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存
在
論
と
し
て
の

『
存
在
と
時
間
』

品目

ー

l
 

’EE
E

，
 

亮

本
稿
で
の
我
々
の
課
題
は
、
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
意
味
と
射
程
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
乙
の
と
と
は
い
か
な
る
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
存
在
と
時
間
』
を
単
な
る
実
存
哲
学
（
現
存
在
の
実
存
的
解
釈
）
で
は
な
く
、
「
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
」

と
し
て
捉
え
る
こ
と
ー
ー
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
『
存
在
と
時
間
』
を
存
在
論
と
し
て
解
釈
す
る
と
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
ハ
イ

デ
ガ

l
は
言
っ
て
い
る
。
「
そ
と
か
ら
他
の
す
べ
て
の
存
在
論
が
は
じ
め
て
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
基
礎
的
存
在
論
は
、
現
存
在
の
実
存

論
的
分
析
論
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
刊
。
」
し
か
し
「
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
」
が
そ
れ
だ
け
で
そ
の
ま
骨
基
礎
的
存
在
論

な
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
「
現
存
在
の
分
析
論
」
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
と
か
ら
他
の
す
べ
て
の
存
在
論
が
生
ず
る
基
礎
で
は
あ
り
得
な

い
の
で
は
な
い
か
。
現
存
在
の
分
析
論
は
現
存
在
と
い
う
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
規
定
し
、
こ
の
こ
と
を
介
し
て
、
存
在
そ
の
も

の
の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
乙
の
存
在
の
意
味
の
解
明
（
あ
ら
か
じ
め
十
分
に
解
明
さ
れ
た
存
在
一
般
の
理
念
）
に
基
づ
い
て
、

現
存
在
の
分
折
論
は
本
来
的
な
存
在
論
的
地
盤
の
う
え
で
よ
り
根
源
的
に
繰
り
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
現
存
在
の
分
析
論
は

「
存
在
の
意
味
へ
の
聞
い
」
に
答
え
る
た
め
の
準
備
で
は
あ
り
え
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
他
の
す
べ
て
の
存
在
論
の
基
礎
た
り
え

な
い
。
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
に
答
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
本
来
的
な
存
在
論
的
地
盤
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
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て
基
礎
的
存
在
論
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

現
存
在
の
分
析
論
が
基
礎
的
存
在
論
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
存
在
の
意
味
の
解
明
へ
と
導
き
、
そ
の
解
明
と
一
緒
に
な
る
限
り
に

お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
存
在
そ
の
も
の
の
学
的
解
釈
と
い
う
基
礎
的
存
在
論
的
課
題
は
、
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
！
ト
を
仕

（
印

N
L
S

基
礎
的
存
在
論
は
「
現
存
在
の
分
析
論
」
と
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
i
ト
の
分
析
論
」

上
げ
る
乙
と
を
含
ん
で
い
る
。
」

と
を
含
む
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
論
」
乙
そ
が
存
在
一
般
の
理
念
を
獲
得
し
、
そ
の
乙
と
に
よ
っ
て

他
の
す
べ
て
の
存
在
論
の
基
礎
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
現
存
在
の
分
析
論
」
は
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
論
」
へ

導
く
限
り
に
お
い
て
の
み
、
基
礎
的
存
在
論
の
一
部
を
な
す
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
の
表
題
「
時
間
性
に
向
け
て
現
存
在
を
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
と
、
存
在
へ
の
問
い
の
超
越
論

的
地
平
と
し
て
時
聞
を
解
明
す
る
と
と
」
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
題
の
前
半
「
時
間
性
に
向
け
て
現
存
在
を
学
的
に
解

釈
す
る
乙
と
」
が
「
現
存
在
の
分
析
論
」
に
対
応
し
、
現
行
の
『
存
在
と
時
間
』
は
第
一
部
の
前
半
「
現
存
在
の
分
析
論
」
を
含
む
に
す

ぎ
な
い
。
表
題
の
後
半
「
存
在
へ
の
問
い
の
超
越
論
的
地
平
と
し
て
時
聞
を
解
明
す
る
こ
と
」
は
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析

『
存
在
と
時
間
』
の
未
刊
に
終
っ
た
第
三
編
「
時
間
と
存
在
」
で
遂
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
第
三
編
「
時
間
と
存

論
」
に
対
応
し
、

在
」
の
展
聞
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

『
存
在
と
時
間
』
は
基
礎
的
存
在
論
た
り
う
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
意
味
と
射
程
を
捉
え
る
た
め
に
は
、

ず
、
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
論
」
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
第
三
編
「
時
間
と
存
在
」
が
未
刊
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
我
々
は
い
か
に
し
て
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
論
」
を
考
察
す
る
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
l
全

集
第
二
十
四
巻
『
現
象
学
の
根
本
問
題
』
は
、
『
存
在
と
時
間
』
第
三
編
「
時
間
と
存
在
」
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
現
象
学
の
根
本

問
題
』
を
検
討
す
る
こ
と
は
『
存
在
と
時
間
』
を
存
在
論
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
り
、
『
存
在
と
時

間
』
を
単
な
る
「
現
存
在
の
分
析
論
」
と
す
る
解
釈
か
ら
我
々
を
決
定
的
な
仕
方
で
自
由
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
で
あ
る
。
し
か

「
現
存
在
の
分
折
論
」
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら



し
『
存
在
と
時
間
』
に
即
し
て
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
論
」
の
意
味
と
射
程
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
り
、
存
在
論
と

し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
静
か
骨
骨
を
捉
え
る
た
め
に
は
『
存
在
と
時
間
』
に
即
し
た
検
討
の
方
が
む
し
ろ
相
応
し
い
と
思
う
。

で
は
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
を
捉
え
る
と
は
い
か
な
る
乙
と
な
の
か
。
－
1
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
が
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
批
判
的
継
承
で
あ
る
乙
と
を
証
示
す
る
と
と
な
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
が
今
日
で
も
哲
学
の
概
念
性

「
学
的
に
最
高
の
最
も
純
粋
な
段
階
」
に
あ
る
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
規
定
し
て
い
る

Q
N
－N
H
）
の
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
の

な
の
で
あ
る
（
印
N

・N
S
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
西
欧
存
在
論
を
規
定
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

存
在
論
の
批
判
的
継
承
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
『
存
在
と
時
間
』
を
西
欧
存
在
論
の
伝
統
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
乙
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
｜
｜
『
存
在
と
時
間
』
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
批
判
的
継
承
と
し
て
解
釈
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
存
在
論
と
し
て
の
『
存

在
と
時
間
』
の
意
味
と
射
程
を
捉
え
る
と
と
｜
｜
こ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

し
か
し
『
存
在
と
時
間
』
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
批
判
的
継
承
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
と
と
な
の
か
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う

存在論としての『存在と時間』

な
乙
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
答
え
る
た
め
に
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
1
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
関
係
を
簡
単
に
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
1
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
の
出
会
い
は
十
八
才
の
時
、
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
の
学
位
論
文
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
存
在
者
の

多
様
な
意
義
に
つ
い
て
』
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
宛
の
手
紙
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
ブ
レ
ン

タ
l
ノ
は
彼
の
著
作
の
扉
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
命
題
乱
守
誌
な

g
h
g記
長
。
円
を
掲
げ
ま
し
た
。
私
は
「
存
在
者
は
（
す
な
わ

ち
そ
の
存
在
に
関
し
て
〉
多
様
な
仕
方
で
明
ら
か
に
な
る
」
と
訳
し
ま
す
。
乙
の
命
題
の
う
ち
に
私
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
問
い
が
隠

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
聞
い
と
は
「
す
べ
て
の
多
様
な
意
義
を
支
配
し
て
い
る
単
一
な
統
一
的
な
存
在
の
規
定
と
は
何
か
」
で
す
。
」

ノ、

一
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一
三
四

イ
デ
ガ

1
は
ブ
レ
ン
タ
1
ノ
の
学
位
論
文
に
よ
っ
て
存
在
の
問
い
へ
と
目
を
聞
か
れ
た
。
「
存
在
者
（
そ
の
存
在
に
関
し
て
〉
の
多
様
な
意

義
を
統
一
す
る
存
在
の
規
定
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
乙
そ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
多
と
こ

と
い
う
存
在
論
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
ζ

の
問
題
は
プ
レ
ン
タ
1
ノ
の
学
位
論
文
の
主
題
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ン
タ
l
ノ
は
「
存
在

者
の
多
様
な
意
義
」
が
「
同
一
項
に
関
わ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
そ
れ
独
自
の
統
一
を
も
っ
と
と
を
示
そ
う
と
試
み

た
の
で
あ
る
。

（
月
志
向
耐
て
）
に
よ
っ
て
、

と
す
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
問
い
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
基
本
定
式
｜
止
令
泳
三
叶
突
き
と
Q

も
c

。

。

を
匙
司
、

r
r
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
存
在
と
時
間
』
は
「
す
べ
て
の
多
様
な
意
義
を
支
配
し
て
い
る
単
一
な
統
一

的
な
存
在
の
規
定
と
は
何
か
」
に
答
え
る
試
み
で
あ
り
、
月
志
向
守
の
問
題
乙
そ
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
問
い
は
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ー
ー
ミ

r
え
に
万
言
内
乱

2NENhr

z会何
言
一

少
な
く
と
も
『
存
在
と
時
間
』
が
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
根
本
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は

実
際
『
存
在
と
時
間
』
出
版
以
前
に
、

言

え

る

だ

ろ

う

。

ハ

イ

デ

ガ

1
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

帥

同

り
、
マ

l
ル
プ
ル
ク
大
学
に
招
聴
さ
れ
た
（
一
九
二
三
年
）
の
は
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
の
草
稿
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

『
存
在
と
時
間
』
の
執
筆
（
一
九
二
三
年
夏
か
ら
一
九
二
六
年
四
月
八
日
）
と
平
行
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
を
『
哲
学
と
現
象
学
的
探
究
の
た
め
の
年
報
』
第

七
巻
に
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
（
少
な
く
と
も
一
九
二
二
年
十
二
月
か
ら
一
九
二
四
年
四
月
ま
で
）
。
。

『
存
在
と
時
間
』
の
執
筆
と

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
の
発
表
準
備
と
が
同
時
に
進
め
ら
れ
て
い
た
乙
と
は
、
決
し
て
単
な
る
偶
然
で
は
あ
り
え
な
い
。
我
々
は
ハ
イ
デ

ガ
1
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
を
、
必
要
な
る
変
更
を
加
え
て
ハ
イ
デ
ガ
l
自
身
に
対
し
て
言
う
乙
と
が
で
き
る
。

「
ハ
イ

デ
ガ
l
の
『
存
在
と
時
間
』
の
構
想
は
明
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
解
釈
か
ら
生
じ
て
い
る
。

『
存
在
と
時
間
』
の
執
筆
と



平
行
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
決
し
て
単
に
外
的
な
連
聞
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
」

『
存
在
と
時
間
』
そ
の
も
の
が
そ
の
根
本
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
批
判
的
継

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
研
究
が
『
年
報
』
に
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

承
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
l
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
個
々
の
分
析
を
導
い
た
だ
け
で
な
く
、

時
間
』
の
構
想
を
そ
の
根
本
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
。
し
か
も
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
お
け

『
存
在
と

る

3
r
p
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
我
々
は
こ
の
こ
と
を
『
存
在
と
時
間
』
に
即
し
て
示
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

3
r
p
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ハ
イ

デ
ガ
l
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
月
も

r
p
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

0
3
r
p
は
『
存
在
と
時
間
』
の
官
頭
第
一
節

「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
こ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
の
第
一
節
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な

