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現
象
と
文
法

｜
｜
ハ
イ
デ
ガ
！
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

荒

靖

宏

畑

は
じ
め
に

一
存
在
・
神
E

学
か
ら
現
存
在
分
析
論
と
し
て
の
基
礎
存
在
論
へ

二
存
在
論
と
し
て
の
解
釈
学
的
現
象
学

二
一
解
釈
学
的
現
象
学
と
「
論
考
』
の
「
論
理
形
式
」

四
論
理
形
式
か
ら
文
法
へ
、
そ
し
て
言
語
ゲ

l
ム
の
事
実
性
へ

五
文
法
の
現
象
学

は
じ
め
に

現象と文法

L
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
哲
学
を
広
義
の
「
現
象
学
運
動
」
と
比
較
す
る
研
究
に
は
長
い
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
研
究
の
論

題
は
、
彼
が
生
涯
の
折
々
に
自
身
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を
は
っ
き
り
と
「
現
象
学
」
と
呼
ん
だ
こ
と
の
真
意
の
確
定
に
始
ま
り
、
同
じ

く
自
身
の
研
究
を
「
現
象
学
」
と
呼
ん
だ
マ
ッ
ハ
や
ボ
ル
ツ
マ
ン
と
い
っ
た
一
九
世
紀
ウ
ィ
ー
ン
の
物
理
学
者
か
ら
の
影
響
関
係
、

フ
レ
l
ゲ
を
聞
に
挟
ん
だ
彼
と
フ
ッ
サ
l
ル
現
象
学
と
の
関
係
性
、
彼
の
「
直
観
」
概
念
と
フ
ッ
サ
l
ル
の
「
範
時
的
直
観
」
の
理
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論
と
の
比
較
、
さ
ら
に
は
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
や
「
意
味
盲
」
に
つ
い
て
の
彼
の
晩
年
の
議
論
の
現
象
学
的
合
意
な
ど
、
じ
つ
に

（

2
）
 

多
岐
に
わ
た
る
。
他
方
で
、
「
現
象
学
者
と
し
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
を
め
ぐ
る
こ
の
研
究
よ
り
や
や
遅
れ
て
、
と
く
に

（

3
）
 

後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
を

M
・
ハ
イ
デ
ガ

l
の
（
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
）
現
存
在
分
析
論
と
比
較
検
討
す
る
研
究
も
始

（

4
）
 

ま
り
、
近
年
に
な
っ
て
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
成
果
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
本
論
考
の
主
題
も
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ

ガ
l
の
哲
学
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
哲
学
と
の
関
係
性
に
あ
る
が
、
し
か
し
本
論
考
が
後
者
の
研
究
伝
統
の
正
統
で
あ
る
か
ど

う
か
は
私
に
は
自
信
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
以
下
で
私
が
論
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
に
始
ま
る
現
象
学
運
動

に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ

l
が
も
た
ら
し
た
周
知
の
革
新
と
類
比
的
な
も
の
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
自
身
の
哲
学
的
遍
歴
の
中
に

も
指
摘
で
き
、
ま
た
そ
れ
を
解
釈
規
範
と
し
て
彼
の
全
哲
学
を
眺
め
て
み
る
こ
と
で
、
彼
の
一
貫
し
た
哲
学
的
モ
チ
ー
フ
が
新
た
に

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
点
に
か
ぎ
っ
て
言
う
な
ら
本
研
究
は
、
少
な
く
と
も
ハ
イ
デ
ガ

1
や
ガ

2 

ダ
マ

l
が
現
象
学
運
動
の
担
い
手
に
数
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
を
｜
｜
分
析
哲
学
の
始
祖
の
ひ

と
り
と
い
う
居
心
地
の
悪
い
玉
座
か
ら
降
ろ
し
て
ー
ー
ー
前
世
紀
の
大
陸
哲
学
の
も
っ
と
も
大
き
な
流
れ
の
中
に
置
く
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
特
異
な
ね
じ
れ
は
、
次
の
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
象
学
と
は
な
に
か
と
い
う
問

い
に
対
し
て
、
そ
れ
は
経
験
（
な
い
し
意
識
）
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
を
い
か
な
る
仮
説
も
抜
き
に
記
述
す
る
こ
と
に
徹
す
る
学

だ
と
答
え
る
こ
と
に
は
（
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
広
す
ぎ
て
ほ
と
ん
ど
な
に
も
特
定
で
き
な
い
と
い
う
批
判
を
別
と
す
れ
ば
）
お
そ
ら
く
異

論
は
な
か
ろ
う
。
す
る
と
こ
の
か
ぎ
り
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
「
現
象
学
者
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い
の
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
「
記
述
的
現
象
学
」
と
い
う
の
は
同
語
反
復
だ
と
言
う
ハ
イ
デ
ガ

l

（

a－－
m
c
N・
8
）
と

（

5
）
 

同
じ
よ
う
に
、
「
哲
学
は
純
粋
に
記
述
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
中
期
以
降
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
変
わ
ら
ぬ
哲
学
観
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
両
者
の
哲
学
的
苦
闘
か
ら
学
ぶ
べ
き
な
の
は
、
純
粋
な
記
述
と
い
う
も



の
は
あ
る
意
味
で
神
話
で
あ
る
と
い
う
教
訓
で
あ
る
。
し
か
も
私
は
、
こ
の
こ
と
の
自
覚
こ
そ
が
、
彼
ら
が
徹
底
し
た
「
現
象
学

者
」
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
だ
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、
彼
ら
の
現
象
学
は
い
か
な
る
意
味
で
「
記
述
的
」
で
あ
り
う
る
の
か
。
ま

（

6
）
 

ず
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
「
基
礎
存
在
論
」
の
構
想
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

存
在
，
神
’
学
か
ら
現
存
在
分
析
論
と
し
て
の
基
礎
存
在
論
へ

（

7
）
 

ハ
イ
デ
ガ
l
は
一
九
二
八
年
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
就
任
講
演
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
で
、
「
無
へ
の
問
い

（
司
円
何
回
向
。
ロ

ωの
『

内
問
。

szsz）
」
を
す
ぐ
れ
て
形
而
上
学
的
な
問
い
と
し
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
哲
学
の
第
一
の
責
務
と
す
る
。
『
存
在
と
時

間
』
を
伝
統
的
哲
学
の
解
体
の
序
章
と
し
て
読
む
者
た
ち
は
、
こ
の
講
演
が
同
書
出
版
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
驚
く
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
講
演
を
一
読
す
れ
ば
、
こ
の
間
い
が
『
存
在
と
時
間
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
分
か
る
。
彼

が
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
「
無
と
は
何
で
あ
る
か
（
dFEω
丹
念
ω呂
の
宮
丸
こ
と
問
、
っ
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
じ
つ
に
奇
妙
な

こ
と
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
不
可
能
な
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
い
は
そ
の
形
式
か
ら
し

て
、
「
無
」
を
「
ひ
と
つ
の
有
る
も
の

S
E
r
－oE
gこ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
無
を
ー
ー
ー
そ
れ
が
、

が
何
で
あ
り
如
何
に
あ
る
か
を

l
l問
う
こ
と
は
、
問
い
か
け
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
反
対
の
も
の
へ
と
逆
転
さ
せ
る
口
そ
の
聞
い
は

自
分
で
自
分
の
対
象
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
（
の
K
F
P
5
3
0
わ
れ
わ
れ
は
「
無
」
と
は
な
に
か
を
知
る
た
め
に
、

つ
ま
り
無

現象と文法

「
無
」
を
い
じ
く
り
ま
わ
し
て
調
べ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
こ
の
「
無
」
を
「
存
在
（
色

g
F
E）
」
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
存
在
と
時
間
』
の
問
題
と
な
る
。
す
る
と
『
存
在
と
時
間
』
は
、
そ
れ
自
身
が
形
而
上
学
の
書
で
あ
る
か
、
あ

プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ

る
い
は
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
「
あ
ら
ゆ
る
将
来
の
形
而
上
学
の
た
め
の
序
説
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
す

る
答
え
は
己
巴
ロ
（
然
り
か
つ
否
）
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
答
え
の
根
拠
は
や
は
り
、

3 

ハ
イ
デ
ガ
l
が
「
古
代
哲
学
の
学
問
的
最
高



峰
」
（
の
K
F
N
N
W
N
N
）
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
。

4 
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一
九
二
六
年
マ

l
ル
ブ
ル
ク
夏
学
期
講
義
『
古
代
哲
学
の
根
本
諸
概
念
』
（
の
k
p
N
N
）
か
ら
は
（
『
存
在
と
時
間
』
の
執
筆
時
期
と
重

な
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
）
ハ
イ
デ
ガ
l
の
「
基
礎
存
在
論
」
の
着
想
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
な
ぜ
存
在
論
は
「
解
釈
学
的
現
象
学
」

と
し
て
営
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
『
存
在
と
時
間
』
が
い
か
な
る
意
味
で
古
代
形
而
上
学
の
「
反
復
」
で
あ
る
の
か
、
な
ど
に

（

8
）
 

つ
い
て
多
く
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
形
而
上
学
』
の
第
六
巻
第
一
章
で
、
第
一
哲
学
（
形
而
上

学
）
は
神
学
で
あ
る
と
同
時
に
存
在
論
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
H
O
M
E
N

