
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
既
に
成
立
し
て
い
る
歴
史
的
形
成
物
、
す
な
わ
ち
、
諸
科
学

(

例
え
ば

｢

ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学｣

(�����
266))

と
か
文
化
的
形
成
物

(

例
え
ば

｢

絵
画｣

(��
223))

、
さ
ら
に
は
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
な
伝
統
的
哲

学
な
ど
で
あ
る

(

６)
。
自
然
に
つ
い
て
の
晩
年
の
講
義
ノ
ー
ト
で
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
存
在
と
存
在
者
を
厳
密
に
区
別
す
る

『

存
在
と
時
間』

の

時
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
描
写
し
た
よ
う
な
、
存
在
的
な
科
学
と
存
在
論
的
な
哲
学

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

の
間
の
根
本
的
対
立
が
妥
当
す
る
の
は
、
自
然
を
わ
れ
わ
れ
の
面
前
の
延
長
し
た
客
観
と
し
て
措
定
す
る
デ
カ
ル
ト
的
科
学
の
場
合
に
お
い
て
の

み
で
あ
っ
て
、
自
己
に
特
有
の
客
観
や
、
自
己
と
客
観
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
現
代
科
学
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い｣

(��
120)

。

つ
ま
り
、｢

科
学
の
客
観
化
そ
れ
自
体
が
、
或
る
意
味
を
も
っ
て
お
り
真
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
或
る
次
元
の
回
復｣

(��
236)

を
目
ざ
す
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
科
学
は
、
哲
学
の
対
立
者
で
は
な
く
、〈

存
在〉

へ
の
接
近
の
た
め
の
反
省
の
媒
介
者
た
る

存
在
者
な
の
で
あ
る
。
科
学
に
お
け
る

｢

純
粋
な
理
念
性
そ
れ
自
身
は
、
肉
を
欠
く
の
で
も
な
け
れ
ば
、
地
平
の
諸
構
造
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る

の
で
も
な
い
の
だ｣

(��
200)

と
い
う
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
言
葉
は
、
存
在
者
と
し
て
の
科
学
や
文
化
が

〈

存
在〉

の
肉
に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
反
省
が
科
学
と
い
う
存
在
者
を
媒
介
に
し
て
こ
そ

〈

存
在〉

に
接
近
し
う
る
こ
と
を
も
含
意
し
て
い
る
。

｢[

後
期
の]

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
そ
れ
を
言
っ
て
い
る

す
べ
て
の
存
在
の
歴
史
的
運
命�������������
は
真
で
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
が
存
在

の
歴
史���������������
の
一
部
な
の
で
あ
る｣

(��
236)

。

以
上
よ
り
、
前
節
で
の
第
一
論
点
と
同
様
に
、
超
反
省
は
、
科
学
や
伝
統
的
哲
学
か
ら
直
接
的
な
も
の
へ
の
一
方
的
な
還
帰
と
し
て
で
は
な
く
、

前
反
省
的
な
も
の
と
諸
存
在
者
と
の
あ
い
だ
の
相
互
基
礎
づ
け
の
関
係
と
い
う

｢
全
体
的
状
況｣

に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
七
節

反
省
と

〈

存
在〉

の
相
互
関
係

第
三
論
点

第
三
に
、
上
記
引
用
中
の
、｢

非
反
省
的
な
も
の
や
直
接
的
な
も
の
は
、
反
省
を
通
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い｣

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
あ
ら
か
じ
め
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
の

｢

認
識������ ���｣

と
は
、
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
が
通
常
使
用
す
る

意
味
で
の
客
観
的
な
定
立
的
認
識
の
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
哲
学
こ
そ
が
生
活
世
界
と
し
て
の｢

沈
黙
の
世
界
を
再
発
見
す
る｣

(��
224)

と
言
わ
れ
る
場
合
の

｢
再
発
見���������｣
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
直
接
的
な
も
の
が
反
省
を
媒
介
に
し
て
し
か
認
識
な
い
し
再
発
見
さ
れ
え
な
い
と
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
直
接
的
な
も
の
は
、
な
る
ほ
ど
反
省
を
通
し
て
し
か

｢

認
識｣

で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
の

｢

存
在｣

は
、
反
省
の
有
無
と
は

無
関
係
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
直
接
的
な
も
の
は
、
反
省
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
そ
れ