に
お
い
て

ら
な
い
。

存在論としての『存在と時間』

第
一
節
「
存
在
へ
の
問
い
を
断
固
と
し
て
取
り
返
す
こ
と
の
必
然
性
」
は
存
在
へ
の
問
い
を
不
必
要
と
す
る
三
つ
の
先
入
見
を
批
判

「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
繰
り
返
し
、
取
り
返
す
こ
と
の
必
然
性
を
示
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統

しこ
は
第
一
の
先
入
見
の
検
討
に
お
い
て
登
場
す
る
。
第
一
の
先
入
見
と
は
「
存
在
は
最
も
普
遍
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
明

ら
か
な
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
解
明
を
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
」
を
語
る
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統

「
事
象
に
関
す
る
最
高
類
概
念
の
多
様
性
に
対
す
る
超
越
論
的
に
「
普
遍
的
な
も
の
」
の
統
一
を
、
す
で
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
存
在
論
的
問

題
設
定
に
依
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
の
問
題
を
原
則
的
に
新
し
い
地
盤
の
上
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
彼
も
ζ

の
カ
テ

五



一コマ六

ゴ
リ
l
の
連
聞
の
暗
が
り
を
明
る
く
は
し
な
か
っ
た
。
」

3
N
・3
中
世
存
在
論
も
へ

l
ゲ
ル
も
乙
の

「
存
在
の
統
ご
と
い
う
問
題
を

明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。
存
在
が
最
も
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
と
と
の
う
ち
に
「
存
在
の
統
ご
と
い
う
謎
が
あ
る
が
故
に
、
存

在
と
い
う
概
念
は
最
も
明
る
い
概
念
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
も
暗
い
概
念
な
の
で
あ
る
。
「
存
在
の
統
こ
が
暗
が
り
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
故
に
、
「
存
在
へ
の
問
い
」
は
「
存
在
の
統
一
へ
の
間
い
」
と
し
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
存
在
の
統
一
へ

の
聞
い
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
か
な
る
仕
方
で
問
う
の
だ
ろ
う
か
。

存
在
の
統
一
と
い
う
問
題
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
ご
と
密
接
に
関
係
す
る
。
と
す
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
l
は
存
在
の

統
一
へ
の
間
い
（
乙
れ
は
彼
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
聞
い
で
あ
っ
た
）
を
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
、
す
な
わ
ち

ξ
r
p
へ
の
問
い
と

し
て
設
定
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
『
存
在
と
時
間
』
第
一
節
で
最
初
に
「
存
在
は
最
も
普
通
的
な
概
念
で
あ
る
」
と
い

う
テ
l
ゼ
を
検
討
し
、
そ
ζ

で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
」
を
論
じ
て
い
る
の
は
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
論
を
「
原
則
的
に
新
し
い
地
盤
」
の
上
に
置
い
た
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
こ
を
、
優
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

研
究
者
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
1
が
彼
自
身
の
存
在
論
の
構
想
に
お
い
て
、
全
く
無
視
し
た
（
あ
る
い
は
単
に
添
え
物
と
し
て
し
か
触
れ
な
か

っ
た
お
N

ム
ゲ
明
N
O
）
）
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
存
在
の
統
一
へ
の
問
い
と
そ
が
ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
の
で

あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
『
存
在
と
時
間
』
そ
れ
自
身
が
彼
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
「
存
在
の
統
一
へ
の

聞
い
」
を
、

ξ
r
p
と
し
て
展
開
す
る
試
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
の
こ
と
を
我
々
は
第
一
節
の
表
題
「
存
在
へ
の
問
い
を
断
固
と
し
て
取
り
返
す
乙
と
の
必
然
性
」
を
検
討
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
示
す

乙
と
が
で
き
る
。
取
り
返
し
と
は
過
去
と
な
っ
た
も
の
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
い
。

模
倣
、
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
か
つ
て
実
存
し
て
い
た
現
存
在
の
可
能
性
に
応
答
す
る
と
と
で
あ
る
。
現
存
在
は
己
れ
の
た
め
に

制

己
れ
の
英
雄
を
選
ぶ
の
で
あ
あ
。
」
そ
れ
故
「
存
在
へ
の
問
い
の
取
り
返
し
」
と
は
、
か
つ
て
’
実
存
し
て
い
た
現
存
在
へ
己
れ
の
英
雄
、

そ
の
実
存
可
能
性
を
己
れ

当『

doa叩同一
F
O
】ロロ
m

「
取
り
返
し
と
は
単
な
る

す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
の
可
能
性
へ

3
r
p
に
よ
っ
て
存
在
へ
の
聞
い
を
問
う
乙
と
）
に
応
答
し
、



の
可
能
性
と
し
て
根
源
的
に
取
り
返
す
と
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
へ
の
問
い
を
問
う
乙
と
は
現
存
在
の
実
存
可
能
性
な
の
で
あ

る
へ
∞
N
L
e
。

し
か
し
い
か
な
る
仕
方
で
根
源
的
に
取
り
返
す
の
だ
ろ
う
か
。
取
り
返
し
は
、
か
つ
て
実
存
し
て
い
た
現
存
在
の
本
来
的
可
能
性
に
応

答
す
る
た
め
に
、
「
今
日
過
去
と
し
て
影
響
し
て
い
る
も
の
の
無
効
を
宣
言
す
る
乙
と
」

aN－
包
由
）
で
あ
る
。
「
存
在
へ
の
問
い
の
取

り
返
し
」
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
ど
を
余
計
な
も
の
と
宣
言
し
、
と
の
問
い
を
問
わ
な
い
と
い
う
怠
慢
毒
事
て
い
る
伝
統
的
な

ド
グ
マ
（
過
去
と
し
て
影
響
し
て
い
る
も
の
）
に
対
し
、
そ
の
無
効
を
宣
言
す
る
乙
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ζ

の
「
取
り
返
し
H
無
効

の
宣
言
」
は
単
な
る
否
定
、
破
壊
で
は
な
く
、
か
つ
て
実
存
し
た
現
存
在
の
本
来
的
可
能
性
を
己
れ
の
可
能
性
と
し
て
引
き
受
け
る
た
め

に
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
は
と
の
「
取
り
返
し
H
無
効
の
宣
雪
己
を
解
体

u
g可
ロ
宮
山
O

ロ
と
し
て
、
第
二
部
「
テ

ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
問
題
性
を
手
引
き
と
す
る
存
在
論
の
歴
史
の
現
象
学
的
解
体
の
概
要
」
に
お
い
て
展
開
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
解
体

と
は
硬
化
し
た
伝
統
を
解
き
ゆ
る
め
〉
口
出

o
n
E
E白
問
、
そ
れ
に
よ
る
隠
蔽
を
解
き
離
す
〉
E
O臼ロ回同一（印
N

・M
N
〉。

源
的
な
経
験
（
そ
こ
で
最
初
の
、
か
つ
そ
れ
以
後
指
導
的
と
な
っ
た
存
在
の
規
定
が
得
ら
れ
た
経
験
）

"' と
己
れ
を
解。
きそ
放れ

す 2
解三
体℃
は根

存在論としての『存在と時間』

根
源
的
な
経
験
へ
と
己
れ
を
解
き
放
ち
、
そ
の
う
ち
に
あ
る
積
極
的
な
可
能
性
に
お
い
て
伝
統
を
開
示
し
つ
つ
、
そ
の
根
源
的
な
可
能
性

を
己
れ
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
袖

解
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
存
在
論
的
伝
承
の
解
体
の
完
遂
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
存
在
の
間
い
は
そ
の
真
の
具

体
性
を
得
る
。
そ
と
に
お
い
て
存
在
の
問
い
は
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
が
不
可
避
で
あ
る
と
と
の
完
全
な
証
明
を
獲
得
し
、
こ
の
間
い
の

「
取
り
返
し
」
を
語
る
と
と
の
意
味
を
論
証
す
る
。
」
（
印
N

・N
S

解
体
は
第
二
部
第
三
編
「
古
代
存
在
論
の
現
象
学
的
地
盤
と
限
界
と

の
判
別
規
準
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
」
で
終
る
。
古
代
存
在
論
の
存
在
解
釈
に
お
い
て
「
時
間
自
身
が
他
の
存
在
者
の
う

ち
の
一
つ
の
存
在
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ

2
N
・M
m
）
し
か
し
存
在
者
は
現
在
性
〉
ロ
巧

S
S
E－
円
と
し
て
、
現
在
と
い
う
時

間
様
態
か
ら
了
解
さ
れ
て
い
る
。
「
存
在
の
意
味
が
、
存
在
論
的
｜
テ
ン
ポ
ラ
l
ル
に
は
現
在
性
を
意
味
す
る
パ
ル
ウ
l
シ
ア
な
い
し
ウ

一
三
七



一
三
八

l
ジ
ア
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」

3
N
W
N
S
の
で
あ
る
。
乙
乙
に
お
い
て
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
「
時
間
へ
の
聞
い
」
と
し

て
新
た
に
問
う
こ
と
の
不
可
避
性
が
明
ら
か
と
な
る
。
か
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
存
可
能
性
守
志
内
令
に
よ
っ
て
存
在
へ
の
聞

い
を
問
う
乙
と
）
を
そ
の
根
源
的
可
能
性
に
お
い
て
取
り
返
す
と
は
、
存
在
へ
の
問
い
を
時
間
へ
の
問
い
へ
と
問
い
深
め
る
と
と
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
統
一
を
時
間
（
H
1
5円
）
に
求
め
る
こ
と
、
司
、
b

内
向
ピ
を

ξ
r
H
1
t
q
t
へ
と
根
源
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ー
ー

こ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
単
な
る
断
言
に
と
ど
め
て
お
く
と
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
の
検
討
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
聞
い
」

の
不
可
避
性
、
必
然
性
を
示
し
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
存
在
へ
の
問
い
を
断
固
と
し
て
取
り
返
す
乙
と
の
必
然
性
」

が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
第
一
節
は
そ
の
必
然
性
を
暫
定
的
に
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
解
体
の
完
遂
に
よ
っ
て
、
す
な
わ

ち
『
存
在
と
時
間
』
の
自
己
展
開
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
『
存
在
と
時
間
』
の
端
初
（
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
）
が
真
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

「
存
在
と
時
間
』
は
自
己
展
開
を
通
し
て
自
己
の
端
初
を
基
礎
づ
け
る
円
環
と
し
て
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
が
円
環
を
な
す
と
す
れ

ば
、
そ
の
こ
と
は
我
々
に
へ

l
ゲ
ル
哲
学
体
系
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
の
円
環
を
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
存
在
と
時
間
』

の
端
初
が
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
へ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
端
初
は
端
的
に
「
存
在
」
な

の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
自
己
展
開
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
の
不
可
避
性
、
必
然
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
聞

い
と
し
て
の
端
初
は
己
れ
を
可
能
性
へ
と
聞
か
れ
た
ま
ま
に
す
る
。
『
存
在
と
時
間
』
が
聞
か
れ
た
円
環
で
あ
る
こ
と
は
、
へ

l
ゲ
ル
『

エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
が
閉
ざ
さ
れ
た
円
環
で
あ
る
こ
と
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
に
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
l
哲
学
の
本
質
「
聞
い

と
し
て
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
当
日
目
白

gmngコ
へ
へ

l
ゲ
ル
）
と
は
違
っ
て
、
哲
学

dUL－－

24恥
安
は
途
上

に
あ
る
こ
と
と
し
て
、
自
ら
が
間
い
求
め
る
限
り
に
お
い
て
の
み
あ
る
（
〈
包
・
回
P
Nデ
ω－
E
Y

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
存
可
能
性
（

g
r
p
に
よ
っ
て
存
在
へ
の
問
い
を
問
う
こ
と
）
を
、

「
存
在
へ
の
間
い
の
取
り
返
し
」
と
は
、

そ
の
根
源
的
可
能
性
（
之
島
町

H
E
t－ヒ
に
よ
っ
て
存
在
へ
の
問
い
を
問
う
こ
と
）
に
お
い
て
断
固
と
し
て
取
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。