？
ω
N
）
。
な
ぜ
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
存

在
者
を
存
在
者
た
ら
し
め
る
も
の
（
そ
の
原
因
）
は
そ
の
存
在
者
の
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
主
題
と
す
る
の
は
存
在
論
で
あ
る
が
、

し
か
し
「
存
在
」
そ
の
も
の
は
「
不
動
の
実
体
」
（
ま
竺
を
原
因
と
す
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
、
「
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
の
第
一

で
す
ら
あ
る
こ
の
最
高
の
、
も
っ
と
も
本
来
的
な
存
在
者
｜
｜
神
ー
ー
を
対
象
と
す
る
学
（
神
学
）
こ
そ

の
原
因
」
（

5
8
m
N箆・）

が
第
一
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
枠
組
み
を
ハ
イ
デ
ガ
l
は
後
年
「
存
在
E

神
・
学
（
。
己
。
l
、
3
8
1
F
O阿佐）」

（の
k
r
s
L
合
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
）
。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
の
理
念
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
「
存
在
的
説
明
と
存
在
論
的

解
釈
」
（
の
K
F
N
N

・
5
0）
の
混
在
を
ハ
イ
デ
ガ
l
は
存
在
に
つ
い
て
の
学
に
お
け
る
「
迷
い
の
段
階
」
（
の
〉
N
N
L
お
）
と
し
、
こ
の
二

重
概
念
の
克
服
を
み
ず
か
ら
の
課
題
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
克
服
は
、
こ
の
二
重
性
を
完
全
に
消
去
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
「
無
」
と
同
じ
よ
う
に
「
存
在
」
も
「

x
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
形
式
の
問
い
を
受
け
つ
け
な
い

と
い
う
意
味
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
存
在
」
に
も
っ
と
も
関
わ
り
の
深
い
存
在
者
に
訴
え
た
こ
と
は
な
ん
と
い
っ
て
も
正
当

だ
か
ら
で
あ
る
。
「
存
在
論
を
そ
れ
自
身
純
粋
に
存
在
論
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
の
〉
N
F
N
a
）
の
で
あ
り
、
存
在
論

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
「
範
例
的
存
在
者
」
（
ωロN
・
3

に
依
拠
し
て
、
そ
こ
か
ら
存
在
の
理
念
を
読
み
と
る
し
か

な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
l
が
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
存
在
者
の
原
因
は
存
在
で
あ
り
、
存
在
の
原
因
は
も
っ
と
も

存
在
者
ら
し
い
存
在
者
で
あ
る
と
す
る
存
在
的
・
存
在
論
的
混
同
と
、
範
例
的
存
在
者
を
神
的
な
も
の
に
求
め
る
学
的
態
度
で
あ
る
。



の
読
者
に
は
、
こ
れ
ら
が
同
書
で
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
た
か
は
周
知
で
あ
ろ
う
。
範
例
的
存
在
者
は
、

つ
ね
に
漠
然
と
で
あ
れ
「
存
在
」
を
理
解
し
つ
つ
実
存
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
人
間
｜
l
現
存
在
（

U
g
O
E
－
－
に
求
め
ら
れ
、

「
存
在
者
一
般
’
存
在
・
範
例
的
存
在
者
」
と
い
う
疑
似
因
果
連
関
は
、
現
存
在
の
日
常
的
存
在
了
解
か
ら
「
存
在
の
意
味
（
印
吉
ロ

gロ
F
E）
」
を
解
釈
す
る
と
い
う
構
図
へ
と
転
換
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
礎
存
在
論
を
現
存
在
分
析
論
の
う
ち
に
求
め
る
こ

（

9
）
 

と
は
、
細
川
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「
存
在
論
’
神
学
と
し
て
の
形
而
上
学
（
第
一
哲
学
）
に
対
す
る
一
つ
の
決
定
」
を
意
味
す

『
存
在
と
時
間
』

る
の
で
あ
る
。

存
在
論
と
し
て
の
解
釈
学
的
現
象
学

現象と文法

と
こ
ろ
が
周
知
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ

1
は
、
そ
の
基
礎
存
在
論
の
方
法
は
現
象
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
（
「
現
象

学
は
、
存
在
論
の
主
題
と
な
る
べ
き
も
の
へ
の
接
近
方
法
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
証
示
し
つ
つ
規
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
存
在
論
は
現
象
学
と

し
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
（
ω
c
N
い
ω印
）
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
当
然
、
彼
の
師
で
あ
っ
た
フ
ッ
サ
l
ル
の
「
現
象
学

宿
区

g
s
g。
Z
色
。
）
」
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
フ
ッ
サ
1
ル
に
と
っ
て
「
現
象
」
と
は
、
現
象
学
的
還
元
を
生
き
残
っ
た
純
粋
意

識
に
「
意
味
」
と
し
て
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
「
現
象
学
」
と
は
そ
の
直
接
的
与
件
の
純
粋
な
記
述
に
徹
す
る
学

で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
l
は
、
こ
の
現
象
概
念
に
（
し
た
が
っ
て
現
象
学
の
概
念
に
も
）
複
雑
な
読
み
替
え
を
お
こ
な
う
。
『
存

在
と
時
間
』
の
第
七
節
は
彼
独
自
の
現
象
学
概
念
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
筒
所
だ
が
、
そ
こ
で
彼
は
現
象
を
「
さ
し
あ
た
り

た
い
て
い
は
ま
さ
に
姿
を
見
せ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
姿
を
見
せ
て
い
る
も
の
と
は
逆
に
隠
さ
れ
て
は
い
る

が
、
し
か
し
同
時
に
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
姿
を
見
せ
て
い
る
も
の
に
本
質
的
に
属
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
も
の
の
意
味
と
根

拠
を
な
す
と
い
う
ふ
う
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
（
印
C
N
・ω印
）
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
「
さ
し
あ
た

5 



り
た
い
て
い
姿
を
見
せ
て
い
る
も
の
」
を
ハ
イ
デ
ガ
l
は
通
俗
的
現
象
概
念
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
が
指
す
の
は
、
日
常
的
に
わ
れ
わ
れ

6 
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に
対
し
て
現
れ
る
「
存
在
者
（
∞
巳

g含
ω
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
存
在
者
の
意
味
と
根
拠
を
な
す
も
の
と
は
「
存
在

者
の
存
在
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
っ
て
「
存
在
」
と
は
「
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
規
定
す
る
当
の
も
の
、
た

と
え
存
在
者
が
ど
の
よ
う
に
論
究
さ
れ
よ
う
と
も
、
存
在
者
が
そ
れ
を
目
当
て
と
し
て
（
当
R
E
P－
ロ
）
そ
の
つ
ど
す
で
に
理
解
さ

れ
て
い
る
当
の
も
の
」
（
ωロN
w
a
）
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
ぐ
分
か
る
と
お
り
、
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
E

神
a

学

の
構
図
の
改
編
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
フ
ッ
サ
l
ル
現
象
学
の
現
象
学
的
還
元
の
換
骨
奪
胎
で
も
あ
る
（
4
包
・
の
K
F
N
F
N
∞
戸
）
。
現

象
学
と
は
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
姿
を
見
せ
ず
隠
さ
れ
て
い
る
「
存
在
者
の
存
在
」
を
明
る
み
に
だ
す
方
法
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
る
。
現
象
学
と
は
還
元
の
結
果
得
ら
れ
た
現
象
を
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
が
ま
ま
に
記
述
す
る
学
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
三
次
元
立
体
知
覚
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
知
覚
な
ど
の
現
象
学
的
記
述
と
同
じ
よ
う
に
「
存
在
者
の
存

在
」
を
記
述
す
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
l
の
も
う
ひ
と
つ
の
「
決
定
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
現
象
学
的
記

述
の
方
法
的
意
味
は
解
釈
（
』
緊
急
h
g
h）
で
あ
る
」
（
ω良
い
斗
）
と
い
う
解
釈
学
的
な
決
定
で
あ
る
。
存
在
者
の
存
在
は
、
当
の
存

在
者
と
同
じ
意
味
で
「
あ
る
」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
存
在
者
の
理
解
の
「
目
当
て
と
な
る
も
の
（
含
ω
巧
2
2
P
E）
」
で
あ
る
。

（叩）

そ
う
だ
と
す
る
と
、
現
存
在
に
の
み
そ
な
わ
る
存
在
了
解
に
も
、
理
解
の
「
目
当
て
と
な
る
も
の
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
こ
れ
を
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
了
解
一
般
の
可
能
な
地
平
」
（

E
N・H

）
と
呼
び
、
こ
の
地
平
が
「
時
間
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す

こ
と
こ
そ
が
基
礎
存
在
論
の
最
終
目
標
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
が
、
存
在
’
神
E

学
の
構
図
の
「
存
在
の
原
因
と
し
て
の
神
」

に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
l
の
修
正
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
）
。
「
存
在
は
時
聞
か
ら
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
存
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
や
派
生
態
も
、
そ
れ
ら
が
ど
う
変
様
し
派
生
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
事
実
、
時
間
に
着
目
す
る
こ
と

か
ら
理
解
可
能
と
な
る
」
（
皆

N
L∞
）
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
l
の
現
象
学
は
、
現
象
学
的
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
現
象
（
存
在
者

の
存
在
）
を
そ
の
理
解
地
平
と
し
て
の
時
聞
か
ら
解
釈
す
る
現
象
の
解
釈
学
ー
ー
ー
解
釈
学
的
現
象
学
ー
ー
と
な
る
。