の

｢

認
識｣

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
の
｢
存
在｣

さ
え
も
が
不
可
能
だ
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
こ
の
問
題
は
、
超
反
省
と
い
う
方
法
論
の
存
在
論
的
意
味
を
確
認
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
も

し
前
者
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
な
ど
の
伝
統
的
存
在
論
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め

｢

認
識｣

と

｢

存
在｣

の
区
別
を
前
提
し
、
そ
の
う
え
で
、
反
省
を
直
接
的
な
も
の
の

｢

認
識｣

に
の
み
関
わ
る
営
み
で
あ
っ
て
、
他
方
、
直
接

的
な
も
の
は
、
反
省
か
ら
独
立
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る

｢
存
在｣

だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
反
省
は
、
直
接
的
な
も
の
の

｢

存
在｣

に
と
っ
て
は
外
的
な
営
み
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
外
部
的
思
考
に
よ
っ
て
即
自
的
対
象
に
客
観
的
に
関
わ
る
近
代
科
学
で
は
な
く
、
現
代
の
量
子
力

学
や
人
間
諸
科
学
に
お
け
る
よ
う
に
、
観
察
対
象
へ
の
観
察
者
自
身
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
た
科
学
の
在
り
方
を
高
く
評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

前
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
哲
学

(

存
在
論)

と
科
学
、
存
在
と
存
在
者
の
区
別
に
固
執
し
て
、
両
者
の
あ
い
だ
の

｢

相
互
関
係
な
い
し
交
錯
の
関

係｣
(��

76)

を
看
過
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
前
出
し
た
よ
う
に
、〈

存
在〉

は｢

そ
れ
が
再
発
見
さ
れ
る
に
至
っ

間接的方法としての内部存在論

― 17 ―



た
際
の
批
判
的
諸
過
程
の
沈
殿
物
を
随
伴
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い｣

(��
162�163)

と
か
、｢

超
反
省
は
、
自

己
自
身
と
自
分
が
光
景
の
中
に
導
き
入
れ
る
諸
変
化
と
を
と
も
に
考
慮
に
入
れ
る｣
(��

161)

も
の
で
あ
る
と
い
う
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
自
身

の
言
葉
な
ど
を
十
分
に
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
真
意
は
、
反
省
と
い
う
媒
介
の
運
動
が
、
直
接
的
な
も
の
の
単
な
る

｢

認
識｣

の
み
に
関
わ
る

も
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
も
の
の

｢

存
在｣

そ
の
も
の
に
ま
で
深
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
点
に
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
前
反
省
的
で
直
接
的
な
も
の
は
、
確
か
に
一
方
で
は
、
反
省
に
と
っ
て
の
汲
み
尽
く
し
え
な
い
資
源
と
し
て
反
省
が
自
ら
の
運
動
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
借
り
受
け
る
場
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
も
の
自
身
の

｢

存
在｣

は
、
超
反
省
と
い
う
反
省
な
く
し
て

は
存
立
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
超
反
省
と
直
接
的
な
も
の
の

｢

存
在｣

と
は
、｢

相
互
関
係
な
い
し
交
錯
の
関
係｣

に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
八
節

否
定
性
と
超
反
省

第
四
論
点

第
四
に
、
上
記
引
用
で
の
、
真
の
反
省
は

｢
世
界
の
厚
み
に
立
ち
帰
る
こ
と
だ｣

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ
の

問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

科
学
主
義
は
世
界
を
一
義
的
な
即
自
存
在
と
見
な
し
、
他
方
、
反
省
哲
学
は
世
界
を
思
考
対
象
と
し
て
抽
象
的
に
理
念
化
す
る
が
、
対
極
的
な

こ
れ
ら
双
方
に
共
通
な
の
は
、
流
動
的
で
創
造
的
な
知
覚
世
界
の
厚
み
の
平
板
化
で
あ
る
。
ま
た
存
在
と
無
の
哲
学
は
、
世
界
＝
存
在
を
、
対
自

と
し
て
の
絶
対
的
深
淵
＝
無
に
と
っ
て
即
自
的
に
存
在
す
る
世
界
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
奥
行
の
な
い
非
垂
直
的
世
界
を
措
定
し
て
し
ま
う
。