司、白内



H
1
t
s
に
よ
っ
て
「
存
在
の
統
一
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
！
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
問
い
に
答
え
る
の
で
あ
る
。

し
（
『
存
在
と
時
間
』
の
端
初
）
の
必
然
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
時
間
論
の
解
体
（
『
存
在
と
時
間
』
の
自
己
展
開
）
を
通
し
て
は
じ
め

て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
存
在
と
時
間
』
は
円
環
と
し
て
あ
る
。
｜
｜
乙
れ
が
『
存
在
と
時
間
』
第
一
節
の
表
題
「
存
在

へ
の
聞
い
を
断
固
と
し
て
取
り
返
す
乙
と
の
必
然
性
」
の
意
味
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
取
り
返

か
く
し
て
『
存
在
と
時
間
』
第
一
節
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
こ

の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（司、
b
内
向
ヒ

に
よ
る
統
一
）
が
語
ら
れ
て
い
る

し
か
し
第
一
節
の
表
題
を
め
ぐ
る
我
々
の
解
釈
は
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
に
妥
当
す
る
だ
ろ
う
か
。
『
存
在
と
時
間
』
は
円
、

r

吉
弘
ゼ
ロ
ピ
に
よ
る
存
在
論
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
と
時
間
」
は
い
か
な
る

関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
が
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
と
と

に
よ
っ
て
、
我
々
の
解
釈
を
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
。

四

存在論としての『存在と時間』

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
洞
察
は
「
そ
れ

か
ら
さ
ロ
喝
。
富
田
現
存
在
が
一
般
に
存
在
と
い
っ
た
も
の
を
表
立
た
ず
に
了
解
し
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
は
時
間
で
あ
る
」
（
ω
N
－

H

斗
）
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
時
間
は
「
そ
れ
か
ら
存
在
が
了
解
さ
れ
る
そ
れ
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
存
在
は
時
聞
か
ら
ぬ
s
a
2

N
包
円
概
念
把
握
さ
れ
る
」
（
印
N

L

∞
）
と
言
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
存
在
者
は
一
定
の
時
間
様
態
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
ヨ
ロ
河
口
円

EEHH

Q
3＼
了
解
さ
れ
る
」
（
印
N
噌

M
m
）
、
あ
る
い
は
「
存
在
は
時
間
へ
の
顧
慮
か
ら
田

5
P
B
呂
田
ザ
ロ

nwg＼
把
握
さ
れ
る
」
（
ω
N
W

巴
）
と

「
時
聞
か
ら
」
と
「
時
間
へ
の
顧
慮
（
視
）
」
と
い
う
言
い
方
を
我
々
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
存

同

と
い
う
前
世
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。

表
現
さ
れ
て
い
る
。

在
と
時
間
の
関
係
が
語
ら
れ
る
時
、
言
同
と
吉
田

そ
れ
と
も
こ
の
こ

九
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O

と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
司
主
的
？
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
乙
乙
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
弓
－

r
e
に
立
ち
帰
っ
て
そ
の
意
味
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
司
、
島
町
守
を

健
康
を
例
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。
「
存
在
者
は
多
様
に
語
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
も
の
、
一
つ
の
実
在
と
の
関
係
に
お
い
て

で
あ
っ
て
、
同
名
異
義
的
に
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
健
康
的
な
も
の
が
健
康
と
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

健
康
を
た
も
つ
が
故
に
、
健
康
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
健
康
の
し
る
し
で
あ
る
が
故
に
、
健
康
を
受
け
容
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
健

”

、

、

、

康
的
な
も
の
が
健
康
と
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
で
あ
る
。
」
或
る
も
の
を
健
康
的
な
も
の
と
し
て
語
る
た
め
に
は
、
健
康
へ

と
向
か
い
守
志
内
々
？

S
〉
、
健
康
を
先
行
的
に
了
解
し
、
乙
の
健
康
へ
の
先
行
的
な
顧
慮
（
視
）
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
或
る
も
の

を
健
康
と
の
関
係
に
お
い
て
了
解
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
。

語
ら
れ
る
、

そ
の
根
拠
、

「
健
康
」
は
或
る
も
の
が
そ
れ
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
健
康
的
な
も
の
と

ア
ル
ケ
ー
で
あ
る
。
「
健
康
と
の
関
係
に
お
い
て
」
（
之
島
内
々
p
h
R
t
）
と
は
「
健
康
へ
と
向
か
い
、
健
康
か
ら
」

を
意
味
し
て
い
る
。

一
か
ら
」
を
意
味
す
る
乙
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
術
語
と
し
て
『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』
企
呂
田
げ
勾
l
N
S
K現
わ
れ
る
九
も
．

r
r
「
一
か
ら
」
と
号
島
町
守
「
一
へ
と
向
か
っ
て
」
と
は
、

い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ヤ
言
い
換
え
れ
ば
之
島
町
守
は
そ
れ
自
身
で
ご
へ
と
向
か
っ
て
」
だ
け
で
な
く
、

と
す
れ
ば
ミ

r
e
は
ご
へ
と
向
か
い
、

同
じ
事
柄
を
意
味
し
て

ご
か
ら
」
を
も
合
意
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

き
同
と
回

5
と
い
う
前
置
調
が
用
い
ら

れ
て
い
る
乙
と
の
理
由
を
理
解
で
き
る
。
田
口
同
と
同
国
帥
は
勿
論
「
存
在
了
解
の
構
造
」
と
い
う
事
象
そ
れ
自
身
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
が
語
ら
れ
る
時
、

し
か
し
ま
た
宮
崎
と
M

富
田
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
前
置
調
ミ
私
的
と
九
月
一
弘
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
司
、

r
p
は
そ
れ
自
身
で
「
一
へ

と
向
か
っ
て
、
一
か
ら
」
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
を
言
い
表
わ
す
宮
崎
と
吉
田
は
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
之
島
町
？
に
由
来
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
存
在
は
時
間
へ
の
顧
慮
（
視
）
に
よ
っ
て
、
時
間
へ
の
顧
慮
（
視
）



か
ら
、
時
聞
か
ら
了
解
さ
れ
る
。
存
在
が
了
解
さ
れ
る
の
は
「
時
間
へ
と
向
か
っ
て
、
時
聞
か
ら
」
（
月
E
n
H忘
5
5
九月一
b
N
1
5巳
〉
な
の

で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
時
聞
は
ミ

r
p
の
令
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
苦

r
p
が

3
r
x
s
号
泣
ヒ

C
o
o
s
m）

闘

で
あ
る
と
同
様
に
、
時
間
は
「
そ
れ
か
ら
存
在
が
了
解
さ
れ
る
そ
れ
」
皆
目
〈
O

ロl
巧
O
l
目
5
と
し
て
ら
も
な
な
の
で
あ
る
。
「
ど
こ
か
ら

4
0
ロ

当
O

目
5
存
在
が
了
解
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、

ア
ル
ケ
ー
へ
の
問
い
な
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
存
在
と
時
間
」
の
語
ら
れ
方
の
う
ち
に
、
我
々
は
ミ

r
r
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
存
在
と

時
間
』
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ご
た
令
を
さ
b

り
さ
守
き
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
｜
｜
我
々
は
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
単
に
ミ

r
p

、、

の
継
承
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
月
も

r
p
の
根
源
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い

て

ミ

r
p
の
守
と
は
何
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
月
志
向
守
の
守
は
ウ
l
シ
ア
で
あ
る
と
一
応
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
市

上
学
』
に
お
い
て
、
存
在
の
四
つ
の
意
味
〈
付
帯
的
な
存
在
、
真
と
し
て
の
存
在
と
偽
と
し
て
の
非
存
在
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
諸
形
態
に
よ

る
存
在
、
可
能
的
存
在
と
現
実
的
存
在
）
が
、
自
覚
的
、
体
系
的
に
号
b

n

p

（q
b
q
E
る
に
よ
っ
て
統
一
へ
と
も
た
’
り
さ
れ
て
い
る
わ
け

存在論としての『存在と時間』

で
は
な
い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
諸
形
態
に
よ
る
存
在
に
お
い
て
の
み
2
v
b
q
q
u
q
h弓
が
主
張
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト

帥

テ
レ
ス
に
と
っ
て
第
一
哲
学
は
ウ
1
シ
ア
の
学
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
最
終
的
に
は
存
在
の
四
つ
の
意
味
す
べ
て
に
お
い
て

ξ
b
q
q
u
q
？で

に
よ
る
統
一
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
き
P
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
え
た
の
で
あ
る
。

と
に
昔
も
今
も
つ
ね
に
聞
い
求
め
ら
れ
、
つ
ね
に
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
と
乙
ろ
の
「
存
在
者
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
「
ウ
l
シ
ア
と

伺

は
何
か
」
で
あ
る
。
」

l
ー
か
く
し
て
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
基
本
定
式
を
次
の
よ
う
に
言
う
と
と
が
で
き
る
。

「
ま
こ

白

H
L
L～品川「向
H
1
Q
h
H吋
巴
』

L～
21NRU円
w

円
時
ι～ι～円
W
H吋
も
白
山
町

q
u
q
h
w
H
V＼

で
は
ハ
イ
デ
ガ
l
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
乙
の
基
本
定
式
に
対
し
、
い
か
な
る
態
度
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
ウ
l
シ
ア
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
存
在
者
の
存
在
の
古
代
解
釈
は
「
存
在
の
了
解
を
「
時
間
」
か
ら
獲
得
し
て
い
る
。

四



四

〉
ロ
巧
叩
凹
叩
ロ
｝
H
O
－H

こ
の
こ
と
の
外
的
な
証
拠
は
｜
勿
論
単
に
外
的
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
｜
存
在
の
意
味
を
、

を
意
味
す
る
パ
ル
ウ
l
シ
ア
な
い
し
ウ
l
ジ
ア
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
者
は
そ
の
存
在
に

存
在
論
的
｜
テ
ン
ポ
ラ
l
ル
に
は
現
在
性

お
い
て
「
現
在
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
定
の
時
間
様
態
で
あ
る
「
現
在
」
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
よ

3
N－
N
3

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
弓
R

P
は
毛
穴
包
え
S
で
あ
っ
た
。
ゥ
l
シ
ア
は
現
在
性
と
し
て
、

現

在
へ
の
顧
慮
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
も
し
ウ
l
シ
ア
が
さ
ら
に
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
？
E
n
H忌

st）
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
司
、
b
n
c
u
qヘ
ミ
は
同
首
公
立
守
口
ピ

へ
と
根
源
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
存
在
者
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て

了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
｜
｜
叶
二
E
K
3
5
ミ
b

町
立
守
口
ヒ
・

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
之
島
町
H
ミ
ヒ
き
が
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

、
、
、

ミ
b
n
p

の
根
源
化
と
し
て
あ

る
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
l
は
月
も
た
ぞ
を
月
も
た
さ
守
宅
へ
と
根
源
化
財
田
巴
2
w巴
丘
四
円
ロ
ロ
四
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
忌
町
立
守
口
ヒ
を
存

伺

在
の
多
様
な
意
味
す
べ
て
に
適
用
し
、
司
も
た
守
を
普
遍
化
口
巳
〈
四
円
回
目
－

E
叩
言
口
問
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
『
存
在
と
時
間
』
第
三
編