こ
こ
で
、
『
存
在
と
時
間
』
の
う
ち
に
流
れ
込
ん
で
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
哲
学
的
伝
統
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
現

象
学
の
現
象
概
念
を
説
明
す
る
過
程
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
現
わ
れ
（
開
gの
F
O
宮

g
m
g）
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
通
俗
的
に
理
解

さ
れ
た
現
象
に
お
い
て
、
非
主
題
的
に
で
は
あ
れ
そ
の
つ
ど
先
行
的
に
、
ま
た
同
伴
的
に
、
す
で
に
姿
を
見
せ
て
い
る
も
の
は
、
主

題
的
に
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
自
身
で
姿
を
見
せ
る
こ
の
も
の

（
「
直
観
の
形
式
」
）
こ
そ
が
現
象
学
の
現
象
で
あ
る
」
（
ω
g
N
t
ω
同）

D

ハ
イ
デ
ガ
l
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観

念
論
に
お
い
て
経
験
的
直
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
条
件
と
さ
れ
る
時
間
と
空
間
を
、
現
象
学
の
い
う
意
味
で
の
現
象
と
等
置
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
存
在
と
時
間
』
の
基
礎
存
在
論
の
中
に
超
越
論
的
な
構
え
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ

（日）

は
な
に
よ
り
も
「
存
在
」
に
超
越
論
的
な
身
分
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
の
核
心
は
、
経
験
の
可
能
性

の
条
件
が
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
「
存
在
」
は
、
存
在
者
を
存
在
者
た
ら
し

め
る
も
の
（
存
在
者
の
可
能
性
の
条
件
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
可
能
性
の

条
件
（
「
世
界
の
中
で
の
内
世
界
的
存
在
者
と
の
交
渉
」
（
ω
g
N
i
g
ご
の
可
能
性
の
条
件
）
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
脈
絡
で

あ
ら
た
め
て
「
存
在
そ
れ
自
体
は
存
在
者
で
は
な
い
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
l
の
テ
l
ゼ
を
考
え
て
み
る
と
、
「
存
在
と
時
間
』
の
解

（ロ）

釈
学
的
現
象
学
と
『
論
理
哲
学
論
考
』
（
以
下
『
論
考
』
）
と
の
、
と
く
に
「
論
理
形
式
」
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の

考
え
と
の
親
近
性
が
見
え
て
く
る
。

現象と文法

解
釈
学
的
現
象
学
と
『
論
考
』

の
「
論
理
形
式
」

（日）

ス
テ
ニ
ウ
ス
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
よ
う
に
、
『
論
考
』
と
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
対
応
関
係
が
見
ら
れ
る
。
後

者
の
目
標
が
理
性
の
権
利
と
限
界
を
画
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
に
似
て
、
前
者
の
目
的
は
「
思
考
に
限
界
を
引
く
」
（
当
p
y
ω
b）

7 



こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
し
え
な
い
も
の
｜
｜
語
り
え
な
い
も
の
ー
ー
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
命
ず
る
こ
と
に
あ
る
。
と
く
に
、
カ
ン
ト

8 
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が
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
鐸
を
も
っ
て
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
言
語
の
論
理
分
析
に

よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
論
考
』
を
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
見
た
場
合
、
解
釈
の
重
点
は
、
カ
ン

ト
の
「
経
験
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
条
件
」
に
対
応
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
世
界
の
実
体
を
な
す
と
さ
れ
る
「
対
象

sag－

a
g
e」
の
「
論
理
形
式
（
宮
包
R
Z司
R
B）
」
な
い
し
「
内
的
性
質
（

E
g
g
o
回
m
g
R
E
P）
」
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（

M
）
 

『
論
考
』
の
対
象
理
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
「
見
知
り
の
理
論
（

5
8ミ。
2
2
5伊豆
8
8）
」
を
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
「
記
述
に
よ
る
知
識
」
と
「
見
知
り
に
よ
る
知
識
」
と
に
二
分
し
、
後
者
を
、
な
ん
ら
か
の
真

理
（
な
ん
ら
か
の
命
題
の
真
偽
）
に
つ
い
て
の
知
識
ゃ
な
ん
ら
か
の
推
論
と
い
っ
た
媒
介
な
し
に
対
象
を
直
接
見
知
っ
て
い
る
こ
と

（日）

と
し
て
定
義
す
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
知
識
論
は
、
こ
の
無
媒
介
的
な
直
接
知
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
全
知
識
を
構
築
す
る
こ
と
を
理
想
と
す

る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
b
h
g

の
よ
う
な
単
純
な
判
断
を
構
成
す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は

α

と
b
が
表
す
個
物
と
関
係
R
を
見
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
だ

け
な
ら
ば
、

R
が
非
対
称
の
関
係
で
あ
る
場
合
で
も
、
と
～
ぬ
と
い
っ
た
判
断
の
構
成
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
N

と
い
う
論
理
形
式
を
も
見
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
、
論
理
形

式
を
独
自
の
存
在
者
と
し
て
認
め
、
論
理
形
式
の
直
接
知
｜
｜
「
論
理
的
経
験
」
ー
ー
ー
を
わ
れ
わ
れ
の
思
考
と
知
識
の
不
可
欠
の
前

（日）

提
条
件
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
論
考
』
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
も
、
論
理
の
基
礎
に
見
知
り
を
置
く
こ
う
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
影

響
下
に
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
も
、
世
界
の
論
理
的
秩
序
の
礎
石
で
あ
る
論
理
的
原
子
は
直
接
的
な
所
与
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
終
生
変
わ
ら
ぬ
反
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
独
立

（臼）

の
論
理
的
対
象
の
存
在
と
そ
う
し
た
対
象
に
つ
い
て
の
論
理
的
経
験
と
い
う
も
の
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
師
の
ラ
ッ
セ
ル

に
対
す
る
彼
の
「
決
定
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
知
る
対
象
そ
れ
自
体
が
す
で
に
論
理
形
式
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ



れ
が
対
象
を
見
知
っ
て
い
る
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
他
の
対
象
と
の
結
合
の
可
能
性
を
も
見
知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
「
私
が
対
象
を
捉
え
る
と
き
、
私
は
ま
た
そ
れ
が
事
態
の
う
ち
に
現
れ
る
全
可
能
性
を
も
捉
え
る
。

（
そ
う
し
た
可
能
性
の
い
ず
れ
も
が
対
象
の
本
性
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
」
（
叶
N
・2
M
g
こ
れ
が
命
題
の
構
成
の
可
能

性
の
秘
密
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
第
一
次
大
戦
従
軍
中
に
書
き
た
め
て
い
た
ノ
l
ト
（
『
論
考
』
の
元
と
な
っ
た
も

の
）
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
私
の
課
題
全
体
は
、
命
題
の
本
質
を
説
明
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
命
題
が
そ
れ

の
像
で
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
事
実
の
本
質
を
述
べ
る
こ
と
。
す
べ
て
の
存
在
の
本
質
（
含

ω者
2
8
色

grzω
）
を
述
べ
る

現象と文法

こ
と
。
（
そ
し
て
こ
こ
で
の
存
在
は
実
在
す
る
（
自
町
立

2
8）
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｜
｜
も
し
も
意
味
す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
無
意
味

（四）

と
な
ろ
う
。
）
」
こ
こ
に
例
の
「
存
在
そ
れ
自
体
は
存
在
者
で
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
l
の
テ
l
ゼ
の
変
奏
を
聞
く
こ

（四）

と
に
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
対
象
の
結
合
の
可
能
性
は
そ
れ
自
体
が
ま
た
別
の
対
象
で
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
こ
の
「
決
定
」
の
眼
目
な
の
だ
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
あ
ら
ゆ
る
結
合
可
能
性
と
も
ど
も
与
え
ら
れ
る
対
象

が
世
界
の
実
体
を
形
づ
く
る
（

aFH，
N

・S
H）
。
世
界
の
原
子
的
単
位
に
言
語
の
側
で
対
応
す
る
の
が
「
名
」
で
あ
る
。
名
の
単
純

な
結
合
が
「
要
素
命
題
」
と
呼
ば
れ
る
。
要
素
命
題
は
、
あ
る
意
味
で
、
世
界
の
原
子
的
事
態
の
単
純
な
「
像
」
で
あ
る
。
像
と
そ

の
像
に
よ
っ
て
写
さ
れ
る
も
の
は
論
理
形
式
を
共
有
す
る
（
4
包
・
吋
N
N）
。
有
意
味
な
命
題
は
す
べ
て
｜
｜
要
素
命
題
自
身
も
含
め

て
｜
｜
要
素
命
題
の
真
理
関
数
で
あ
る
（
4
包
・
叶
切
）
。
真
理
関
数
理
論
は
、
名
と
対
象
の
単
純
な
対
応
（
代
理
）
関
係
な
ら
び
に
要

素
命
題
と
原
子
的
事
態
と
の
写
像
関
係
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
命
題
へ
と
拡
張
・
保
全
す
る
。
か
く
し
て
、
「
論
理
は
世
界
を
満
た
す
」

（寸印・

2
）
l
l
I対
象
の
論
理
形
式
と
真
理
関
数
的
操
作
が
「
論
理
空
間
」
を
画
定
す
る
｜
｜
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
『
論
考
』
を
、
単
に
カ
ン
ト
哲
学
を
言
語
論
化
し
た
だ
け
の
も
の
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
前
節
の
最
後
に
示
唆
し

た
よ
う
に
、
『
論
考
』
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
的
営
み
は
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
的
な
全
体
の
中
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え