ま
た
、｢

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
は
、〈

存
在〉

の
神
秘
は
わ
れ
わ
れ
の
背
後
の
原
初
状
態
の
中
に
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
堕
罪
以
前
的
偏
見
を
反
省

哲
学
と
共
有
し｣

、｢

生
き
ら
れ
て
い
る
も
の
と
距
離
の
同
一
性｣

(��
165)

を
看
過
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
直
観
は
、
世

界
か
ら

｢

無
限
の
距
離｣

に
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
直
観
的
融
合
に
よ
る

｢

絶
対
的
な
近
さ｣

と
両
極
性
を

な
し
て
お
り
、
両
者
は
、｢

上
空
飛
行
と
融
合
と
い
う
二
つ
の
仕
方
で
物
そ
の
も
の
へ
の
同
じ
関
係
を
表
し
て
お
り｣

、
そ
の
か
ぎ
り
で

｢

肯
定
主
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義�����������
の
二
形
態｣

(��
169)

に
す
ぎ
ず
、
両
者
に
お
い
て
は

〈

存
在〉

に
お
け
る
否
定
性
の
契
機
が
決
定
的
に
欠
如
し
て
い
る
と

・
・
・
・
・
・

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
哲
学
は
み
な
、｢

世
界
の
厚
み｣

な
い
し

｢

世
界
へ
の
開
在
性｣

に

対
す
る
洞
察
を
欠
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
、｢

世
界
の
厚
み｣

と
は
よ
り
内
容
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み

る
こ
と
が
、
彼
の

〈
間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論〉

の
理
解
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
の
知
覚
世
界
＝〈

存
在〉

と
は
、
単
な
る

〈

見
え
る
も
の〉

で
も
な
け
れ
ば
、
単
な
る

〈

見
え
な
い
も
の〉

で

も
な
く
、
し
た
が
っ
て
即
自
存
在
の
絶
対
的
肯
定
性
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
と
二
元
的
に
対
立
す
る

｢

絶
対
的
否
定
性｣

(��
289)

な
い
し

｢

空
虚
な
無���������������｣

(��
249�

254)

で
も
な
い
。〈

見
え
な
い
も
の〉

の
否
定
性
は
、｢

わ
れ
わ
れ
の
根
底
や
わ
れ
わ
れ
の

〈

意

識〉

の
背
後
に
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
領
野
の
分
節
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に｣

探
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、

｢

わ
れ
わ
れ
の
未
来
が
読
み
取
ら
れ
る
布
置｣
(��

234)

だ
か
ら
で
あ
る
。〈

見
え
な
い
も
の〉

は
、
絶
対
的
な
否
定
で
は
な
く
、〈

見
え
る
も

の〉

の

｢

基
準
と
し
て
の
否
定

(

〜
の
ゼ
ロ
点)
、
な
い
し
隔
た
り������
と
し
て
の
否
定｣

(��
311)

で
あ
り
、
世
界
の
奥
行
な
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
に
お
い
て

〈

見
え
な
い
も
の〉

は
、〈

見
え
る
も
の〉

の
外
部
や
背
後
で
は
な
く
、
そ
の
内
的
深
み
な
い
し
裏
地
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、〈

見
え
る
も
の〉

を

〈

見
え
る
も
の〉

た
ら
し
め
る

〈

存
在〉

な
の
で
あ
る
。〈

見
え
な
い
も
の〉

は

｢

こ
の
世
界
に
住

み
着
き
、
こ
の
世
界
を
支
え
、
こ
の
世
界
を
見
え
る
よ
う
に
す
る〈
見
え
な
い
も
の〉

で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
内
在
的
で
固
有
な
可
能
性
で
あ
り
、

こ
の
存
在
す
る
も
の

[

世
界]

の

〈

存
在〉�������
な
の
で
あ
る｣

(��
198)

。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
し
ば
し
ば
、〈

存
在〉

の
本
質
的
契
機
と
し
て
の
否
定
性
に
言
及
す
る
が

(�����
281�

289�290)
、〈

存
在〉

の
否

・
・
・

定
性
と
は
、
第
一
に
、〈

存
在〉

が

｢

自
己
の
否
定
、
自
己
の
知
覚
さ
れ
る
こ
と

(�������)
を
己
れ
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る｣

(��
304)

こ

と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ま
た
、
存
在
が
裂
開
・
差
異
化
す
る
所
以
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