「
時
間
と
存
在
」
に
属
す
る
『
現
象
学
の
根
本
問
題
』
は
、
存
在
論
の
四
つ
の
根
本
問
題
｜
存
在
論
的
差
異
、
存
在
の
根
本
分
節
（
エ
セ

。

存
在
の
可
能
な
変
様
と
そ
の
多
様
性
の
統
て
存
在
の
真
理
性
格
｜
の
す
べ
て
を
、

ン
テ
ィ
ア
と
エ
ク
シ
ス
テ
ン
テ
ィ
ア
）
、

司、口町

立
を
D
E

に
よ
っ
て
統
一
的
に
解
明
す
る
試
み
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
取
り
返
し
と
し
て
あ
る
。
取
り
返
し
と
は
か
つ
て
実
存
し
た
現
存
在
の
本
来
的
可

能
性
を
己
れ
の
可
能
性
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
同
志
内
向
ヒ
の
取
り
返
し
は

N
E
n
H
1
5ヒ
へ
の
根
源
化
で
あ
り
普
通
化
な
の
で
あ

る。
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
批
判
的
継
承
と
し
て
、

月
志
内
同
志
ピ
巴
ピ
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
が

故
に
、
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
定
式
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
｜
｜
止
守
た
な
叶
突
き
と

R
E
C
E匙

3
R
守弘
E
F
－
－
ハ
イ
デ
ガ
l
は
と
の
基
本
定
式
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
間
い
「
す
べ
て
の
多
様
な
意
義
を
支
配
す



る
単
一
な
統
一
的
な
存
在
の
規
定
と
は
何
か
」
に
答
え
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
こ
の
結
論
を
さ
ら
に
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
的
な
聞
い
で
あ
る
「
存
在
の
意
味
へ
の
聞
い
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
に
よ

っ
て
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
存
在
と

時
間
』
の
根
本
構
想
は
問
題
設
定
そ
の
も
の
の
う
ち
に
読
み
取
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五

『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
的
な
問
い
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
で
あ
る
。

「
「
存
在
」
の
意
味
へ
の
聞
い
を
具
体
的
に
仕
上
げ
る

し
か
も
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
論
述
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
存
在
の

関

意
味
へ
の
問
い
が
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
問
い
と
し
て
明
確
に
立
て
ら
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
」

乙
と
が
以
下
の
論
述
の
目
標
で
あ
る
。
」
（
ω
N

・。

そ
れ
故
存
在
論
と
し
て
の

存在論としての『存在と時間』

『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
と
は
何
か
を
理
解
す
る
と
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で

あ
る
。
「
存
在
の
意
味
」
と
は
何
か
。
そ
も
そ
も
「
意
味
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

ハ
イ
デ
ガ

1
は
「
意
味
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
意
味
と
は
先
持
、
先
視
お
よ
び
先
握
に
よ
っ
て
構
造
づ
け
ら
れ
た
企
投

の

巧

2
2
P宮
で
あ
り
、
そ
と
か
ら
或
る
も
の
が
或
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
企
投
の
当
日
S
F
S
で
あ
る
。
」

Q
N
L
E）

「意

味
と
は
そ
乙
か
ら
或
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
概
念
把
握
さ
れ
る
第
一
次
的
企
投
の
巧

2
2
p
z

そ
れ
故
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
と
は
「
そ
こ
か
ら
存
在
が
存
在
と
し
て
了
解
さ
れ
る
企
投
の

「
存
在
者
の
存
在
の
意
味
へ
の
間
い
は
、
存
在
者
の
す
べ
て
の
存
在
の
根
底
に
あ
る
存
在
了
解
の

を
意
味
す
る
。
」

Q
N
・
ω
N
S

当
O
B
E
E－
ロ
」
を
問
う
と
と
で
あ
る
。

当
日
目
丘
町
山
口
を
主
題
と
す
る
。
」

G
N
・ωNm）

「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
と
は
何
か
を
考
察
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
術
語
巧
O
H
E
B
E
に
出
会

の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
我
々
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
理
解
し
え
な
い
だ
ろ
う
し
、

っ
た
。
と
の
当
日
吉
宮
町
田

＝司

一
四
三



四
四

存
在
と
時
間
』
の
真
の
課
題
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

当
R
E
P
S
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
も
そ
も
何
故
ハ
イ
デ
ガ
l
は
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
術
語
と
し
て
、

術
語
と
し
て
は
一
見
奇
妙
な
巧
O
B
E
Y－
ロ
と
い
う
「
関
係
代
名
詞
と
前
置
詞
と
の
融
合
形
」
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
存
在

者
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
報
告
す
る
こ
と
と
、
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
る
と
と
は
違
う
」
か
ら
、
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と

側

時

間

』

に

お

い

て

が

生

じ

る

乙

と

は

避

け

が

た

い

。

し

か

し

巧

。

E
ロ岳山口

「
表
現
の
ぎ
乙
ち
な
さ
と
醜
さ
」

Q
N
L∞）

の
場
合
、
さ

ら
に
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
K
関
わ
る
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
『
存
在
と
時
間
』
の
術
語
で
あ
る
巧
0
2
5巧
巳

g
（
そ
れ
の
た
め
に
の
そ
れ
）
は
、
巧

2
2
P
E
と
全
く
同
じ
構
造
（
関
係
代

名
詞
と
前
置
調
と
の
融
合
形
）
で
あ
る
。
乙
の
巧
0
2
H
B
当
日
。
ロ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
術
語
乱
。
白
川
ヒ
h
h
a

（
そ
れ
の
た
め
に
の
そ
れ
）

ω
 

と
造
語
法
（
関
係
代
名
詞
プ
ラ
ス
前
置
詞
）
が
全
く
同
じ
で
あ
り
、
意
味
（
そ
れ
の
た
め
に
の
そ
れ
）
の
上
で
も
対
応
し
て
い
る
。
と
す

れ
ば
巧
0
2
5巧
巴

g
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
乱
。
町
内
認
さ
に
由
来
す
る
と
一
吉
守
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
巧
O
B丘町山口

も
そ
の
由
来
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
の
巧
O
B
E
Y－
ロ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
基
本
語
で
あ
る
ご
穴
守
に
由
来
す
る
と
主
張
し
た
い
。

乙
の
由
来
が
「
関
係
代
名
詞
と
前
置
詞
と
の
融
合
形
」
で
あ
る
巧
2
2
p
g
を
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
術
語
と
し
て
選
ば
せ
た
の
で

あ
る
。
当
o
Z
H
H
H
巧
邑

gー
が
ユ

S
F
S
R
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
巧
O
B
c
p
g
は
ギ
リ
シ
ア
語
叶
b

H

叶
豆
町
民
「
に
対
応
し
て
い
る
。
実

関

際
『
哲
学
の
歴
史
辞
典
』
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

2
R
P
は
〉
丘
四
ロ

g
v
S
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巧

2
2
P宮
と

い
う
言
葉
は
由
民
凶
日
旨
の

X
を
指
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
巧

R
E
P－
ロ
は
〉
丘
四
回

g
F
S
の
巴
ロ

g
を
指
し
、
従
っ
て

3bn

p
の
？
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ー
l
tか
く
し
て
確
か
に
造
語
法
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

4
〈

R
E
P－
ロ
が
叶
b

H
叶もた

伐
に
対
応
し
て
い
る
と
云
守
え
る
。
し
か
し
巧
O
B
E
Eロ
が
意
味
の
上
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

3
r
p
に
対
応
す
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
巧

2
2
P
E
の
意
味
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



4
『O
吋
田
口
岳
山
口
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
。
話
回
目
宮
は
宮
町
凶
窓
口
の
凶
を
指
し
て
い
る
。
白
ロ
同

2
・
E
ロ
は
基
本

的
に
は
「
：
・
に
基
づ
い
て
」
と
「
・
：
に
向
か
っ
て
」
を
意
味
し
て
い
る
。

は
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

ヨ「
O
司

MWZ
向
日
比
ロ

う
か
。
あ
る
い
は
両
方
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
の
意
味
」
す
な
わ
ち
「
存
在
了
解
の
第
一
次
的
企
投
の

巧
O
Bロ
P
E」
は
時
間
で
あ
り
、

一＇そ

れ
か
ら

4
0
口
巧
。
田
口
由

現
存
在
が
一
般
に
存
在
と
い
っ
た
も
の
を
表
立
た
ず
に
了
解
し
解
釈
す
る
と
乙
ろ
の
そ
れ
は
時
間
で
あ
る
。
」

（ω
N
L
3

存
在
了
解
の
第
一
次
的
企
投
の
巧

R
E
P－
ロ
と
し
て
の
時
間
が
存
在
了
解
の
「
そ
れ
か
ら
の
そ
れ
」
門
凶
器
〈
O

ロ
当
O

吉
田

側

、

HR問
、
誌
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
巧
O
Bロ
p－
ロ
が
「
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
の
そ
れ
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

実
際
「
世
界
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
世
界
内
部
的
存
在
者
一
般
は
世
界
に
基
づ
い
て
き
同
巧
岳
町
宮
企
投
さ
れ

る。」

3
F
E
C
存
在
者
が
世
界
内
部
的
存
在
者
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
は
、
先
行
的
に
開
示
さ
れ
た
世
界
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
か

ら
存
在
者
が
了
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
は
「
そ
れ
か
ら
存
在
者
が
了
解
さ
れ
る
企
投
の
巧
2
2
p
g
（
そ
れ
に
基
づ
い
て
の
そ
れ

）
」
で
あ
る
（
〈
包
・

ω
N
・∞∞）。

し
か
し
巧
O
B
E
E
S

「
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て
の
そ
れ
」

存在論としての『存在と時間』

は
「
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
の
そ
れ
」
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、

聞

を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
存
在
者
が
了
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
世
界
が
存
在
者
に
先

立
っ
て
先
行
的
に
開
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
の
先
行
的
開
示
は
、
当

2
2
P
E
と
し
て
の
世
界
が
「
そ
れ
へ
と

向
か
っ
て
の
そ
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
世
界
の
先
行
的
開
示
と
は
現
存
在
が
「
存
在
者
を
世
界
へ
と
超
越
す

制

る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
実
際
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
（
一
九
二
九
年
）
に
お
い
て
巧

2
2
P
E
は
「
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て
の
そ

れ
」
当
日

E
Eロ
と
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
超
越
と
は
超
出

c
g
g
t認
で
あ
り
、
超
出
は
「
或
る
も
の
か
ら
或
る
も
の
へ
と
向

う
関
係
」
で
あ
る
。
超
越
に
は
「
超
越
さ
れ
る
も
の
」
と
「
そ
れ
へ
と
超
越
す
る
そ
れ
」
当

2
2貯
ロ
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越

さ
れ
る
も
の
は
現
存
在
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
存
在
者
で
あ
る
。

「
そ
れ
へ
と
超
越
す
る
そ
れ
」
は
「
現
存
在
そ
れ
自
身
が
そ
れ
へ
と
超

一
四
五



一
四
六

越
す
る
そ
れ
当

O
B
Z
P
Z」
で
あ
り
、
世
界
と
呼
ば
れ
る
。
世
界
と
し
て
の
当

O
B丘
町
山
口
は
当

O
B
E
Nロ
で
あ
り
、
「
超
越
が
そ
れ

側

、

へ
と
向
う
そ
れ
」
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
し
て
当
R
E
P－
ロ
は
「
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
の
そ
れ
」
と
「
そ
れ
へ
と
向
う
そ