ず
、
ま
た
そ
の
全
体
か
ら
外
に
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
「
解
釈
学
的
循
環
」
（
4
包－

E
N
L町
民
・
）
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。

9 



こ
の
こ
と
は
、
世
界
と
そ
の
論
理
的
秩
序
の
礎
石
と
し
て
の
、
す
で
に
論
理
形
式
を
そ
な
え
て
見
知
ら
れ
る
対
象
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ

10 
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ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
考
え
だ
け
に
着
目
し
て
い
る
あ
い
だ
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
彼
の
立
場
は
ラ

ッ
セ
ル
の
論
理
的
原
子
論
の
変
奏
で
し
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
そ
の
も
の
が
そ
の
す
べ
て
の
結
合
可

能
性
を
そ
な
え
て
見
知
ら
れ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
を
考
え
て
ほ
し
い
。
対
象
と
は
『
論
考
』
に
お
い
て
は
世
界
の
側
の
単
純
者

で
あ
る
。
単
純
者
と
は
、
そ
れ
以
上
分
解
・
分
析
不
可
能
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
の
中
で
な
に
が
究
極
の
単
純
者

で
あ
る
の
か
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
哲
学
の
仕
事
で
は
な
く
経
験
科
学
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
世
界
探
索
の
結

果
で
あ
る
単
純
者
の
発
見
と
同
時
に
「
そ
れ
が
事
態
の
う
ち
に
現
れ
る
全
可
能
性
」
が
汲
み
尽
く
さ
れ
、
「
後
か
ら
新
た
な
可
能
性

が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
（
寸

N・2Nω
）
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
l
ー
ー
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と

に
頭
を
悩
ま
せ
る
者
は
、
じ
つ
は
彼
が
『
論
考
』
の
読
者
た
り
え
て
い
な
い
こ
と
を
み
ず
か
ら
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か

に
『
論
考
』
は
、
世
界
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
主
張
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
『
論
考
」
は
、
そ
の
各
命
題
を
追
っ
て
ゆ
く

読
者
自
身
が
あ
る
意
味
で
「
進
化
す
る
」
ょ
う
仕
組
ま
れ
た
書
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
論
考
」
は
、
最
終
的
に
は
読
者
が
「
世

界
を
正
し
く
見
る
」
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
「
は
し
ご
」
と
し
て
自
身
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
d
m
F
吋
∞
－

E
）
。
こ
れ
が
意
味
し
て

い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
前
半
の
世
界
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
主
張
は
す
べ
て
中
盤
以
降
の
言
語
の
像
理
論
の
帰
結
で
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
に
読
者
が
気
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
『
論
考
』
の
執
筆
順
序
は
事
柄
の
秩
序
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
）
。
し

た
が
っ
て
、
対
象
の
単
純
性
は
、
「
名
」
が
原
始
記
号
で
あ
る
こ
と
｜
｜
定
義
を
用
い
て
さ
ら
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

（〈包・
1
『

ω・
N
a
）
i
ー
ー
を
も
っ
て
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
対
象
の
論
理
形
式
｜
｜
全
結
合
可
能
性
ー
ー
は
「
名
」
の
そ
れ
と
し
て
し
か

与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
『
論
考
』
に
お
け
る
真
の
意
味
で
決
定
的
な
一
歩
は
次
の
考
え
で
あ
る
。

記
号
に
お
い
て
は
表
現
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
、
記
号
の
使
用
が
示
す
。
そ
の
記
号
が
呑
み
込
ん
で
い
る
も
の
を
、
記
号
の
使
用
が
表
に
あ
ら



わ
す
。
（
叶
ω・8
N）

原
始
記
号
の
意
味
は
解
明
（
開
己
防
己

0
2ロ
mg）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
。
解
明
と
は
、
そ
の
原
始
記
号
を
命
題
の
中
で
用
い
る
こ

と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
記
号
の
意
味
に
す
で
に
な
じ
ん
で
い
る
ひ
と
だ
け
が
、
解
明
を
理
解
で
き
る
。
（
吋

ω・8ω
一
強
調
引
用
者
）

命
題
の
み
が
意
味
内
容
を
も
っ
。
名
は
、
た
だ
命
題
と
い
う
脈
絡
の
中
で
の
み
、
指
示
対
象
を
も
っ
。
（
寸
ω
・ω）

対
象
と
名
の
代
理
関
係
な
ら
び
に
両
者
の
論
理
形
式
の
共
有
関
係
を
、
問
題
の
言
語
の
外
部
に
あ
る
者
に
「
定
義
的
説
明
」
に
よ
っ

て
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
「
私
が
理
解
す
る
唯
一
の
言
語
」
（
叶
印
・
a
N
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
状
況
か
ら
出
発
す
る

い
つ
も
す
で
に
「
存
在
」
を
理
解
し
つ
つ
実
存
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
存
在
了
解
を
そ
の
地
平
へ
向

し
か
な
い
。
存
在
論
が
、

け
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
言
語
の
う
ち
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
私
自
身
が
私
の
言

語
の
中
か
ら
「
す
べ
て
の
存
在
の
本
質
」
を
読
み
と
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
「
命
題
は
論
理
形
式
を
描
写
で
き
な
い
。
論
理
形
式

は
命
題
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
言
語
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
描
写
で
き
な
い
。
言
語
に
お
い
て
お
の
ず
と
表
現

さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
命
題
は
現
実
の
論
理
形
式
を
示
す
」
（
叶
品
・
H
N
H
）。

だ
か
ら
こ
そ
「
哲
学
の
仕
事
は
本
質
的
に
解
明
か
ら
な
る
」
（
寸
品
－

Z
N）
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ

（却）

タ
イ
ン
の
も
う
ひ
と
つ
の
「
決
定
」
、
も
う
ひ
と
り
の
師
で
あ
る
フ
レ

l
ゲ
の
「
文
脈
原
理
」
に
対
す
る
決
定
で
あ
り
、
同
時
に
、

現象と文法

『
論
考
』

の
企
図
を
ハ
イ
デ
ガ
l
の
基
礎
存
在
論
と
結
び
つ
け
る
紐
帯
で
も
あ
る
。

11 
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四

論
理
形
式
か
ら
文
法
へ
、
そ
し
て
言
語
ゲ

l
ム
の
事
実
性
へ

12 

『
論
考
」
以
降
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
た
ど
っ
た
哲
学
的
軌
跡
を
、
「
悟
性
の
向
け
ら
れ
る
対
象
の
違
い
に
は
か
か
わ
り
な

く
悟
性
を
抗
刊
」
カ
ン
ト
的
な
「
超
越
論
的
論
理
学
」
か
ら
の
脱
却
の
過
程
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
不
当
で
は
な
か
ろ
う
。
発

端
は
『
論
考
』
の
中
に
あ
っ
た
。
「
た
と
え
ば
二
つ
の
色
が
同
時
に
視
野
の
同
じ
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
実
際
、
色
の
論
理
的
構
造
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
（
吋
∞
・
ω討
同
）
。
有
名
な
「
色
の

両
立
不
可
能
性
問
題
」
で
あ
る
。
当
時
の
彼
は
、
こ
の
排
他
的
関
係
を
合
意
す
る
「
色
の
論
理
的
構
造
」
を
、
真
理
関
数
理
論
で
扱

え
る
論
理
的
真
理
の
単
な
る
一
例
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
い
や
む
し
ろ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
彼
は
頑
な
に
信
じ
込
も
う
と
し
て
い
た
。
要
素
命
題
の
純
粋
な
像
的
性
格
を
す
べ
て
の
複
合
命
題
に
拡
張
す
る
た
め
に
は
真
理
関

数
理
論
の
完
全
性
が
必
要
で
あ
り
、
真
理
関
数
理
論
の
完
全
性
の
た
め
に
は
、
要
素
命
題
は
真
理
関
数
的
論
理
性
と
は
別
の
独
自
の

論
理
性
を
も
っ
て
い
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
要
素
命
題
は
相
互
に
論
理
的
に
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
宕
包
・

叶
弁

N
H
y
m
・5
5。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
自
身
の
哲
学
の
糠
で
あ
る
こ
と
に
彼
は
気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
九
年
の

哲
学
復
帰
後
に
彼
が
ま
っ
さ
き
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
色
の
両
立
不
可
能
性
問
題
の
論
理
的
解
決
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

同
年
の
論
文
「
論
理
形
式
に
つ
い
て
の
若
干
の
所
見
」
で
彼
は
、
「
現
象
を
描
出
す
る
た
め
に
数
（
有
理
数
お
よ
び
無
理
数
）
が
原
子

（

m）
 

命
題
自
身
の
構
造
の
う
ち
に
入
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
に
い
た
る
。
だ
が
こ
れ
は
実
質
上
、
真
理
関

数
理
論
の
完
全
性
の
放
棄
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
こ
の
時
の
彼
は
、
色
の
両
立
不
可
能
性
問
題
を
あ
る
タ
イ
プ
の
論
理
的

関
係
の
一
例
と
し
て
処
理
で
き
る
よ
う
な
「
完
全
な
表
記
法
」
（
可
。
・
ω印
）
が
手
に
入
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
（
え
・
句
。
ぃ
？
ωO）。

こ
の
統
一
的
表
記
法
の
理
念
が
背
景
に
退
い
て
ゆ
く
の
は
、
「
文
法
（
の
S
B
B
m
E
W）
」
概
念
が
彼
の
考
察
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
っ