〈

存
在〉

は
、
反
省
哲
学
に
お
け
る
純
粋
に

能
産
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
直
観
主
義
に
お
け
る
よ
う
に
、
純
粋
記
憶
と
し
て
す
べ
て
の
過
去
を
そ
の
ま
ま
に
保
持
し
う
る
充
実
性
で
も
な

間接的方法としての内部存在論
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く
、
ま
た
、
即
自
存
在
か
ら
二
元
的
に
区
別
さ
れ
る
絶
対
的
否
定
性
と
し
て
の
無
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
他
者
で
も
な
く
、
己
れ

の
う
ち
で
己
れ
を
否
定
す
る
運
動
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
彼
は
、｢

超
弁
証
法｣

＝｢

総
合
な
き
弁
証
法｣

と
い
う
独
自
の

意
味
で
の
弁
証
法
的
思
考
に
よ
っ
て

〈

存
在〉

に
接
近
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、〈

存
在〉

の
否
定
性
は
ま
た
、
超
反
省
と
も
無
縁

で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、〈

存
在〉

が

｢

反
省
の
媒
介｣

に
よ
っ
て
こ
そ〈

存
在〉

で
あ
り
う
る
か
ぎ
り
、〈

存
在〉

の
裂
開
に
は
反
省
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
省
は
、〈

存
在〉

が

｢

知
覚
さ
れ
る
こ
と｣

だ
と
い
う

〈

存
在〉

の
否
定
性
な
い
し
受・

動
性
の
必
然
的
契
機
だ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

・
・こ

の
よ
う
に
、
知
覚
世
界
＝〈

存
在〉

は
、
否
定
性
の
契
機
を
自
ら
の
う
ち
に
宿
し
な
が
ら
の
、〈

見
え
る
も
の〉

と

〈

見
え
な
い
も
の〉

の
絡

み
合
い
・
交
錯
・
蚕
食
の
全
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
こ
の
全
体
に
と
っ
て
の
純
粋
な
外
部
な
い
し
絶
対
的
な
他
者
が
た
と
え
存
在
す
る
と

し
て
も
、
実
は
、
そ
の
よ
う
な
外
部
や
他
者
と
は
、
非
存
在
や
可
能
性
に
満
ち
た
こ
の
地
平
的
全
体
性
を
前
提
に
し
た
う
え
で
の
一
つ
の
構
成
物

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。｢〈

見
え
な
い
世
界〉
。
そ
れ
は
、
根
源
的
に
現
前
し
う
る
も
の
で
は
な
い
も
の��������������������

と
し
て
原
初

的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
他
者
が
そ
の
身
体
の
う
ち
に
不
在
と
し
て

隔
た
り
と
し
て
、
超
越
と
し
て

原
初
的
に
与

え
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る｣
(��

234)

。
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て

｢

超
越｣

と
は
、
世
界
の
外
部
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

｢

世
界
へ
の
内
属
性
に
お
い
て
、
世
界
へ
の
内
属
性
の
お
か
げ
で
見
ら
れ
る
世
界｣

(��
280)

と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る

(

７)

。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
厚
み
と
奥
行
か
ら
な
る
世
界
に
対
し
て
は
、
外
部
か
ら
で
は
な
く

と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
世
界
の

外
部
を
認
め
な
い
こ
と
が
世
界
の
厚
み
た
る
所
以
な
の
で
あ
る

内
部
か
ら
接
近
す
る
内
部
存
在
論
の
み
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

｢

世
界
の
厚
み
へ
の
立
ち
帰
り｣

を
彼
は
、
前
出
の
ご
と
く
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。｢

原
初
的
な
も
の
は
炸
裂
す
る
。
だ
か
ら
哲
学

[

＝
存
在
論]

は
、
こ
の
炸
裂
、
こ
の
非
合
致
、
こ
の
差
異
化
に
付
き
添
う
べ
き
で
あ
る｣

(��
165)

。

し
か
し
な
が
ら
、
超
反
省
に
お
け
る

｢

全
体
的
状
況｣

と
は
何
か
を
吟
味
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、｢

世
界
の
厚
み
へ
の
立
ち
帰
り｣

を
、
こ
の
よ
う
に

｢〈

存
在〉

の
炸
裂
に
付
き
添
う
べ
き｣

こ
と
と
し
て
の
み
理
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
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理
解
で
は
、
超
反
省
と
し
て
の
反
省
自
身
が
、〈