れ
」
を
周
時
に
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
二
つ
の
意
味
の
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
「
そ
れ
へ
と
向
か
い
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
の
そ
れ
」
と
し
て
了
解
構
造
と
い
う
一
な
る
事
態
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
「
そ
れ
か
ら
存
在
者
が
了
解
さ
れ
る
企
投
の
当
日
E
P
Z」
（
世
界
）
に
即
し
て
巧
R
E
P
S
の
意
味
を
検
討
し
て
き
た
。

し
か
し
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
的
な
問
い
が
』
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
「
そ
れ
か
ら
存
在
が
了
解
さ
れ

る
企
投
の
巧

2
2
B
Z」
を
主
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
し
か
も
「
厳
密
に
言
え
ば
意
味
と
は
存
在
を
了
解
す
る
第
一
次
的
な
企
投
の

き

B
E
Eロ
で
あ
る
」
（
ω
N
L
N
S
の
だ
か
ら
。

l
｜
存
在
者
が
了
解
さ
れ
る
た
め
の
へ
存
在
的
了
解
の
）
企
投
の
き
呂
丘
町
宮
は

御

世
界
（
存
在
）
で
あ
り
、
存
在
が
了
解
さ
れ
る
た
め
の
（
存
在
論
的
了
解
の
）
企
投
の
巧
O
B丘
町
宮
は
時
間
（
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト）

で
あ
る
。
存
在
者
が
了
解
さ
れ
る
の
は
存
在
者
の
存
在
を
先
行
的
に
了
解
す
る
乙
と
に
基
づ
い
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
存
在
が
了
解
さ
れ
る

の
は
「
時
間
へ
と
向
か
い
、
時
聞
に
基
づ
い
て
、
時
聞
か
ら
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
存
在
者
の
了
解
の
巧

2
2
Pぽ
」
と
「
存
在
の
了

解
の
巧
O
B
E
Eロ
」
と
は
次
元
を
異
に
す
る
が
故
に
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
巧
O
B
E
F
S

の
形
式
的
意
味
は
存
在
的
了
解
で
あ
っ
て
存
在
論
的
了
解
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
｜
｜
「
そ
れ
へ
と
向
か
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

そ
れ
か
ら
或
る
も
の
（
存
在
者
あ
る
い
は
存
在
）
が
了
解
さ
れ
る
と
と
ろ
の
そ
れ
」
｜
！
こ
れ
が
巧
O
B丘
窓
口
の
意
味
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
意
味
」
の
意
味
で
あ
る
。
乙
乙
か
ら
何
故
ハ
イ
デ
ガ
l
が
「
意
味
」
を
者
。
昌
三
E
ロ
と
し
て
語
っ
た
が
、
言
い
換
え
れ
ば
何
故

3
r
e
に
由
来
す
る
巧
O
B
E
v
g
を
「
意
味
」
と
呼
ん
だ
の
か
を
我
々
は
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
巧
O
Bロ
岳
山
口
の
「
そ
れ
へ
と

仰

向
か
い
、
そ
れ
か
ら
」
の
う
ち
に
、
「
意
味
」
の
語
源
的
意
義
「
方
向
」
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
意
味
の
上
で
も
対
応
し
て
い
忍
乙
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら

3
r
p
「
一
へ
と
向
か
っ
て
」
は
恥
品
、

ebn
ご
か
ら
」
と
同
じ
事
態
を
意
味
し
、

以
上
の
我
々
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

4
『
。
日
丘
町
宮
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
月
豆
町
守

「
一
へ
と
向
か
っ



側

一
か
ら
」
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
こ
と
は
「
健
康
」
の
例
に
お
い
て
示
さ
れ
た
四
。

巧
O
B
E同
窓
口
は
造
語
法
に
お
い
て
も
意
味
の
上
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
さ
b
n
p
に
対
応
し
て
い
る
。
巧
O
Bロ
岳
山
ロ
は
ユ
号

r
h

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
存
在
の
意
味
へ
の
間
い
」
を
問
う
と
と
は
、

て、を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

「
そ
れ
か
ら
存

在
が
了
解
さ
れ
る
企
投
の
巧
R
E
P
S」
を
問
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
巧
O
B
E
E
E
が
ユ
弓
島
町
民
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
存

在
と
時
間
』
は
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
問
う
乙
と
に
お
い
て

3
R
P
へ
の
問
い
を
問
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
存
在
の
意
味

へ
の
問
い
」
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

｜
｜
之
島
町
叶
ご
す
叶
足
立
守
一
｜
｜
ハ
イ
デ
ガ
l
は
と
の
問
い
に

ξ
b
n
H
1
t
s

と
答
え
る
。
乙
乙
に
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

，』

J、

存在論としての『存在と時間』

以
上
の
考
察
に
基
づ
い
て
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
乙
と
が
で
き
る
。
｜
｜
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
存
在
論
の
取
り
返
し
と
し
て
あ
る
。
か
つ
て
実
存
し
て
い
た
現
存
在
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
の
可
能
性
（

s
b
n
p
に
よ
っ
て
存
在
へ

の
聞
い
を
問
う
ζ

と
）
に
応
答
し
、
そ
の
本
来
的
可
能
性
（
守
↓
－
u
q
b
H
↓
さ
b
g
n
〉
を
己
れ
の
可
能
性
守
志
向
し
さ

e
s
に
よ
っ
て
存

在
へ
の
問
い
を
問
う
と
と
）
と
し
て
引
き
受
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
乙
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。

｜
｜
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
基
本
定
式
は

2
V

白
ピ
』
h
～‘向
H1hH同

司qi
～ι～nHHιun
－
円
ご
L
H

札町司、
ι

山内向日、（
q
u
q
h
山町ビ〉

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
定
式
は
乱
守
な
苦
言
h

き
お
Q
H
a
町
内
・
内
伸
』
匙
尚
三
円
旬
、
弘
t
q
t
Q
乙
で
あ
る
。

こ
の
基
本
定
式
は
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
ま
ず
乱
助
ピ
』
臥
『
向

gh
之
島
町
旬
、
弘
E
C
E

の
う
ち
に
「
存

在
と
時
間
」
の
関
係
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
『
存
在
と
時
間
』
が
存
在
論
の
根
本
問
題
「
多
と
ご

〈
詞
之
主
｜
刷
ヒ
）
に
対
し

て、

司、
b
q
H
1
t
s
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
乙
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
レ
ン
タ
l
ノ
の
学
位
論
文
に
よ
っ
て

一
四
七
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四
八

ハ
イ
デ
ガ
l
の
思
惟
の
道
を
規
定
し
た
問
い
「
す
べ
て
の
多
様
な
意
義
を
支
配
し
て
い
る
単
一
な
統
一

的
な
存
在
の
規
定
と
は
何
か
」
へ
の
一
つ
の
応
答
を
、
我
々
は
基
本
定
式
の
う
ち
に
聴
き
取
る
乙
と
が
で
き
る
。
乙
の
基
本
定
式
と
そ
存

在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

呼
び
醒
さ
れ
た
存
在
へ
の
問
い
、

あ
る
乙
と
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
も
乙
の
取
り
返
し
は
と
た
守
を
司
志
向
さ

e
s

存
在
の
多
様
な
意
義
の
す
べ
て
へ
と
普
遍
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
基
本
定
式
は
『
存
在
と
時
間
』
が
存
在
論
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
取
り
返
し
と
し
て

へ
と
根
源
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ご
b
n
p
を

『
存
在
と
時
間
』
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ご
R

P
の
取
り
返
し
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
我
々
は
さ
ら
に
重
要
な
洞
察
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
お
い
て
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
一
つ
の
学
に
属
す
る
。
し
か
し

川
聞

こ
の
こ
と
は
「
存
在
者
は
一
つ
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
守
l
n
h
ヒ
）
語
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
司
、
bn
州
ヒ
が

学
と
し
て
の
存
在
論
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

3
M
R
N
1
5人
隔
て
）
に
よ
る
存
在
の
統
一
に
よ
っ
て
一
つ
の
学
と
し
て

の
『
存
在
と
時
間
』
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ヰ

P
K
3
3
h
ξ
r
u
g
eミ
と
い
う
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
洞

察
こ
そ
が
、
学
と
し
て
の
存
在
論
の
構
想
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
存
在
論
が
テ
ン
ポ
ラ
l
ル
な
学
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、
テ
ン

ポ
ラ
1
ル
な
学
と
は
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
折
論
」
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
根
本
的
に
は
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ

閥

、

l
ト
」
守
志
向

H
E
Eヒ
）
に
よ
っ
て
一
つ
の
存
在
の
学
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
故
存
在
の
学
と
し
て
の

側
、
、
、
、
、
、
、

『
存
在
と
時
間
』
は
フ
ッ
サ
l
ル
の
「
厳
密
な
学
と
し
て
哲
学
」
の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
根
本
的
に
は

吊

υ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
川
河
内
q
止、
4

の
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
さ
ら
に
基
本
定
式
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
に
つ
い
て
重
要
な
論
点
を
読
み
取
る
と
と
が
で
き
る
。
『
存
在
と
時
間。

』
は
基
本
定
式
の
具
体
的
展
開
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
l
は
基
本
定
式
を
い
か
に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ζ

れ
は
『
存
在
と

時
間
』
の
「
と
」
が
表
現
し
て
い
る
事
態
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
は
基
本
定
式
に
お
い
て
止
守
主
－
R
R
3
R



し吋も凡日目、。ヒ

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
「
存
在
と
時
間
」
の
「
と
」
を
基
本
定
式
の

L

～hJ、
向
同

IRh

の
う
ち
に
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い

か
。
し
か
も
』
々
向

Z
C
』臥「向同ヒは

n
A
u
g
h
b
「ロて川
H
E
（
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
動
物
）
と
し
て
の
人
聞
を
指
し
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
現
存
在
す
な
わ
ち
人
間
の
存
在
は
通
俗
的
な
「
定
義
」
に
お
い
て
も
哲
学
的
な
「
定
義
」
に
お
い
て
も
、

存
在
が
本
質
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
乙
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
生
物
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
語
る
こ
と
な
な
ミ

語
り
か
け
、
：
・
に
つ
い
て
語
る
乙
と
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
存
在
者
の
存
在
構
造
を
得
る
た
め
の
手
引
き
な
の
で
あ
る
。
」

Q
N
－
N
S

制

。

『
存
在
と
時
間
』
の
「
と
」
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
語
る
こ
と
に
な
ミ
の
で
き
る
現
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
存
在
と
時
間
」

ロ
ゴ
ス
を
も
っ
動
物
、

そ
の

は

lこ

は
現
存
在
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
ず
現
存
在
に
は
存
在
了
解
が
属
し
て
い
る
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
叫
を
立
込
町
、
叶
白
河
烏
守
口
ゼ
・

方
で
存
在
者
で
あ
る
。
」
と
言
う
。
人
間
の
存
在
を
な
し
て
い
る
心
は
、

心
（
人
間
の
）

は
あ
る
仕

ア
イ
ス
テ
l
シ
ス
と
ノ
エ

1
シ
ス
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
、

す
べ
て
の
存
在
者
を
そ
の
存
在
し
て
い
る
事
実
と
い
か
に
存
在
し
て
い
る
か
に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
つ
ね
に
ま
た
そ
の
存
在
に
お
い
て
暴

露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

Q
N
・
E
）

存
在
を
了
解
し
て
い
る
現
存
在
と
い
う
形
で
「
存
在
と
現
存
在
（
心
ど
と
が
関
係
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
現
存
在
と
時
間
と
の
密
接
な
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。

「
通
俗
的
な
時
間
経
験
は
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
た
だ
「
世

存在論としての「存在と時間」

界
時
間
」
を
知
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
つ
ね
に
ま
た
世
界
時
聞
に
「
心
」
と
「
精
神
」
と
の
卓
越
し