た
頃
か
ら
で
あ
る
。
「
真
偽
表
記
法
に
よ
っ
て
私
が
描
出
し
た
「
か
つ
」
「
な
い
し
」
「
な
い
」
な
ど
に
関
す
る
規
則
は
、
こ
れ
ら
の



（却）

語
の
文
法
の
一
部
で
は
あ
る
が
全
部
で
は
な
い
」
。
か
つ
て
色
の
論
理
的
構
造
を
普
遍
的
論
理
の
中
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
い
ま
や
「
色
語
（

g
－214司
R
e）
」
の
文
法
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
論
理
領
域
に
繊
細
な
目
を
注
ぐ
よ
う
に
な

る
。
い
ま
や
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
記
述
の
個
別
文
法
の
堅
実
な
確
認
の
は
て
に
「
す
べ
て
の
存
在
の
本
質
」
が
明
ら
か
に
な
る

は
ず
だ
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
「
（
：
：
：
）
哲
学
は
文
法
の
管
理
人
と
し
て
、
実
際
に
世
界
の
本
質
を
把
握
で
き
る
。
た
だ
し
そ
れ
は

言
語
の
命
題
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
意
義
な
記
号
結
合
を
排
除
す
る
た
め
の
こ
の
言
語
に
対
す
る
規
則
と
い
う
形

（

M
）
 

で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
司
回
い
品
）
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
『
哲
学
探
究
」
（
以
後
「
探
究
』
）
の
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る

の
「
論
理
形
式
」
の
遠
い
後
商
な
の
で
あ
る
。

現象と文法

「
規
則
」
は
、
「
論
考
』

こ
の
経
緯
を
追
う
た
め
に
、
話
を
少
し
戻
す
こ
と
に
し
よ
う
。
要
素
命
題
の
中
に
数
を
導
入
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、

一
時
期
、
言
語
の
本
質
は
、
数
と
等
式
を
用
い
た
形
式
的
な
記
号
操
作
と
い
う
意
味
で
の
「
計
算
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
傾
い
た
。

こ
の
変
化
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
か
つ
て
『
論
考
』
に
お
い
て
は
静
的
な
秩
序
で
あ
っ
た
論
理
の
う
ち
に
動
的
な
要
素
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
論
考
』
に
お
け
る
命
題
と
現
実
と
の
静
的
な
「
比
較
」
概
念
写
包
・
J

『品・

8
）

が
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
全
体
論
的
な
「
検
証
」
概
念
へ
と
変
化
し
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
時
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
の
思
考
の
変
化
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
彼
の
疑
似
検
証
主
義
か
ら
言
語
と
ゲ
l
ム
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
ま
で
の
距
離
は
、
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
遠
く
は
な
い
。
命
題
の
意
味
は
そ
の
命
題
が
指
定
す
る
検
証
の
手
続
き
に
あ
る

と
い
う
考
え
と
、
王
将
の
駒
に
意
味
を
与
え
て
い
る
の
は
将
棋
と
い
う
ゲ
l
ム
の
ル
l
ル
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
の
類
比
で
考
え
ら

れ
た
、
語
の
意
味
は
そ
の
使
用
規
別
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
は
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ま
だ
、
命
題
と
世
界
の
あ

い
だ
に
人
間
が
い
る
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
（
後
の
「
探
究
」
以
降
の
よ
う
に
）
真
撃
に
受
け
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と

（お）

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
彼
は
、
『
哲
学
的
文
法
』
の
元
に
な
っ
た
草
稿
を
書
い
て
い
た
時
期
に
は
、
あ
る
語

の
直
示
的
定
義
が
そ
の
語
の
使
用
規
則
を
与
え
る
と
い
う
驚
く
べ
き
考
え
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
が
（
〈
包
・
喝
の
l
F
H
N

・N
P

ぉ・8・

13 



ロ
∞
）
、
こ
こ
か
ら
は
ま
だ
、
論
理
形
式
を
完
備
し
て
見
知
ら
れ
る
対
象
と
い
う
「
論
考
』

の
考
え
の
残
響
が
聞
き
と
れ
る
。
し
か
も

14 
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こ
の
考
え
は
『
青
色
本
』
の
中
に
も
依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
広
・
回
国

L
？
ω斗
）
。
決
定
的
な
の
は
む
し
ろ
、
語
の
意
味

と
し
て
の
使
用
規
則
と
い
う
考
え
が
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
お
こ
な
っ
て
い
る
言
語
ゲ
l
ム
と
い
う
事
実
的
・
全
体
論
的
背
景
の
も
と

で
し
か
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
の
自
覚
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
三
三
年
頃
ま
で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
言
語
使

用
と
計
算
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
『
青
色
本
』
か
ら
ば
っ
た
り
と
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
流
動

的
な
言
語
活
動
を
厳
密
な
数
学
的
規
則
に
支
配
さ
れ
た
計
算
活
動
と
の
類
比
で
考
え
る
こ
と
の
無
理
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が

気
づ
い
た
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
数
学
的
活
動
の
そ
れ
も
ふ
く
め
て
あ
ら
ゆ
る
規
則
に
つ

い
て
、
そ
も
そ
も
い
か
に
し
て
規
則
は
わ
れ
わ
れ
の
言
語
使
用
と
行
為
を
規
定
し
う
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
彼
が
直
面

（

部

）

（

釘

）

し
た
た
め
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
後
に
「
数
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
』
と
し
て
死
後
出
版
さ
れ
た
数
冊
の
ノ
l
ト

に
見
ら
れ
る
数
学
の
哲
学
に
、
彼
が
「
探
究
』
の
執
筆
を
中
断
し
て
ま
で
も
一
時
期
没
頭
し
た
と
い
う
こ
と
の
、
ま
た
「
探
究
』
の

規
則
選
守
の
議
論
が
よ
り
に
よ
っ
て
初
等
算
術
の
例
で
始
め
ら
れ
て
い
る
宕
包
・

2】

l
F
E
ω
）
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み

さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
言
語
ゲ
l
ム
と
い
う
考
え
が
本
領
を
発
揮
す
る
の
は
こ
の
間
い
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
る
。
規
則
道
守
の
最
終

的
な
審
級
は
慣
習
・
風
習
・
制
度
な
ど
の
す
べ
て
を
巻
き
込
む
も
の
と
し
て
の
言
語
ゲ
1
ム
ー
ー
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
「
生
活
形
式

（F
S
g位
。
円
自
）
」
（
司
d
l
F
5
・
8
・N
出
）
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
ー
ー
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
事
実
と
し
て
プ
レ
イ
し
て
い
る
言
語

ゲ
l
ム
と
い
う
基
盤
を
欠
い
て
は
、
規
則
と
規
則
遵
守
の
問
題
は
意
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
目
立
た

ず
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
現
存
在
の
事
実
的
な
存
在
了
解
な
く
し
て
は
、
存
在
へ
の
聞
い
｜
｜
存
在
の
意
味
へ
の
問
い

ー
ー
が
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。



五

文
法
の
現
象
学

最
後
に
私
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
お
こ
な
っ
た
や
や
パ
ラ
ド
ク
ス
め
い
た
断
言
に
つ
い
て
釈
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
「
哲
学
は
純
粋
に
記
述
的
で
あ
る
」
（
切
回

L
∞
）
と
い
う
中
・
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
信
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の

全
哲
学
か
ら
学
べ
る
の
は
純
粋
な
記
述
と
い
う
も
の
が
あ
る
意
味
で
神
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
逆
説
的
な
見
か
け
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
そ
の
信
念
と
、
た
と
え
ば
フ
ッ
サ
l
ル
の
よ
う
な
哲
学
者
が
「
哲
学

現象と文法

は
純
粋
に
記
述
的
な
学
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
際
の
動
機
づ
け
を
較
べ
て
み
る
な
ら
ば
消
え
去
る
は
ず
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
l

ル
が
現
象
学
に
お
い
て
純
粋
な
記
述
を
求
め
る
の
は
、
還
元
の
結
果
得
ら
れ
た
現
象
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
純
粋
意
識
の
領
分

が
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
と
信
念
を
究
極
的
に
合
理
化
し
正
当
化
す
る
諸
根
拠
の
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
後
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ユ
タ
イ
ン
も
、
哲
学
は
個
別
の
議
論
領
域
に
内
在
し
て
慎
ま
し
く
文
法
を
記
述
し
続
け
る
営
み
（
「
文
法
的
考
察
」
（
司
C
I
－－
g））

で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
言
う
。
し
か
し
彼
が
そ
れ
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
記
述
ぐ
ら

い
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
あ
ま
り
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
哲
学
は
け
っ
し
て
実
際
の
言
語
使
用
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
哲
学
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
た
だ
記
述
す
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
は
そ
れ
を
、
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
哲
学
は
す
べ
て
を
、
そ
の
あ
る

が
ま
ま
に
し
て
お
く
」

9
d
l
F
H
N
S
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
多
く
を
期
待
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
評

価
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
長
い
哲
学
の
歴
史
の
中
で
当
然
の
よ
う
に
哲
学
に
期
待
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
知
識
と
信
念
を
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
宇
宙
の
仕
組
み
を
、
経
験
科
学
に
は
と
う
て
い
及
び
え

な
い
よ
う
な
深
い
次
元
で
正
当
化
し
合
理
化
し
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
文
法
は
、
言
語
が
み
ず
か
ら
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
は
｜
｜
人
間
に
対
し
て
し
か
じ
か
に
作
用
す
る
た
め
に
は