存
在〉

の
炸
裂
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
つ
役
割
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

あ
た
か
も
、｢〈

存
在〉

の
炸
裂｣

と
い
う
直
接
的
な
も
の
が
反
省
か
ら
独
立
に
存
立
し
て
い
て
、
そ
れ
に
反
省
が
後
か
ら
付
き
添
う
こ
と
と
し
て

・
・
・

解
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
超
反
省
と
は
、
当
の
反
省
自
身
が
ま
さ
に

〈

存
在〉

の

炸
裂
そ
の
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
そ
れ
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
反
省
な
く
し
て
は
そ
も
そ
も

〈

存
在〉

の
炸
裂

そ
の
も
の
も
あ
り
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

第
九
節

反
省
の
事
後
性
の
両
義
性

第
五
論
点

第
五
に
、
真
の
反
省
が

｢

事
後
的
に����������｣
世
界
に
光
を
送
り
返
す
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
、
カ
ン
ト
の

『
純
粋
理
性
批
判』

の

｢

分
析
論｣

で
の
経
験
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
の
経
験
の
可
能
性
の
探

究
が
、
カ
ン
ト
の
意
図
に
反
し
て
、
経
験
を
基
礎
づ
け
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
経
験
に
対
し
て
常
に

｢

二
次
的
な
表
現｣

(��
56)

に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

可
能
性
の
条
件
の
探
究
は
、
原
理
的
に
、
現
実
の
経
験
よ
り
後
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら

・
・
・
・
・
・
・
・

は
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
現
実
の
経
験
の

〈

必
須
条
件����������〉
を
後
か
ら
厳
密
に
規
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の

・
・
・

条
件
は
、
祭
り
の
後
で����������
発
見
さ
れ
た
と
い
う
最
初
の
汚
点
を
拭
い
去
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の

・
・
・
・
・

経
験
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
も
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う｣

(��
69)

。

カ
ン
ト
へ
の
こ
の
批
判
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
カ
ン
ト
の
反
省
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
反
省
と
い
う
方
法
を
と
る
す
べ
て
の
哲
学
に
も
妥
当
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
反
省
と
は
、
一
般
的
に
解
す
れ
ば
、
反
省
が
向
か
う
前
反
省
的
な
も
の
に
対
し
て
は
、
原
理
上
な
い
し
構
造
上
、
い
つ
ま
で
も
追

い
つ
け
ず
、
そ
れ
に
遅
れ
を
と
り
、
そ
れ
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
反
省
さ
れ
る
も
の
の
全
体
性
や
本

質
な
ど
が
完
全
に
洞
察
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
反
省
は
、
原
理
上
、
常
に
未
完
結
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

〈

存
在〉

の
再
発
見
を
課
題
と
す
る
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
真
の
反
省
で
あ
る
超
反
省
も
ま
た
、
反
省
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
既
に
与
え
ら
れ
て

間接的方法としての内部存在論
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い
る

〈

存
在〉

よ
り

｢

後｣

の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
祭
り
の
後
で
の
発
見
と
い
う
汚
点
を
反
省
哲
学
と
同
様
に
引
き
受
け
ざ
る

を
え
な
い
し
、
ま
た
、〈

存
在〉

の
積
極
的
な
基
礎
づ
け
に
も
な
り
え
な
い
。
メ
ル
ロ�

ポ
ン
テ
ィ
自
身
も
、｢

絶
対
者
へ
の
、
超
越
論
的
領
野
へ

の
、
野
生
の
、〈

垂
直
の〉

存
在
へ
の
哲
学
の
移
行
は
、
定
義
か
ら
し
て
漸
進
的
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
る｣

(��
232

強
調
は
原
著
者)

と
述

・
・
・
・
・
・

べ
て
、
超
反
省
の
未
完
結
性
を
語
っ
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
カ
ン
ト
と
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
相
違
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
ら
の
反
省
哲

学
が
経
験
の
基
礎
づ
け
に
な
り
え
て
い
る
の
だ
と
自
認
す
る
が
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
現
実
の
経
験
や

〈

存
在〉

の
基
礎
づ
け
を
目
標
に
は
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
だ
と
も

・
・
・
・

考
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
超
反
省
の
事
後
性
は
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
決
し
て