た
連
闘
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
哲
学
的
に
問
う
こ
と
が
未
だ
「
主
観
」
へ
と
表
立
っ
て
第
一
次
的
に
定
位
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
も

そ
う
な
の
で
あ
る
。
：
：
：
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
も
し
心
あ
る
い
は
心
の
理
性
以
外
の
何
も
の
も
本
性
上
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
心
が
存
在
し
な
け
れ
ば
時
聞
が
存
在
す
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
：
：
：
実
際
現
存
在
を
時
間
性
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
は
通
俗
的
な
時
間
概
念
の
地
平
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
吋
」
（
印
N

－ぉ
3

か
く
し
て
「
存
在
と
時
間
」
は
「
存
在
と
現
存
在
」
「
現
存
在
と
時
間
」
と
い
う
仕
方
で
、
現
存
在
を
介
し
て
結
び
つ
く
。
し
か
も
『

存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
存
在
と
現
存
在
」
「
現
存
在
と
時
間
」
の
関
係
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
う
ち
に
す
で
に
蔚
芽
と
し
て
あ
っ

一
四
九



一五

O

た
も
の
ハ
「
心
は
あ
る
仕
方
で
す
べ
て
の
存
在
者
で
あ
る
」
と
「
心
が
存
在
し
な
け
れ
ば
時
聞
が
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
）

の
自
覚
的
展
開
な
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
「
と
」
の
う
ち
に
我
々
は
現
存
在
（
心
）
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
存
在
と

時
間
」
の
「
と
」
が
現
存
在
を
介
し
て
の
み
成
立
す
る
が
放
に
、
『
存
在
と
時
間
』
は
「
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
」
と
し
て
展
開
さ

側

『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
は
「
存
在
｜
現
存
在
l
時
間
」
の
三
位
一
体
と
し
て
あ
る
。

れ
た
の
で
あ
る
。

「
存
在
｜
現
存
在
｜
時
間
」
の
三
位
一
体
を
『
存
在
と
時
間
』
の
構
想
に
即
し
て
言
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

l
｜
存
在
了

解
は
現
存
在
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
時
間
性
が
現
存
在
を
そ
の
存
在
構
造
に
お
い
て
可
能
に
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
時
間
性
が
存
在
了

解
の
可
能
性
の
制
約
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
了
解
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
時
間
性
が
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
卜
と
呼
ば
れ
る
吋

｜
｜
現
存
在
を
そ
の
存
在
構
造
に
お
い
て
可
能
に
し
て
い
る
時
間
性
が
、
現
存
在
に
属
す
る
存
在
了
解
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
ー
ー

こ
こ
に
「
存
在
｜
現
存
在
｜
時
間
」
の
三
位
一
体
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
洞
察
「
そ
れ
か

ら
現
存
在
が
一
般
に
存
在
と
い
っ
た
も
の
を
表
立
た
ず
に
了
解
し
解
釈
す
る
と
と
ろ
の
そ
れ
は
時
間
で
あ
る
」
（
ω
N
・ロ）

が
獲
得
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

「
存
在
｜
現
存
在
｜
時
間
」
の
と
の
三
位
一
体
は
『
存
在
と
時
間
』
の
展
開
そ
の
も
の
を
規
定
し
て
い
る
。
第
一
編
「
現
存
在
の
準
備

的
な
基
礎
的
分
析
」
で
は
「
存
在
了
解
を
も
っ
現
存
在
」
が
そ
の
存
在
構
造
に
お
い
て
分
析
さ
れ
る
。
「
存
在
問
題
か
ら
存
在
了
解
を
も

っ
現
存
在
の
分
析
論
へ
」
す
な
わ
ち
「
存
在
か
ら
現
存
在
へ
」
の
移
行
が
な
さ
れ
る
。
第
二
編
「
現
存
在
と
時
間
性
」
で
は
現
存
在
の
存

在
構
造
が
時
間
性
へ
と
深
め
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
「
現
存
在
か
ら
時
間
へ
」
が
遂
行
さ
れ
る
。
第
三
編
「
時
間
と
存
在
」
で
は
第
一

編
、
第
二
編
に
よ
っ
て
「
存
在
↓
現
存
在
↓
時
間
」
と
い
う
仕
方
で
媒
介
さ
れ
た
「
時
間
と
存
在
」
が
主
題
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し

か
も
時
間
（
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
）
か
ら
存
在
を
解
釈
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
存
在
一
般
の
理
念
を
獲
得
し
、
「
時
聞
か
ら
存
在
へ
」
遥
す

倒

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
時
聞
か
ら
存
在
を
解
釈
す
る
と
い
う
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
論
」

ζ

そ
が
『
存
在
と
時
間
』
の
本
来

の
課
題
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
答
え
る
乙
と
に
な
る
。
第
三
編
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
基
礎
的



存在論としての『存在と時間』

「
存
在
そ
の
も
の
の
学
的
解
釈
と
い
う
基
礎
的
存
在
論
的
な
課
題
は
、
存
在
の
テ
ン
ポ

ラ
リ
テ
l
ト
を
仕
上
げ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
1
ト
の
問
題
性
を
解
明
す
る
こ
と
の
う
ち
で
は
じ
め
て
、
存
在
の
意
味

存
在
論
は
基
礎
と
い
う
名
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

へ
の
問
い
の
具
体
的
な
答
え
が
与
え
ら
れ
る
。
」
（
ω
N
・冨）

『
存
在
と
時
間
』
は
第
一
編
で
「
存
在
か
ら
現
存
在
へ
」
、
第
二
編
で
「
現
存
在
か
ら
時
間
へ
」
、
第
三
編
で
「
時
聞
か
ら
存
在
へ
」

と
展
開
す
る
。
し
か
も
第
三
編
に
お
け
る
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
分
析
」
に
よ
っ
て
存
在
一
般
の
理
念
が
得
ら
れ
た
後
に
、
さ

倒

ら
に
そ
の
存
在
一
般
の
理
念
に
基
づ
い
て
現
存
在
の
分
析
が
よ
り
根
源
的
に
繰
り
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
『
存
在
と
時
間
』

は
次
の
よ
う
な
展
開
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
｜
｜
「
存
在
了
解
を
も
っ
た
現
存
在
の
分
析
」

（
存
在
と
現
存
在
）
↓
「
現
存
在
の
存
在
は

時
間
性
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
」

（
時
間
と
存
在
）
↓

（
現
存
在
と
時
間
）
↓
「
そ
れ
ゆ
え
時
間
性
に
基
づ
い
て
存
在
は
了
解
さ
れ
る
」

「
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
存
在
の
理
念
に
基
づ
い
て
現
存
在
の
分
析
が
よ
り
根
源
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
」
（
存
在
と
現
存
在
）

『
存
在
と
時
間
』
は
「
存
在
1

現
存
在
時
間
」
の
三
位
一
体
と
し
て
あ
る
。
し
か
も
「
存
在
↓
現
存
在
↓
時
間
↓
存
在
↓
現
存
在
」

と
い
う
、
三
位
一
体
の
深
ま
り
ゆ
く
円
環
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
は
「
存
在
｜
現
存
在
｜
時
間
」
の
三
位
一
体
と
し
て
、
存
在
了
解
を
も
っ
現
存
在
を
媒
介
と
し
て
、
ヰ
白
で
は
な
叶
ミ

ヨ
島
町
し
さ
令
白
人
削
で
）
を
解
明
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
故

3
b
n
e
は
存
在
了
解
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
制
約
と
し
て
問
わ
れ
る
。

存
在
と
時
間
』
は
超
越
論
的
哲
学
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

E『

存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
は
「
存
在
｜
現
存
在
1

時
間
」
の
三
位
一
体
を
、

3bn
旬、hy
q
で
と
い
う
根
本
洞
察
に
よ
っ
て
基

礎
的
存
在
論
へ
と
体
系
化
す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
取
り
返
し
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ

側

関

り
、
そ
の
意
味
で
『
存
在
と
時
間
』
は
西
欧
存
在
論
の
正
統
な
嫡
子
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本

構
想
を
そ
の
基
本
定
式
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
の
我
々
の
考
察
は
そ
ζ

か
ら
出
発
し
、
そ
こ
へ
と
帰
る
の
で
あ
る
。

ー

l
l
叶
b

h
て

i
N
h
m

『
向
叶
h
H
h

司
由
』

L
S
H
h
u
p
nご
i山
内
町
司
、
q
b内

Hも
恥
宅
巴
吃
・

l
B
l
f

五



存在論としての『存在と時間』

五

(1）註

戸
田
包
含
m
m
R
ω
企
ロ
ロ
ロ
仏

N
m
F
ω
－
Hω

（
以
下

ω
N
と
略
）

〈
∞
］
・
芦
田
包
仏
語
m
o
p
。冊目白

g
gロ
諸
島
由
回
仏
・
巴
・

ω・
2
由
（
以
下
回
仏
・
巴
と
略
）

〈
m
F
ω
N
W
】戸、吋・

ωHAP－
AF一山田

『
存
在
と
時
間
』
最
後
の
節
の
表
題
「
現
存
在
の
実
存
論
的
｜
時
間
的
分
析
論
と
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
基
礎
的
存
在
論
的
問
い
」

「
存
在
論
の
基
礎
づ
け
と
仕
上
げ
の
全
体
が
基
礎
的
存
在
論
で
あ
る
。
基
礎
的
存
在
論
は
山
現
存
在
の
分
析
論
と
凶
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の

分
析
論
で
あ
る
こ
（
∞
。
・
自
・

ω・
8
C
現
存
在
の
分
析
論
は
、
「
現
存
在
の
実
存
論
的
｜
時
間
的
分
析
論
」
で
あ
り
、
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
の
第

一
一
編
、
第
二
一
編
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
現
行
の
『
存
在
と
時
間
』
は
「
現
存
在
の
分
析
論
」
に
す
ぎ
な
い
。

〈
加
］
・
回
仏
－
M
－
ω・
8
・
〉
ロ
ヨ
・
（
釦
＝
v）

〈
m
F
切
a－
MATω
－AF叶
ω・回門同－
M－
ω
・印∞
H？
切
円
山
・
タ

ω
・
5AF
〉
ロ
ヨ
・
一
F）

4
4
5品
目
』
・
何
百
回
同
匝
邑
田
o
p
同四日仏印何
m
m円・寸｝同門
O己
m
F
H
U｝同町ロ
0
5
8
0］O∞
可
件
。
吋
Y
O己∞

z．U
Q

コ
が
い
か
に
し
て
多
で
あ
り
う
る
か
」
と
問
う
か
、
「
多
が
い
か
に
し
て
一
で
あ
り
う
る
か
」
と
問
う
か
は
、
存
在
論
の
根
本
定
位
を
決
定
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
1
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
、
後
者
に
定
位
し
つ
つ
問
う
の
で
あ
る
。

「
次
の
間
い
が
私
を
ま
す
ま
す
不
安
に
し
た
。
乙
の
か
様
な
意
義
に
お
け
る
規
定
す
る
統
一
と
は
何
か
」
（
玄
・
国
是
由
民
叩
ロ
口

σ
R
E日

NSl

sa芯
ロ
円
吉
町

5
仏
月
間
UF位ロ
0
5
8
0］O同
日
刊
己
口
仏
町
出
口

g
w
g
色町吋

ω
四日目白骨阻何回”

Z
H
句
冨
ロ
0
5
3
0］o
m芯
｜
］
$
o
D告加

O仏
R
H
O己

ω－A
F
J

吋
）
〈
ぬ
戸
回
仏
－

r
ω
・目白

司・切円叩ロ件同一口
0
・
〈
Oロ
仏
叩
円
包
阻
ロ
ロ
山
m
E一
円
｝
回
目
白
切
叩
色
白
己
苫
ロ
maAM回一
ω
包
巾
ロ
己
冊
目
白
田
口
げ
〉
同
】
回
同
o
g】巾凹