15 



｜
｜
ど
う
い
う
仕
組
み
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
を
語
り
は
し
な
い
。
文
法
は
た
だ
記
号
の
使
用
を
記
述
す
る
だ
け
で
あ
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っ
て
、
け
っ
し
て
そ
れ
を
説
明
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
」

9
C
I－
－
怠
岱
）
。
し
か
し
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
そ
の
伝
統
的
な
期
待
の
ほ

う
が
不
当
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
探
究
」
以
後
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
苦
闘
の
核
心
は
、

そ
の
不
当
性
の
告
発
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
正
当
化
も
合
理
化
も
根
拠
づ
け
も
、
わ
れ
わ
れ
が
事
実
プ
レ

イ
し
て
い
る
言
語
ゲ
l
ム
の
中
に
し
か
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
誤
り
は
、
わ
れ
わ
れ
が
事
実
を
「
根
源
現
象
（
巴
弓
g
g
B
8
0）」

と
し
て
見
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
ゲ
l
ム
が
プ
レ
イ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ら
か
の

説
明
を
求
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
」
（
司
C
I－
－
虫
色
。
わ
れ
わ
れ
の
住
ん
で
い
る
洞
窟
の
外
が
か
り
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に

は
洞
窟
の
中
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
正
当
化
し
根
拠
づ
け
て
く
れ
る
も
の
な
ど
な
い
の
だ
。
彼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
こ
う
で
あ
る
。

「
一
言
語
ゲ
1
ム
を
記
述
せ
よ
！

そ
う
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
、
正
当
化
さ
れ
て
い
る
（
回
2
2
z
r洋
諸
冨
）
と
い
う
こ
と
の
重
要
さ
も
読

み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
司
C
！
？
怠
∞
）
。

（却）

こ
う
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
メ
タ
哲
学
ー

l
文
法
の
現
象
坐
ー
ー
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
典
型
的
な
誤
解

の
ひ
と
つ
が
、
「
文
法
の
恋
意
性
」
に
ま
つ
わ
る
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
、
こ
の
誤
解
を
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
「
文
法
」
概
念
に
込
め
ら
れ
た
彼
の
メ
タ
哲
学
も
明
ら
か
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
文
法
や
規
則
を
話
題
と
す
る
と
き
、
彼
は
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
そ
れ
ら
の
恋
意
性
を

強
調
す
る
。
こ
こ
で
生
じ
が
ち
な
誤
解
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
の
文
法
の
恋
意
性
に
、
暗
黙
の
う
ち
に
世
界
の
必
然
的
秩
序
を
対
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
う
ち
に
規
約
主
義
や
、
は
て
は
観
念
論
的
な
要
素
を
見
た
り
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
右
で
見
た
よ
う
に
、
彼
の
お
こ
な
っ
て
い
る
「
文
法
の
記
述
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
や
っ
て
い
る
こ
と
の
本
質
の
説

明
で
も
な
け
れ
ば
そ
れ
の
正
当
化
や
根
拠
づ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
す
で
に
一
九
二
二
年
の
講
義
で

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。



も
し
文
法
が
、
音
が
赤
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
偽
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ナ

ン
セ
ン
ス
だ
と
い
う
こ
と
｜
｜
つ
ま
り
そ
れ
は
そ
も
そ
も
言
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
色
が
も
た
な
い
特

性
を
音
が
も
っ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
に
は
私
は
、
色
が
色
の
も
た
な
い
特
性
を
も
っ
と
有
意
味
に
言
う
こ
と
が

（却）

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
も
の
を
色
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
そ
れ
が
あ
る
一
定
の
文
法
規
則
に
従
う
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

文
法
は
恐
意
的
な
の
か
。
（
：
：
：
）
正
当
化
さ
れ
え
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
答
え
は
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
ど
の
よ
う
な
文
法
規

則
を
利
用
で
き
る
か
は
恋
意
的
で
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
恋
意
的
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
記
述
さ
れ
る
な
ら
ば
文
法

は
恋
意
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
恋
意
的
で
な
く
す
る
の
は
そ
の
使
用
で
あ
る
。
（
F
y
h
S）

文
法
の
規
則
は
、
ゲ
l
ム
の
ル
l
ル
が
恋
意
的
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
恋
意
的
で
あ
る
。

き
る
。
だ
が
そ
の
と
き
そ
れ
は
異
な
っ
た
ゲ
l
ム
と
な
る
。
（
F
F
勾
一
強
調
引
用
者
）

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
別
様
に
す
る
こ
と
が
で

文
法
の
怒
意
性
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
強
調
す
る
と
き
、
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
は
本
来
恋
意
的
で
あ
る
文
法
に
従
っ
て
い
る
の

（却）

だ
と
一
百
い
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
規
則
が
「
文
法
化
（

mgssa片
益
見
こ
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

が
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
不
可

能
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
「
探
究
』

で
の
規
則
道
守
に
つ
い
て
の
息
の
長
い
議
論
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
学
ぶ
べ
き

現象と文法

い
か
な
る
「
解
釈

6
0
5
5
m）
」
も
そ
の
規
則
の
意
味
を
決
定
で

き
ず
、
そ
の
規
則
に
従
う
わ
れ
わ
れ
の
行
為
も
決
定
で
き
な
い
（
4
包・

2】

l
F
H
u
g
o

わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
恋
意
的
に
行
為
し
て

い
か
な
る
文
法
命
題
も
、
わ
れ
わ
れ
を
た
だ
こ
の
よ
う
に
し
か
行
為
で
き
な
い
よ
う
に
規
制
す
る
こ
と
は
で

第
一
の
教
訓
で
あ
る
。
規
則
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
す
な
ら
ば
、

17 

い
る
の
で
は
な
い
が
、



き
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
言
語
と
ゲ
l
ム
の
類
比
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き

18 
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で
あ
る
。
「
（
：
：
：
）
言
語
に
対
す
る
文
法
の
関
係
は
、
あ
る
ゲ
l
ム
に
対
す
る
そ
の
ゲ
l
ム
の
記
述
、
つ
ま
り
そ
の
ゲ
l
ム
の
規
則

の
関
係
に
似
て
い
る
」
（
司
の
l
F
N
ω
）
と
。
決
定
的
な
の
は
、
ゲ
l
ム
の
「
記
述
」
が
ゲ
l
ム
の
「
規
則
」
と
等
置
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
ず
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
文
法
概
念
を
理
解
す
る

た
め
の
近
道
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
通
常
、
た
と
え
ば
将
棋
の
ル

l
ル
を
知
ら
な
い
者
が
、
対
局
し
て
い
る
二
人
の
棋
士
の
手
を
最
初

か
ら
最
後
ま
で
す
べ
て
記
述
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
将
棋
の
ル

l
ル
ブ
ッ
ク
に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
規
則
道
守
論
の
帰
結
を
「
発
見
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
隠
れ
た
規
則
、
す
な
わ
ち
、
ま
だ

（但）

定
式
化
で
き
て
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
暗
黙
裏
に
知
っ
て
い
て
従
っ
て
い
る
規
則
な
ど
あ
り
え
な
い
」
と
す
る
解
釈
は
、
ウ
ィ
ト

が
っ
て
、

ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
真
の
見
解
の
代
弁
と
し
て
は
あ
ま
り
う
ま
く
な
い
表
現
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
最
晩
年
の
ノ
ー

ト
に
、
「
私
は
ま
す
ま
す
、
論
理
は
結
局
の
と
こ
ろ
記
述
さ
れ
え
な
い
と
言
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
前
は
言
語

（沼）

の
実
践
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
論
理
が
見
え
る
」
と
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
見

え
る
の
は
、
そ
の
言
語
ゲ
l
ム
の
実
践
者
、
い
わ
ば
そ
の
言
語
の
内
に
住
み
込
ん
で
い
る
者
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
論
理
は
、
そ
れ
が
記
述
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
記
述
が
「
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
か
く
す
べ
き
な
の
か
」
を
説
明
し
正
当
化
す
る
も
の

と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
も
は
や
期
待
は
ず
れ
の
も
の
と
な
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
文
法
の
怒
意
性
を
強
調
す

る
の
は
、
文
法
化
さ
れ
た
規
則
や
記
述
さ
れ
た
論
理
に
あ
ま
り
多
く
の
こ
と
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
添
え
る

た
め
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
哲
学
に
お
い
て
文
法
を
記
述
す
る
こ
と
の
眼
目
は
ー
ー
も
し
も
そ
れ
が
世
界
の
必
然
的
な
本
質
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に

あ
る
の
で
な
い
の
な
ら
ー
ー
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
『
探
究
」
を
読
ん
だ
者
な
ら
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
わ
れ
わ
れ
の
文
法
を
「
展
望
が
利
く
（
ロ

g
a
w
z
z♀
）
」
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
問
題
が
わ
れ
わ
れ
の
言
語



の
誤
解
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
無
理
解
の
主
た
る
源
泉
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た

ち
の
語
の
使
用
を
展
望
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
｜
｜
わ
れ
わ
れ
の
文
法
に
は
展
望
（

C
Z
E各
岳
岳

w
S）
が
欠
け

て
い
る
の
で
あ
る
」
（
司
d
l
F
H
N
N
）。

（犯）

こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
『
論
考
』
か
ら
晩
年
の
『
色
彩
に
つ
い
て
』
に
至
る
ま
で
終
生
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
関
心
を