｢

祭
り
の
後
の
汚
点｣

で
は
な
く
、
む

し
ろ
超
反
省
に
と
っ
て
の
不
可
避
の
構
造
な
の
で
あ
る
。｢

還
元
の
未
完
結
性
は
…
…
還
元
に
と
っ
て
の
障
碍
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
還
元
そ

の
も
の
で
あ
り
、
垂
直
の
存
在
の
再
発
見
な
の
で
あ
る｣

(��
232)

。
反
省
に
お
け
る
事
後
性
が

｢

汚
点｣

と
な
り
う
る
の
は
、
超
反
省
の

｢

全
体
的
状
況｣

を
看
過
す
る
反
省
哲
学
の
場
合
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
超
反
省
に
お
け
る
反
省
の｢

事
後
性｣
は
超
反
省
の｢

全
体
的
状
況｣

の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
第
一
に
、
超
反
省
の
事
後
性
は
、
決
し
て
反
省
か
ら
独
立
な
前
反
省
的
な
も
の
の
即
自
存
在
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
直
接
的
な
も
の
が

｢

反
省
を
通
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い｣

と
い
う
こ
と
に
矛
盾
す

る
か
ら
で
あ
る
。
直
接
的
な
も
の
は
反
省
を
媒
介
に
し
て
し
か

〈

存
在〉
た
り
え
な
い
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
反
省
は

〈

存

在〉

に
対
し
て
事
後
的
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、〈

存
在〉

は
反
省
に
依
存
し
て
お
り
、
こ
の

｢

相
互
移
行｣

と
い
う
事
態
が
超
反
省
に
と
っ
て

の

〈

存
在〉

と
反
省
の
あ
い
だ
の

｢

全
体
的
状
況｣

な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
も
言
え
よ
う
。
事
後
性
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
単
に
反
省
の

直
接
的
な
も
の
に
対
す
る
一
方
的
な
依
存
関
係
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
く
、
直
接
的
な
も
の
が

｢

反
省
を
通
し
て｣

し
か
そ
れ
で
は
あ
り
え
な

い
以
上
、
直
接
的
な
も
の
の
反
省
に
対
す
る
事
後
性
を
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
は
ま
た
、
直
接
的
な
も
の
は
、
反
省
の
媒
介
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を
不
可
欠
と
す
る
か
ぎ
り
、
実
は
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
間
接
的
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
帰
結
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
反
省
と
直

・
・
・
・
・
・

接
的
な
も
の
の
あ
い
だ
の｢

相
互
移
行
を
包
含
す
る
全
体
的
状
況｣

こ
そ
が
、〈

直
接
的
な
も
の
へ
の
還
帰〉

を
目
指
す
超
反
省
と
い
う
メ
ル
ロ�

・
・
・

ポ
ン
テ
ィ
の
内
部
存
在
論
を
、
同
時
に
間
接
的
存
在
論
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
・
・

第
二
に
、
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
真
の
反
省
は

｢

事
後
的
に｣

｢

世
界
に
光
を
送
り
返
す｣

と
い
う
件
も
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
受
け
取

る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
世
界
は
反
省
以
前
に
あ
ら
か
じ
め
現
実
世
界
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
現
実
世
界
に
対
す
る
反
省
を
待
っ

て
初
め
て
、
可
能
的
世
界
な
り
本
質
と
し
て
の
世
界
が
抽
出
さ
れ
る
の
だ
と
理
解
す
る
の
は
、
一
面
的
な
理
解
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
こ
に
も
超
反
省
に
お
け
る
可
逆
的
関
係
を
見
て
取
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
確
か
に
、
一
方
で
は
、
反
省
が
現
実
世
界
に
対
す
る
事
後

的
反
省
で
あ
る
か
ぎ
り
、
反
省
は
現
実
世
界
の

｢

後
で｣

そ
の
世
界
に
可
能
性
や
本
質
の
光
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
な

が
ら
他
面
で
は
、
現
実
世
界
は
、｢
反
省
を
通
し
て
し
か｣

、
あ
る
い
は
、
可
能
的
世
界
を
媒
介
に
し
て
し
か
、
現
実
世
界
た
り
え
な
い
か
ぎ
り
で

は
、
反
省
は
現
実
世
界
に

〈

先
だ
っ
て〉
世
界
に
光
を
投
ず
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
真
な
る
反
省
と
し
て
の
超
反
省
に
お
い
て
は
、
反
省
と
現
実
世
界
と
の
関
係
に
関
し
て
も
、
や
は
り
可
逆
的
関
係
が
認
め
ら
れ