乙
の
学
位
論
文
は
、
付
帯
性
↓
真
・
偽
↓
可
能
態
・
現
実
態
↓
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
高
ま
り
、
ウ
1
シ
ア
へ
と
極
限
す
る
。
こ
の
順
序
で
「
本
来
的
に

存
在
す
る
も
の
」
へ
と
高
ま
る
の
で
あ
る
。
ウ
l
シ
ア
と
そ
「
同
一
項
花
関
わ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
の
同
一
項
な
の
で
あ
る
。
存
在
者
の
多
様
な
意
義

に
そ
れ
独
自
の
統
一
を
与
え
る
の
は
ウ
l
シ
ア
で
あ
る
（
〈
岡
戸

ω・
自
由
戸
）
0

〈
ぬ
｝
・
冨
2
・
hJNLODEωω

回円凶・

ωω
・
ω
－
AHN

「
今
の
独
逸
に
於
け
る
唯
ひ
と
り
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
者
と
し
て
、
中
世
哲
学
に
深
い
理
解
の
あ
る
人
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
を
推
す
人
は
か

な
り
多
い
ゃ
う
で
す
。
そ
れ
は
例
へ
ば
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
家
の
ホ
フ
マ
ン
か
ら
も
、
言
語
学
者
フ
リ
ー
ド
レ
ン
デ
ル
か
ら
も
私
は
直
接
に
聞
い
た
こ

(4) (3) (2) (8) (7) (6) (5) (9) 回目1)00) 



存在論としての『存在と時間』

。品目3

と
で
す
。
」
三
木
清
「
消
息
一
通
」
（
一
九
二
四
年
一
月
一
日
）
『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
四
四
六
頁
。

ハ
イ
デ
ガ
l
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
茅
野
良
男
『
初
期
ハ
イ
デ
ガ
l
の
哲
学
形
成
』
四
O
八
頁
J
四
一
五
頁
参
照
。

渡
辺
二
郎
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
一
書
翰
に
つ
い
て
」
（
『
実
存
主
義
』
第
三
五
号
〉
八
九
頁
参
照
。

〈
ぬ

F
Z－
凶
四
日
仏
四
阿

m
R－
ロ
ロ
芯
司
君
四

mmNC同
ω胃
曲
口

Z
P
ω
・
8

『
存
在
と
時
間
』
の
フ
ッ
サ
l
ル
へ
の
献
辞
参
照
。
四
月
八
日
は
フ
ッ
サ
l
ル
の
誕
生
日
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
l
ル
は
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
宛
の
手
紙
で
言
っ
て
い
る
。
『
年
報
』
の
「
第
七
巻
に
ハ
イ
デ
ガ
l
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
ギ

リ
シ
ア
研
究
が
載
り
ま
す
。
」
（
一
九
二
二
年
十
二
月
十
四
日
）
宙
・
同
g
自
己
・
国
立
民
自
由
口
問

0
8
8
z
m
R
a
g－
ω・
Mm）

三
木
清
は
手
紙
で
報
告
す
る
。
「
一
昨
日
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
教
授
の
話
で
は
、
教
授
は
今
度
愈
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
研
究
を
出
版
す
る
ら
し
い
。
そ

の
最
初
の
二
部
が
先
づ
出
る
。
」
（
一
九
二
四
年
四
月
二
十
日
）
『
三
木
清
全
集
』
第
十
九
巻
二
六
一

2
二
頁
。

「
現
象
学
年
報
の
新
刊
が
来
た
。
そ
れ
に
は
期
待
し
て
い
た
フ
ッ
サ
l
ル
の
論
文
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
！
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
も
載
っ
て
い
な
い
。
」

（
一
九
二
五
年
八
月
一
日
）
『
三
木
清
全
集
』
第
十
九
巻
三

O
八
頁
。

少
な
く
と
も
一
九
二
二
年
十
二
月
か
ら
一
九
二
四
年
四
月
ま
で
の
問
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
を
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
と

は
確
か
で
あ
る
。

「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
時
間
理
解
は
明
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
の
解
釈
か
ら
生
じ
て
い
る
。
時
間
と
持
続
の
問
題
が
解
明
さ
れ
た
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
『
意
識
の
直
接
的
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
』
と
同
時
に
、
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
場
所
に
つ
い
て
何
を
考
え
た
か
』
と
い
う
標
題
の
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
論
文
が
現
わ
れ
た
の
は
、
決
し
て
単
に
外
的
な
文
献
的
な
連
関
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
」

3
N－
ω・
お
民
・
〉
ロ
ヨ
・

5
）

ハ
イ
デ
ガ
！
の
諮
る
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
」
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
H
志
向
守
を
意
味
し
て
い
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
〈
m戸
田
a・
8
・m

印

プ
レ
ン
タ
l
ノ
の
学
位
論
文
に
お
い
て
も
、

H
M
M
r
p
は
「
同
一
項
に
関
わ
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
プ
レ
ン
タ
l
ノ
は
「
ア

ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
」
を
「
比
例
性
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
ハ
乙
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
本
来
の

e
Eミ
含
で
あ
る
〉
と
「
同
一
項
に
関
わ
る
ア
ナ
ロ

ギ
ア
」
に
区
別
し
て
い
る
（
〈
包
・

ω・由回）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
司
、

r
p
を
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
一
一
種
と
し
て
解
釈
す
る
と
と
は
中
世
存
在
論
以
来
の
伝
統
で
あ
る

当
α
ユR
g
n
z
a
R
喝さ
0
8芸
F
E－
H・
ω－
M
H
E）。

均百一

r
p
を
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
し
て
解
釈
す
る
ζ

と
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
口
戸

〉
江
巳

o
E山
田
口
冨

2
m
6
S
m
－8・同
v
・尽印・匂．，一∞。

U5l U6l 間

（
〈
ぬ
戸
回
目
凹
件
。
江
田
口
町
内
山
田

も4

0
4
4，刊ロ♂

A
門
何
回
目
ロ

onH江
口
叩

O
同
切
冊
目
白
何
日
ロ

H30

一
五
三



何
故
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
」
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。

第
一
の
先
人
見
の
批
判
に
お
け
る
論
点
は
「
存
在
は
類
で
な
い
」
邑

2
a
p
『
守
去
に
あ
る
。
確
か
に
「
個
｜
種
｜
類
」
の
系
列
に
お
い
て
、

普
遍
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
内
包
は
空
虚
に
な
る
。
従
っ
て
類
に
お
い
て
最
も
普
通
的
な
概
念
は
最
も
空
虚
な
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
は
類
で

は
な
い
か
ら
、
存
在
が
最
も
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
存
在
が
最
も
空
虚
な
概
念
で
あ
る
と
と
は
帰
結
し
な
い
。
だ
が
他
方
、
存
在
は
類

で
な
い
こ
と
か
ら
、
「
存
在
の
統
こ
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
。

存
在
の
普
遍
性
は
類
の
普
遍
性
で
は
な
い
。
そ
れ
故
存
在
は
類
の
も
つ
同
名
同
義
性
と
い
う
統
一
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
、
存
在
は
単
な

る
偶
然
に
よ
る
同
名
異
義
に
す
ぎ
ず
、
存
在
は
統
一
を
も
ち
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
K
対
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
存
在
の
統
一
を
「
ア
ナ
ロ

ギ
ア
の
統
一
」
（
之
島
内
h

ら
に
求
め
る
。
存
在
の
統
一
（
一
性
）
が
こ
こ
で
問
題
で
あ
る
が
故
に
、
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
統
一
」
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

渡
辺
二
郎
編
『
ハ
イ
デ
ガ
l
「
存
在
と
時
間
」
入
門
』
二
二
八
J
九
頁
。

確
か
に
第
一
節
で
の

4
5
0
a
m吾
O］
ロ
ロ
伊
三
旦
R
E
o
－g
は
「
繰
り
返
す
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
我
々
は
第
一

節
の
う
ち
に
、
「
本
来
的
な
既
在
性
と
し
て
の
取
り
返
し
巧
ぽ
号
O］
己
目
白
」
（
〈
包
・

ω
N－
ωω
少

ω
8
0
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ

れ
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
我
々
の
論
述
そ
の
も
の
が
示
す
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
〈
∞
］
・
冨
・
出
g
a冊一
m
m
m
F
同
回
目
HdHM【凶岱何回目

p
o
E叩
包
門
凶
巾
同
呂
町
l

g
u
y
u
－m
F
ω
－MωN
（
以
下
関
宮
と
略
）

「
裁
可
」
に
つ
い
て
は
山
田
日
間
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
A
エ
ッ
セ
V

研
究
』
五
八
六
頁
参
照
。

〈
m
F
ω
N－
MM－回仏－

MAP－
ω
－M一戸

「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。
｜
開
口
件
当
己
吋
片
品
目
凹

ω
冊
目
口
帥
む
弐
＼
門
出
叩

N
a
y
〈
2
2
0
y
g
a
g
ω
包ロ
mQNhh

仏
R

N
冊
目
仲
（
間
宮
・

ω
・8
u
o
l我
々
は
「
存
在
と
時
間
」
の
関
係
を
示
す
、
宮
崎
と
阻
己
凹
と
い
う
前
置
詞
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

冨
2
・』
JN－
g
呂
田
ω
ω
l
σ
H

口同．』・

0
4〈目白P山庄内凶・・
H
U

匂・

HH叶
lHH∞．目
u
・ωω
印・ロ・

ωω

「
そ
れ
か
ら
の
そ
れ
仏
曲
目
〈
Oロ1
4
〈Olmdm
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
九
百
主
で
あ
る
。
」
（
回
白
・

ωω
・
ω
－
S
）

う
る
。
」
（
ω
N・
5
M〉

く伺］－

Z
2・
HAM－HCCω
ヴ印
l
g－
N
Y
H
D呂
田

H
D
l
z－

2
・
5
8
σ
ミ
lM申

〈
m
］・呂町件－

hdN・
5
8
t
g
g
M由

(18) 日9)ω）凶側(25）凶倒間（26)

一
五
四

「
根
拠
」
は
意
味
と
し
て
の
み
近
づ
き



存在論としての『存在と時間』
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F
向
冊
F

N

H
－

H
D
N∞
ぴ
M
l
A
F

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
お
け
る
存
在
の
四
つ
の
意
味
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ど
う
解
釈
す
る
の
か
。
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
諸
形
態
に
よ
る
存

在
」
に
つ
い
て
は
、
ゥ
l
シ
ア
H
現
在
性
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
「
付
帯
的
な
意
味
で
の
存
在
」
に
つ
い
て
は
、

E
E
E
V苫
志
内
が
「
混
在

す
る
も
の
と
す
で
に
共
に
現
在
す
る
も
の
冨
干
〉
ロ
耳
目

g骨
凹
」
と
さ
れ
て
い
る
〈
〈
包
・

N
R
ω
田
口
町
冊
。
冊
目
ロ

g耳
目
的
・

ω－M
由
）
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
現
実
態
を
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
現
在
性
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
〈
巴
・
回
G
・
S
－

ω・可申・

ω－M
∞N
）
。
さ
ら
に
ア
リ
ス
テ
ト
レ
ス
の
真
理

は
、
蔽
い
を
取
り
去
ら
れ
て
い
る
と
と
同

H
H
E
R
E
E
X
と
し
て
現
在
性
の
最
高
の
様
態
で
あ
る
（
〈
也
・
回
仏
－
M
F
ω
・
5
8
0
か
く
し
て
、
ハ