引
き
つ
け
て
い
た
「
色
」
に
関
し
て
彼
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
文
法
記
述
｜
｜
文
法
の
現
象
学
ー
ー
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
を
簡
単

に
見
て
み
よ
う
。
『
哲
学
的
考
察
』
で
彼
は
、
色
の
個
別
文
法
（
「
色
空
間
」
（
司
回

L
）
の
構
造
）
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来
の
光
学
的
色

彩
理
論
に
基
づ
く
色
相
環
に
よ
っ
て
は
描
出
さ
れ
え
な
い
と
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
、
四
原
色
の
論
理
構
造
が
中
間
色
の
そ
れ
と
異

な
る
こ
と
、
ま
た
白
と
黒
の
論
理
構
造
も
ま
た
後
者
と
は
別
の
仕
方
で
前
者
と
異
な
る
こ
と
、
ま
た
「
楼
は
赤
と
黄
色
の
間
に
あ

る
」
と
「
赤
は
紫
と
糧
の
間
に
あ
る
」
の
二
つ
の
「
の
間
に
あ
る
」
が
意
味
を
異
に
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
文
法
を
色
相
環
は
表
現

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
う
し
た
論
理
が
一
目
で
理
解
で
き
る
「
色
八
面
体
」
（
4
包・司同
Y
H
）
の
ほ
う
が
色
空
間
の

描
出
形
式
と
し
て
色
相
環
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
（
「
人
面
体
に
よ
る
描
出
は
文
法
規
則
の
展
望
の
利
い
た
描
出
で
あ
る
」

（司
F
H）
）
。
こ
の
事
例
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
「
文
法
」
と
呼
ぶ
も
の
の
哲
学
的
身
分
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
の
八
面

体
は
発
見
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
は
、
右
の
よ
う
な
色
の
論
理
を
直
観
的
に
理
解
で
き
る
者
で
あ
れ
ば
暗
黙
裏
に
知
っ

て
い
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
そ
れ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
な
に
か
を
説
明
す
る
た

め
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
に
文
法
へ
の
展
望
を
与
え
、
無
用
な
混
乱
や
誤
解
か
ら
無
用
の
哲
学
的
問

現象と文法

題
（
色
の
本
質
に
か
か
わ
る
形
而
上
学
的
な
難
問
）
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
宕
包
・
2
P
N
N
O
）
。
「
展
望
的

な
描
写
は
理
解
の
助
け
と
な
る
が
、
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
本
義
は
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
に
「
連
闘
が
見
え
る
」
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
間
項
を
発
見
し
た
り
案
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
」

9
d
l
F
H
N
N
）。

意
外
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
ハ
イ
デ
ガ
l
に
登
場
を
願
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
、
わ
れ
わ

19 
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れ
が
い
ま
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
文
法
概
念
を
見
て
き
た
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ

I
の
独
特
な
諸
概
念
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
に
対
し
て
執
劫
に
浴
び
せ
ら
れ
て
き
た
批
判
の
少
な
く
と
も
一
部
は
的
を
外
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く

20 

る
。
批
判
者
い
わ
く
、
人
聞
を
「
現
存
在
」
と
す
る
規
定
は
こ
の
複
雑
な
人
間
存
在
の
実
像
を
と
ら
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
貧
し
い
、

あ
る
い
は
、
現
存
在
の
存
在
（
実
存
）
は
、
「
内
世
界
的
存
在
者
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
対
象
的
存
在
者
（
ぎ
吾
自
母
国

g
）
や
道
具

の
存
在
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
「
範
鴫
辰
巳
0

・

向。ュ
g）
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
「
実
存
範
鴫
（
明
也
ω窓
口
包
色
町
ロ
）
」
に
よ
っ
て
記
述
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
が
（

a－－∞ロ
N
込町）、

た
だ
言
葉
を
話
し
思
考
で
き
る
と
い
う
点
だ
け
が
動
物
と
異
な
る
人
聞
が
そ
れ
以
外
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
根
本
的
に
違
う

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
多
様
な
側
面
を
も
っ
人
間
存
在
を
ひ
と
り

的
存
在
者
（

N
C
Z
E
g
g）

あ
り
方
を
し
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、

「
気
遣
い
（
∞
R
m
o）
」
だ
け
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
等
々
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
す
で
に
『
存
在
と

時
間
』
の
中
で
、
自
分
は
十
全
な
哲
学
的
心
理
学
や
哲
学
的
人
間
学
を
指
向
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
普
遍
的
存
在
論
の
た
め

の
基
礎
存
在
論
を
目
指
し
た
の
だ
と
抗
弁
し
て
い
る
写
包
・
∞
g
N
w
m
忌
）
。
ハ
イ
デ
ガ
l
の
こ
の
声
を
聞
き
入
れ
な
い
者
は
、
文
法

の
恋
意
性
を
指
摘
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
に
観
念
論
や
規
約
主
義
を
読
み
込
む
者
と
同
じ
過
ち
を
犯
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
現
存
在
」
と
は
、
日
常
的
に
存
在
を
陵
昧
に
で
あ
れ
理
解
し
つ
つ
生
き
て
い
る
、
存
在
論
の
範
例
と
な
る
存
在
者
を
指
す
の

で
あ
っ
て
、
「
人
間
」
の
同
義
語
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
存
範
時
も
、
存
在
論
に
と
っ
て
の
範
例
た
る
か
ぎ
り
で
の
人
間
存
在

の
構
成
要
素
で
あ
る
。
し
か
も
、
時
間
性
を
「
目
が
け
て
」
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
意
医
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言

う
と
、
有
限
な
人
間
存
在
に
と
っ
て
異
質
な
借
り
物
の
時
間
性
を
伝
統
的
存
在
論
が
理
解
地
平
と
し
て
い
る
こ
と
を
暴
露
す
る
た
め

の
手
の
込
ん
だ
道
具
立
て
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
実
存
範
鴫
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
色
の
正
八
面
体
と
類
比
的
で
あ
る
。
こ

ハ
イ
デ
ガ
l
が
実
存
範
鴫
を
す
べ
て
気
遣
い
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
非
難
が
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
明
白

う
見
る
な
ら
、

で
あ
る
。
現
に
ハ
イ
デ
ガ

l
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
ひ
と
つ
の
単
純
な
原
根
拠
（
包
ロ
σ
吉
宮
島

2
包
括

E
E）」（
ωzNW
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な
ど
で
あ
る
。

（

5）

F
E
d
z
m
当
5
m
o
E
g
g－
MM詩
句
凡
さ
さ
ミ
匂
ミ
$
」
ぜ
こ
E
E
M
M
E
N
s
e
E
S
N
E
e
g
H礼
町
ぬ
尽
き
V
C
Sミ
ミ
守
同
き
8
3
8
吋
誉

回目ミ

hNS札
旬
、
。
Nes
切
さ
宮
（
注
目
宮
内
田

σ可
同
・
同
F
o
g－
。
民
。
丘
一
回
目
R
w
d司
O
E
L句切∞）・℃－
H∞
・
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記

切
切
な
ら
び
に
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。

（6
）
本
論
考
は
、
目
下
計
画
中
の
書
『
現
象
の
解
釈
学
／
文
法
の
現
象
学
』
（
仮
題
）
の
研
究
計
画
書
と
い
う
性
格
を
も
っ
。
こ
の
書
は

残
念
な
が
ら
大
部
の
も
の
に
な
る
気
配
が
濃
厚
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
以
下
の
論
述
に
は
、
あ
ま
り
に
専
門
的
な
と
こ
ろ
、
生
硬
な
と
こ

ろ
、
説
明
不
足
の
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
「
暴
走
」
す
る
私
を
常
に
温
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
蔭
山
先
生

で
あ
れ
ば
、
若
輩
の
弟
子
の
貧
弱
な
ス
ト
ッ
ク
か
ら
の
切
り
売
り
よ
り
は
、
若
輩
者
ら
し
く
不
肖
の
弟
子
ら
し
い
あ
い
か
わ
ら
ず
の
大
言

壮
語
の
ほ
う
を
喜
ん
で
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
正
当
化
に
落
ち
着
い
た
次
第
で
あ
る
。

（

7
）
の
krpHOωlHNN・

（8
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
細
川
亮
一
『
ハ
イ
デ
ガ
l
哲
学
の
射
程
』
（
創
文
社
、
二

0
0
0年
）
の
第
一
章
を
参
照
せ
よ
。

（9
）
細
川
、
前
掲
書
二

O
四
頁
。

（
叩
）
〈
mF
の
k
r
s
L∞
υ
「
理
解
さ
れ
る
も
の
は
け
っ
し
て
意
味
で
さ
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
も
の
を
意
味
と
し
て
理
解
す
る
の
で

は
な
く
、
つ
ね
に
た
だ
あ
る
も
の
を
「
：
：
：
と
い
う
意
味
で
」
理
解
す
る
。
意
味
は
け
っ
し
て
理
解
の
主
題
で
は
な
い
」
。

（
日
）
こ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
刊
行
後
の
一
九
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
（
の
〉
ω
）
に
顕
著
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
存
在
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
存
在
的
認
識
が
存
在
す
る
と
き
に
は
そ
れ
は
存
在
論
的
認
識
に
よ
っ

て
の
み
可
能
で
あ
る
」
（
の
〉
ω
いO
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（ロ）

F
E
d
－m
d司
宮
向
。
g
g
F

↓3
2巳
g
z
m－g
l司
区
。
ω。司
E2ω

（E

E
己
主
m
巧
笠
宮
g
Z
E
d司
2
g
c
m
m
m
σ
0・回品－
r

m，
B
ロ
w
p耳
目
凶
・
冨
・
一
∞
巳
弓
w
m
B
U－
Nooa・
m・斗
l∞
印
）
・
以
下
『
論
考
』
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
、
序
文
（
O
E－－∞・
2
・
）
か
ら
の
引
用
の

場
合
を
除
い
て
略
記
T
と
節
番
号
を
本
文
中
に
記
す
。
な
お
、
以
下
で
は
ズ
l
ア
カ
ン
プ
版
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
全
集
は
者
〉

と
巻
数
を
も
っ
て
略
記
す
る
。

（日）

Q
・開吋仙の
w
m
R
E
S－
S
H
H
h
s
s
sぱ
EM3gabH83
～k
山
町
、
む
吟
丘
町
な
さ
な
S
ミ
凡
な
－
h
s
h
s
s
ミ
M3bsh一宮
（
宮
内
。
与

回
mwω
口一∞－
mの
W
4
2－r
H句。。）・問者－
NHKFlNm・

22 



M
 

N
 

（ヨ）
Cf. Park, ibid., pp.27-34. 