る
。
因
み
に
、｢

現
象
へ
の
還
帰｣
(��

7)

を
強
調
す
る

『

知
覚
の
現
象
学』

に
は
、
主
知
主
義
的
観
念
論
の
可
能
的
世
界
か
ら
生
き
ら
れ
た

現
実
世
界
へ
の
還
帰
を
説
く
次
の
よ
う
な
有
名
な
一
節
が
あ
る
。｢

世
界
は
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
な
も
の
と
可
能
的
な
も
の
は
現
実

的
な
も
の
の
一
区
画
に
す
ぎ
な
い｣

(��
456)

。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
一
節
も
や
は
り
一
面
的
の
誹
り
を
免
れ
え
な
い
。
超
反
省
の

｢

全
体
的

状
況｣

を
踏
ま
え
る
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
、〈

必
然
性
と
可
能
性
は
現
実
性
の
一
区
画
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
性
は
可
能
性
と
必
然
性
の
一
区
画

で
あ
る〉

と
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
近
代
哲
学
が
概
し
て
現
実
性
に
対
す
る
可
能
性
の
優
位
を

説
き
、
他
方
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
が
可
能
的
本
質
に
対
し
て
現
実
的
事
実
性
を
先
立
て
よ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
双
方
は
、
超
反

省
に
お
け
る

｢

循
環
的
思
考｣

な
い
し
相
互
依
存
関
係
を
踏
ま
え
て
い
な
い
思
考
法
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

間接的方法としての内部存在論
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お
わ
り
に

後
期
の
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
存
在
論
と
い
う
言
葉
は
二
重
の
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、〈

存
在〉

と
は
何
か
に
つ
い
て
論

じ
る

〈

存
在〉
論
で
あ
り
、
他
方
で
は
、〈

存
在〉

に
接
近
す
る
た
め
の
方
法
論
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
両
者
は
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
一

方
を
論
じ
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
他
方
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
方
法
論
の
観
点
か
ら
、〈

存
在〉

と
超
反
省
と
の
あ
い
だ
の
相
互

依
存
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
、〈

存
在〉

と
存
在
者

(

科
学
・
文
化
的
形
成
物
・
伝
統
的
存
在
論)

と
の
あ

い
だ
の
交
錯
し
た
関
係
を
含
意
し
て
い
る
。
逆
に
、〈

存
在〉

を
第
一
原
因
も
究
極
目
的
も
な
い

｢

永
遠
に
続
く

〈

存
在〉

の
炸
裂｣

と
し
て
理

解
す
る
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の

〈

存
在〉
論
は
、
お
の
ず
か
ら
、〈

存
在〉

へ
の
接
近
の
方
法
を
、〈

存
在〉

の
外
部
か
ら
の
接
近
法
や

〈

存
在〉

と
の
直
観
的
融
合
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
よ
う
に
、〈

間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論〉

と
し
て
要
求
す
る
も
の
で
あ

る
。

註
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
は
次
の
略
号
に
よ
っ
て
本
文
中
に
示
す
。
な
お
、
引
用
文
中
の

[
]

内
お
よ
び
傍
点
は
、
特
に
断

り
の
な
い
か
ぎ
り
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
頁
か
ら
の
引
用
が
続
く
場
合
に
は
、
最
後
の
引
用
箇
所
に
の
み
頁
数
を
記
し
た
。

�����������������������������������
1964

(

本
文
で
は

『

遺
稿』
と
略
記)

�������������������������������������������
1945

������������������������������������������������������������������������������
1953

�����������������������������������������������
1994
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�������������������������������������������������������
1968

�������������������
1960

(

１)��������������������������������������������������������528�����
1991

(

２)

本
稿
第
六
節
を
参
照
。

(

３)
『

シ
ー
ニ
ュ』
所
収
の

｢

生
成
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
像｣

の
次
の
箇
所
を
参
照
。��

231�������������������������������������������
�������������356�����

1991

(

４)

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
は
伝
統
的
哲
学
を
取
り
上
げ
る
と
き
、
確
か
に
そ
れ
ら
に
対
し
て
批
判
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、
デ
カ
ル
ト
に
し
て