イ
デ
ガ
l
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
存
在
の
四
つ
の
窓
味
を
、
す
べ
て
現
在
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち

ξ
r
N
1
5ゼ
に
お
い
て

解
釈
し
て
い
る
。

回門凶・凶串・

ω・
ωタ
〈
伺
］
・
回
a－M
少

ω－H
由
ω同・

存
在
が
「
時
間
へ
と
向
か
い
、
時
間
か
ら
」
了
解
さ
れ
て
い
る
と
と
の
証
拠
は
、
「
ウ
l
シ
ア
H
現
在
性
」
だ
け
で
は
な
い
。
〈
伺
］
・
同
内
宮
・

ω－
Mg？

、
、
、
、
、

回
a・
8
・

ω－H
∞M
R
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
存
在
を
時
間
か
ら
了
解
す
る
と
と
」
を
基
本
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
の
う
ち
に
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
証
拠
に
つ
い
て
の
検
討
は
後
の
課
題
で
あ
る
。

宮
・
出
冊
目
仏
叩
mmoロ
開
山
口

S
F
Eロ
向
山
口
門
出
叩
玄

2
8何回一吉宗・

ω－
E
－

〈
ぬ
］
・
回
己
－
N
0
・

ω－M
O
ω

・

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
「
そ
れ
の
た
め
に
の
そ
れ
」
は
ニ
義
的
で
あ
り
、
「
目
的
と
し
て
目
ざ
さ
れ
る
そ
れ
」
と
「
そ
れ
の
た
め
の
利
益
が
求

め
ら
れ
て
い
る
そ
れ
」
で
あ
る
（
口
町
〉

a
B
P
色印

σ
N）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
当

0
2
5当日］］
g
（
そ
れ
の
た
め
に
の
そ
れ
）
は
現
存
在
の

可
能
性
で
あ
る
。

呂
田
神
O
同
即
日

n
y
m凹

dgユ叩円
σロロ
z
a叩
門
司

E
o
g
Z
F
回仏－

rω
－M
同吋民・

註
闘
参
照

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
巧

2
2
3吉
の
二
義
性
を
明
確
に
論
じ
た
論
文
と
し
て
、
寺
邑
昭
信
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
意
味
と
意
義
の
構
造
に

つ
い
て
」
（
『
哲
学
雑
誌
』

H
g
C
参
照
。

ハ
イ
デ
ガ
l
は

耳
O
吋田口

E
E
を
次
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。
「
ひ
と
｜
向
己
は
何
に
向
か
っ
て
者
O
円
宮
内
窓
口
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
か
。
」
（
ω
N－

自

己

さ

ら

に

巧

2
2
B
Z
色

g

Eロ
宮
山
口
付
（
切
仏
－

Mゲ

ω－
M
S）
と
い
う
表
現
か
ら
も
巧

R
E住
吉
が
「
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て
の
そ
れ
」

を
意
味
し
て
い
る
と
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
〈
包
・
切
仏
－
M
0
・

ω・品
E
－

ω－AFNω

(31) (3日凶邸）（お）倒防）（細
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(40) t紛（測

我
々
は
巧
O
H
E
E
Z
の
根
本
意
味
を
「
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て
の
そ
れ
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
そ
れ
は
乱
弓
島
町
民
（
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て

の
そ
れ
）
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈ぬ】・

ω
N・問自由一
n
）

ζ
・
国
包
含
mm刊
F
d
q
a
g
R
F
S
P
ω
・ωω
同町・

「
存
在
は
存
在
者
が
そ
の
都
度
す
で
に
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て
、
そ
れ
か
ら
（
を

0
3丘
E
S
了
解
さ
れ
る
そ
れ
で
あ
る
よ
（
ω
N－
∞
）
世
界
と
存

在
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。

〈肉］・

ω
N－
ω凶
hF

切仏－

MAP－
ω・
ω由由？

ω－AFω
吋

渡
辺
二
郎
『
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
』
七
七
頁
、
『
内
面
性
の
現
象
学
』
二
五
八
頁
参
照
。

ぇ
・
呂
町
同
Z
E－－
uoロ
ミ
・
回
出
合
O
B
E
O】O回
目
叩
色
町
］
回
目
V
2
8耳目
o
p
H
M－
S
H

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て

3
r
p
は

3
r
之
氏
S
で
あ
っ
た
問
。
と
す
れ
ば
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
！
の
術
語
「
意
味
H
巧

O
B
C
E
Z」
を

用
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
。
uqh日
を
「
存
在
の
意
味
」
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
る
（
〈
四
戸

ω
N・
日
間
）
。
事
実
ハ
イ
デ
ガ
1
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
。
uq含
を
「
存
在
意
味
」

ω冊
目
ロ
回
目
白
ロ
ロ
と
名
づ
け
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
Omw母
国
内
w
口
E
F
冨
包
E
B目立田口
E
F
C凹
S
F
E
H

E
可
ぴ
口
口
町
内
骨
同
u
E
E
g
u
z
m
己ロ仏
U
Y位

HHOBgO］om目的口町四司
O同回口ゴロロぬ・切円凶・国・
ω・
由
時
、
〉
ロ
ヨ
－
M

）
。
と
こ
か
ら
我
々
は
「
存
在
の
怠
味

日
当
O
司
阻
丘
町
山
口
」
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

H
E
r
p
に
由
来
す
る
乙
と
を
確
認
で
き
る
。

〈
伺
］
・
室
町
H

－
N
J
N

・

8
8
σ

ロ1
5

〈
ぬ
戸
切
門
凶
－
M
串・

ω－A
F
M

山由同・

我
々
は
フ
ッ
サ
l
ル
現
象
学
が
『
存
在
と
時
間
』
の
構
想
に
お
い
て
果
し
た
役
割
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
l
が
フ
ッ
サ

1
ル
現
象
学
、
特
に
『
論
理
学
研
究
』
か
ら
何
を
い
か
に
し
て
学
び
え
た
か
は
、
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
（
〈
包
・
回
円
四
・
N
O
）。

後
期
ハ
イ
デ
ガ
l
が
「
『
学
』
と
か
『
探
究
』
と
い
う
不
適
切
な
意
図
を
捨
て
去
る
」
（
切
仏
－
P
ω
・
8
3
と
語
る
場
合
、
我
々
は
こ
の
「
学
」
を
我

々
の
規
定
し
た
意
味
と
射
程
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J
N
m
戸
関
宮
・

ω－
Nω
切

「
現
存
在
と
時
間
」
関
係
の
根
源
化
に
よ
っ
て
、
ミ
弘
℃
。
均
は

gh司
払
叫
の
問
題
を
含
む
乙
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
『
存
在
と
時
間
』
の
基
礎
経

験
に
関
わ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
は
『
存
在
と
時
間
』
の
基
礎
視
点
の
解
明
を
目
ざ
し
て
い
る
。
基
縫

経
験
、
基
礎
視
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
『
存
在
と
時
間
』
の
基
礎
構
造
」
（
『
哲
学
』
日
本
哲
学
会
編
決
N
S
参
照
。
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存在論としての『存在と時間』

開店1)(I問

乙
の
三
位
一
体
が
『
存
在
と
時
間
』
第
二
節
「
存
在
へ
の
聞
い
の
形
式
的
構
造
」
で
の
論
述
を
そ
の
根
底
で
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る

0

．〈釦「

ω
N
・］戸叶－
AFhw
叶・回己－
M
A
r
ω
・ω凶
ω
？
ω
・臼由

1
『

我
々
は
こ
こ
か
ら
第
三
編
の
表
題
が
「
時
間
と
存
在
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
一
応
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
時
間
と
存
在
」
と
い
う

表
題
は
「
存
在
↓
現
存
在
↓
時
間
↓
存
在
↓
現
存
在
」
と
い
う
深
ま
り
ゆ
く
円
環
の
一
部
「
時
間
↓
存
在
」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

第
二
編
の
「
現
存
在
と
時
間
性
」
と
い
う
表
題
が
「
現
存
在
↓
時
間
」
を
表
現
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
l
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
書
簡
』
で
「
「
存
在
と
時
間
」
か
ら
「
時
間
と
存
在
」
へ
の
ケ
l
レ
」
（
切
仏
・
タ

m－
se

に
つ
い
て
諮
っ
て
い
る
。
第
三
編
「
時
間
と
存
在
」
に
お
い
て
「
乙
こ
に
お
い
て
全
体
が
転
換
す
る
己
B
r
m
Y
Bロ
」
（

5
5・
）
。
し
か
し
こ
ζ

に

は
後
期
ハ
イ
デ
ガ
l
の
自
己
改
釈
が
入
っ
て
い
る
と
思
う
。

我
々
は
『
存
在
と
時
間
』
の
形
而
上
学
構
想
に
お
い
て
、
す
で
に
ケ
l
レ
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
ζ

と
が
で
き
る
（
〈
包
・
目
P
N少

ω－M
D
H
）
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
『
存
在
と
時
間
』
に
即
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
ケ
l
レ
は
「
存
在
と
時
間
」
か
ら
「
時
間
と
存
在

」
へ
と
い
う
語
順
の
逆
転
で
言
い
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
も
『
存
在
と
時
間
』
の
形
而
上
学
構
想
に
お
い
て
、
形
市
上

学
の
内
部
で
の
ケ
l
レ
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
形
而
上
学
の
克
服
」
と
し
て
の
ケ
1
レ
で
は
な

い
。
勿
論
形
而
上
学
の
内
部
で
の
ケ
l
レ
が
、
形
而
上
学
そ
の
も
の
の
克
服
へ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
と
も
角
ケ
l

レ
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
形
而
上
学
構
想
の
理
解
を
前
提
す
る
。
註
間
参
照
。

J

－m］・
ω
N
－
H
叶・

ω
H
A
F
A肝
ω
∞・∞門同－
M
A
T
ω
・ω
H
U

取
り
返
し
き
包
刊
号
o
Zロ
は
そ
の
根
源
的
可
能
性
に
お
い
て
取
り
返
す
こ
と
と
し
て
越
え
返
す
ロ

Z
吾
o
Zロ
乙
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
l
の

次
の
言
葉
は
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
を
言
い
当
て
て
い
る
。
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
越
え
返
す

S
m吾
o

－g
乙
と
が
肝
要
で
あ
る
。
し
か

し
越
え
返
す
と
は
進
歩
と
い
う
意
味
で
前
に
向
う
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
を
よ
り
根
源
的
に
開

示
す
る
と
い
う
方
向
で
の
後
に
向
か
っ
て
な
の
で
あ
る
こ
（
回
仏
・

8
・
ω・∞
N
〉

我
々
の
こ
の
主
張
は
『
存
在
と
時
間
』
の
形
市
上
学
構
想
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
存
在
と
時
間
』
の
形
而
上

学
構
想
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
市
上
学
の
二
重
性
（
存
在
論
｜
神
学
）
の
批
判
的
継
承
（
基
礎
的
存
在
論
l
メ
タ
存
在
論
）
な
の
で
あ
る
〈
〈
巴
・

凶

a・
8
・
ω・
5
田町内・）。

ζ

の
意
味
で
『
存
在
と
時
間
』
は
西
欧
形
而
上
学
の
正
統
な
嫡
子
で
あ
る
。
乙
の
理
解
に
基
づ
い
て
の
み
、
後
期
ハ
イ
デ

ガ
l
の
「
形
而
上
学
の
克
服
」
の
意
味
と
射
程
を
捉
え
る
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
存
在
論
と
し
て
の
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
構
想
を
捉
え
る

試
み
で
あ
る
本
稿
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
形
而
上
学
構
想
を
捉
え
る
た
め
の
、
最
初
の
一
歩
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

伊旧制(55) 
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