（出）
Cf. 

Bertrand Russell
，“

K
n
o
w
l
e
d
g
e
 b
y
 Acquaintance a

n
d
 K
n
o
w
l
e
d
g
e
 b
y
 Description

，”（
in 

his Aめ
1sticism

a
n
d
 Logic a

n
d
 Other Essays. London: G

e
o
r
g
e
 Allen &

 U
n
w
i
n
,
 1963, pp.209-232), p.152; T

h
e
 Problems of Philoso

・

ρ
h
y
 (Oxford: O

x
f
o
r
d
 University Press, 1959 (11912)), p.46. 

（ヨ）
Cf. 

Bertrand Russell, 
Theory of Knowledge: T

h
e
 1
9
1
3
 M
a
n
u
s
cゆ

t
-

T
h
e
 Collected Papers of Bertrand 

Russell, Vol. 7
 (edited b

y
 Elizabeth R. E

a
m
e
s
 in collaboration with K

e
n
n
e
t
h
 Blackwell, London: G

e
o
r
g
e
 Allen 

&
 U
n
w
i
n
,
 1984), pp.97-98. 

（口）
Cf. 

L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, Letters to Russell, Keynes a

n
d
 M
o
o
r
e
 (edited b

y
 G. H. v

o
n
 Wright, Ithaca: Cor-

nell University Press, 1974), p.23. 

（
~
）
 

L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, Tagebticher (in W

A
l
,
 S.87-223), S.129. 

（含）
Cf. 

Stephen A. Erickson, L
a
n
g
u
a
g
e
 a
n
d
 Being: A

n
 Analytic P

h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
y
 (
N
e
w
 H
a
v
e
n
 a
n
d
 London: Yale 

University Press, 1970), p.28. 

（お）
リ
~
~
0
エ
い
さ
Y
稲
剰
に
糧
「
『
縄
関
車

E糾
纏
網
、

j
..lJ ト

ム
－
~
」
（
通
話
E
幽

l握
『

fト
ヤ
ム
ト
入
，
入
パ
々
、
ャ
入
継
持
』
’
鎚
書
H
＜
緋

司
崖

II@''
1
 ~~
岡
崎
←
’
手
引
く
－

1
01<1眠

症
単
）
~
総
監
キ

J吋
。

（
~
）
 

I
m
m
a
n
u
e
l
 Kant, Kritik der reinen Vernunft (in 

K
a
n
t
s
 g
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 Schriften, Bd. III. 

Hg. v. 
d. 

Konigl. 

PreuBischen A
k
a
d
e
m
i
e
 der Wissenschaften, Berlin 21911, A52/B76. 

（符）
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein

，“
S
o
m
e
 R
e
m
a
r
k
s
 o
n
 Logical F

o
r
m
”（

in L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein: Philosophical Occasions 

1
9
1
2
-
1
9
5
1
.
 J
a
m
e
s
 C. K

l
a
g
g
e
 &

 Alfred N
o
r
d
m
a
n
n
 (eds.), Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing C

o
m
p
a
-

ny, pp.29-35), p.31. zミ
ト
’

区
制
回
会
＆
~
~
E
:
E
~
坦
唱

~ti~lii\E.
P
O
布
。
~
~
l
眠
薬
話
会
＇
＊
判
モ
ト

~lii\E.炉
。

（
~
）
 

L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, Philosophische B

e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
.
 A
u
s
 d
e
m
 NachlaB herausgegeben v

o
n
 R
u
s
h
 R
h
e
e
s
 

(WA2), §
 83 (S.111). 

~
l
ι
P
 
E

柏
会

d
~
~
匪
Q
喧
嘩
さ
主
主

~[,;1量
P
B
~
＆
~
~
糧
栴

alt'印
＊

-P<-H-~f,殖
炉
。

（
~
）
 

L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, Philosoρ

hical Investigations/Philosophische Untersuchungen. T
h
e
 G
e
r
m
a
n
 text, with 

a
n
 English translation b

y
 G. E. M

.
 A
n
s
c
o
m
b
e
,
 P. 

M
.
 S. 

H
a
c
k
e
r
 a
n
d
 J
o
a
c
h
i
m
 Schulte. Revised 4th edition b

y
 P. 

川明何日～輔副附



電ポ小
司

M
.
 S. 

H
a
c
k
e
r
 a
n
d
 Joachim Schulte. Blackwell, 2009. 

zミ
ト
’
E
柏
会
孔
工
、
~
；
；
；
匪
e
坦
唱
〈
士
主
留
官
P
U
-
I

（糠
1
話
）
布
；
L
_) 

PU-II 
（
棋

11
話
）
~
糧
悔

lljtl会
＇
＊
拭
岳

!lliii量
令
。

（お）
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, Philosophische G

r
a
m
m
a
t
i
k
何
TA4,

hg. v. 
R
u
s
h
 Rhees). 

~
l
ι

’
E
伸
長
＆
~
；
；
；
眼
e
喧
唖
（

さま’
P
G
-
I

（
線
！
話
）
布
エ

J
PG-II 

（組長
11
糧）

~
l
眠
栴

lljtl会
＇
＊
判
壬

!lfi殖
炉
。

（お）
Cf. Hintikka a

n
d
 Hintikka, Investigating Wittgenstein, pp.187-8. 

（お）
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, 

B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 iiber 

die 
Grundlagen 

der 
M
a
t
h
e
m
a
t
i
k
 (

W
A
6
,
 
hg. 

v. 
G. 

E. 
M
.
 

A
n
s
c
o
m
b
e
,
 R
u
s
h
 R
h
e
e
s
 u
n
d
 G. H. V

o
n
 Wright). ~

）
ι

’
E
抑
会
＆

~;;:r;HEti~~
B
G
M
布
＆
~
：
！
話
栴

lljtl
（
ロ
ー
ト
額

貯）
~
1
眠
訴

（ト
lトユ

J
トま露骨ト）

会＇＊判モト
!l同←。

（
~
）
 

Cf. 
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, 

T
h
e
 B
i
g
 乃

'jJescゆ
t:

T
S
 2
1
3
 (German-English Scholors

’
Edition, 

edited b
y
 C. 

Grant Luckhardt a
n
d
 Maximilian A. E. A

u
e
,
 Willey-Blackwell, 2005), §

 94 (pp.320-322). 

（お）
D
e
s
m
o
n
d
 L
e
e
 (ed.), 

Wittgenstein’S
 Lectures: Cambridge 1930-1932. F

r
o
m
 the Notes of J

o
h
n
 K
i
n
g
 a
n
d
 

D
e
s
m
o
n
d
 L
e
e
 (Oxford: Basil Blackwell, 1980), p.47 

（
額
程
志
度
栴
）
．

~
）
ι

’
E
細
長
♂
~
；
；
；
匪
e
喧
宅
京
さ
~
~
~
L
l
~
固

ま話会＇＊判モト
!l
侶
炉
。

(
g
)
 
Cf. Juliet Floyd，“

O
n
 Being Surprised: Wittgenstein o

n
 Aspect-Perception

”（
in William D

a
y
 a
n
d
 Victor J. 

K
r
e
b
s
 (eds.), 

Seeing 
Wittgenstein A

n
e
w
:
 N

e
w
 Essays on Aspect-seeing (Cambridge University 

Press, 
2010, 

pp.314-337), p.316. 

（同）
G. P. 

B
a
k
e
r
 &

 P. 
M
.
 S. 

Hacker, Wittgenstein: Rules, G
r
a
m
m
e
r
 a
n
d
 Necessiか.

V
o
l
u
m
e
 2

 of A
n
 Analytical 

C
o
m
m
e
n
t
a
r
y
 o
n
 the Philosophical Investigations, Essays a

n
d
 Exegis of§ 

185-242 (Blackwell Publishing, 1991), 

p.36. 

（問）
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, U

b
e
r
 GewiBheit (in W

A
8
,
 S.113-257), §

 501. 

（
~
）
 

L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, B

e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 iiber die F

a
r
b
e
n
 (in W

A
8
,
 S.7-112). 

（

N・HHCN）恥N綱高駅寄糾出