も
あ
る
い
は
カ
ン
ト
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
も
常
に
両
義
的
態
度
で
臨
ん
で
お
り
、
彼
ら
の
う
ち
に
自
ら
の
哲
学
と
同
様
の
傾
向
さ
え
を
も
読
み
と
っ

て
い
る
。『

遺
稿』

に
お
い
て
顕
著
に
な
る
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
批
判
の
際
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
を
批
判
す
る

反
面
、
彼
の
う
ち
に
心
身
結
合
論
を
も
見
出
し
て
そ
れ
を
高
く
評
価
し
た
り

(��
219�220���

52�53���
125�126)

、
カ
ン
ト
の

『

純
粋
理
性

批
判』

の

｢

分
析
論｣

を
批
判
し
な
が
ら
も
彼
の
理
念
論
や

『

判
断
力
批
判』

の
う
ち
に
自
ら
の
哲
学
と
同
様
の
も
の
を
見
届
け
た
り

(��
Ⅹ
Ⅱ�

351)

、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
う
ち
に
存
在
や
時
間
の
厚
み
や
奥
行
へ
の
洞
察
を
看
取
し
た
り
す
る
場
合

(��
163���

231�232)

な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

(

５)�������������������������������������������������������������������������������86�87�����
1991

(

６)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
近
刊
予
定
の
次
の
拙
論
の
第
五
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。｢

知
覚
の
存
在
論

メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の

『

見
え
る
も
の
と
見
え
な

い
も
の』

に
即
し
て｣

、
日
本
現
象
学
会
編

『

現
象
学
年
報』
第
二
二
巻
所
収
、
二
〇
〇
六
年

(

７)

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
最
晩
年
の

｢

内
在

一
つ
の
生｣

(��������������������������������������������������������������
2003����359�363)

と
い
う
小
論
で
、｢

内
在｣

に
関
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。｢

絶
対
的
内
在
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
何

も
の
か
の
中
に
あ
る
の
で
も
、
何
も
の
か
に
属
す
る
の
で
も
な
い
し
、
客
体
に
依
存
す
る
の
で
も
主
体
に
帰
属
す
る
の
で
も
な
い｣

(��������360)
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
こ
の

｢

内
在｣

の
哲
学
と
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の
内
部
存
在
論
と
の
比
較
は
、
両
者
が
と
も
に
絶
対
的
他
者
と
か
絶
対
的
外
部
性
を
批

判
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
両
者
に
お
い
て
は

｢

超
越�������������｣
の
意
味
な
い
し
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
前
者
の

｢

内
在｣

と

間接的方法としての内部存在論
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後
者
の

｢

内
部｣

性
に
微
妙
な
相
違
を
招
来
し
て
い
る
。
前
者
は
、｢

超
越
と
は
常
に
内
在
に
よ
る
一
つ
の
産
物
で
あ
る｣

(��������363)

と
語
る

こ
と
に
よ
っ
て
、｢

内
在｣

の

｢

絶
対
性｣

を
語
り
出
し
て
い
る
が
、
後
者
に
と
っ
て
の

｢

超
越｣

と
は
、
第
一
義
的
に
は
、｢

世
界
へ
の
内
属
性｣

の

こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
借
り
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、｢

自
己
に
還
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
自
己
か
ら
出
る
こ
と
な

の
で
あ
る｣

(��
74)

。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
後
者
の
内
部
存
在
論
は

｢

超
越｣

へ
接
近
す
る
方
法
論
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に

と
っ
て
、｢
内
在｣

へ
の
接
近
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
稿
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
直
観
と
か
あ

る
い
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
引
き
合
い
に
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
語
る

｢

絶
対
的
な
直
接
的
意
識｣

(������������������361)

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も

・
・
・

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
メ
ル
ロ�
ポ
ン
テ
ィ
の

〈

間
接
的
方
法
と
し
て
の
内
部
存
在
論〉

と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、｢

純
粋

・
・
・

な
内
在
と
は
、
一
つ
の
生
で
あ
る｣

(��������360)
と
語
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、｢

内
在｣

へ
の
接
近
の
方
法
と
は
何
か
と
い

う
問
題
の
提
示
そ
の
も
の
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

本
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
教
授
・
哲
学)
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