
現
象
と
文
法

│
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

荒

畑

靖

宏

は
じ
め
に

一

存
在
‐
神
‐
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

三

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
ー
ム
の
事
実
性
へ

五

文
法
の
現
象
学

は
じ
め
に

L
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
ー
ゲ
を
間
に
挟
ん
だ
彼
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
の
関
係
性
、
彼
の

直
観

概
念
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の

範
疇
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
含
意
な
ど
、
じ
つ
に

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

後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を

M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
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

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
ー
の
哲
学
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
ー
ル
に
始
ま
る
現
象
学
運
動

に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
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
ュ
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
ー
や
ガ

ダ
マ
ー
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
ュ
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
│
│
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
ュ
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
ー
（vgl.

S
u
Z,
3
5

）
と

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
ュ
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
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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

ず
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

基
礎
存
在
論

の
構
想
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一

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

ハ
イ
デ
ガ
ー
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
（F

ra
g
e
n
ac

h

d
e
m

N
ic
hts

）

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
問
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
（W

as
ist

d
as

N
ic
hts?

）

と
問
う
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
問
い
は
そ
の
形
式
か
ら
し

て
、

無

を

ひ
と
つ
の
有
る
も
の
（ein

S
eie

n
d
es

）

の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て

無
を
│
│
そ
れ
が
、
つ
ま
り
無

が
何
で
あ
り
如
何
に
あ
る
か
を
│
│
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
。
そ
の
問
い
は

自
分
で
自
分
の
対
象
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

（G
A9,

1
0
7

）。
わ
れ
わ
れ
は

無

と
は
な
に
か
を
知
る
た
め
に
、

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
（das

S
ein

）

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

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

Jein

（
然
り
か
つ
否
）

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
答
え
の
根
拠
は
や
は
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

古
代
哲
学
の
学
問
的
最
高
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峰

（G
A22,

2
2

）
と
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
る
。

一
九
二
六
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
夏
学
期
講
義

古
代
哲
学
の
根
本
諸
概
念

（G
A2
2

）
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
ー
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

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
（

10
26

a29
‐3
2

）。
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

（

.

）
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

の
原
因

（

1
0
03

a28
f.

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

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
ー
は
後
年

存
在
‐
神
‐
学
（O

nto‐
T
h
e
o‐

L
o
gie

）

（G
A3
2,

1
4
1

）
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

（G
A2
2,

1
50

）
の
混
在
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
存
在
に
つ
い
て
の
学
に
お
け
る

迷
い
の
段
階

（G
A2
2,

14
9

）
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

（G
A2
4,

2
6

）
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

（Su
Z,
7

）
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
ー
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
。
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存
在
と
時
間

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
│
│
現
存
在
（D

asein

）
│
│
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
（Sin

n

v
o
n
S
ein

）

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

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

る
の
で
あ
る
。

二

存
在
論
と
し
て
の
解
釈
学
的
現
象
学

と
こ
ろ
が
周
知
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
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

（Su
Z,
33
5

））。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
当
然
、
彼
の
師
で
あ
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の

現
象
学

（Ph
a
¨

n
o
m
e
n
olo

gie

）

の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
フ
ッ
サ
ー
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
ー
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
箇
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

（Su
Z,
3
5

）
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の

さ
し
あ
た
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り
た
い
て
い
姿
を
見
せ
て
い
る
も
の

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
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

に
対
し
て
現
れ
る

存
在
者
（Seie

n
d
es

）

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
（w

ora
ufhin

）
そ
の
つ
ど
す
で
に
理
解
さ

れ
て
い
る
当
の
も
の

（Su
Z,
6

）
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
‐
神
‐
学

の
構
図
の
改
編
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
現
象
学
的
還
元
の
換
骨
奪
胎
で
も
あ
る
（vgl.

G
A24,

2
8
f.

）。
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
ー
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
（

）
で
あ
る

（Su
Z,
3
7

）
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
（das

W
ora

ufhin

）

で
あ
る
。

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

（Su
Z,
1

）
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
‐
学
の
構
図
の

存
在
の
原
因
と
し
て
の
神

に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
修
正
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
）。

存
在
は
時
間
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

（Su
Z,
1
8

）。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
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
間
か
ら
解
釈
す
る
現
象
の
解
釈
学
│
│
解
釈
学
的
現
象
学
│
│
と
な
る
。
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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
ー
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
（Ersc
h
ein

u
n
g
e
n

）
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

（Su
Z,
31

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
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

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

（Su
Z,
6
6
f.

）
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
ー
の
テ
ー
ゼ
を
考
え
て
み
る
と
、

存
在
と
時
間

の
解

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
ュ
タ
イ
ン
の

考
え
と
の
親
近
性
が
見
え
て
く
る
。

三

解
釈
学
的
現
象
学
と

論
考

の

論
理
形
式

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

（W
A1,

S.9

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

が
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
を
も
っ
て
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
（G

e
g
e
n‑

sta
n
d

）

の

論
理
形
式
（lo

gisc
h
e
F
or

m

）

な
い
し

内
的
性
質
（inter

n
e
Eig

e
n
sc
h
aft

）

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

論
考

の
対
象
理
論
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の

見
知
り
の
理
論
（th

e
or
y
of

ac
q
u
ainta

n
ce

）

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
や
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

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

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

と

が
表
す
個
物
と
関
係

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
、

が
非
対
称
の
関
係
で
あ
る
場
合
で
も
、

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
、

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

│
│
を
わ
れ
わ
れ
の
思
考
と
知
識
の
不
可
欠
の
前

提
条
件
と
す
る
の
で
あ
る

）
。

論
考

の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
ュ
タ
イ
ン
は
、
独
立

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
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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
。）
（T2.0

12
3

）
こ
れ
が
命
題
の
構
成
の
可
能

性
の
秘
密
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
第
一
次
大
戦
従
軍
中
に
書
き
た
め
て
い
た
ノ
ー
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
（das

W
ese

n
alle

n
S
ein

s

）
を
述
べ
る

こ
と
。
（
そ
し
て
こ
こ
で
の
存
在
は
実
在
す
る
（existiere

n

）
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

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
ー
の
テ
ー
ゼ
の
変
奏
を
聞
く
こ

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
ュ
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
（vgl.

T2.0
21

）。
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
（vgl.

T2.2

）。
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
（vgl.

T5

）。
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

（T5.6
1

）
│
│
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

（vgl.
S
u
Z,
1
52

f.

）
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
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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

ン
シ
ュ
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

（T2.0
1
2
3

）
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
│
│
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

よ
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
（vgl.

T6.54

）。
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

（vgl.
T3.2

6

）
│
│
を
も
っ
て
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
対
象
の
論
理
形
式
│
│
全
結
合
可
能
性
│
│
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
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わ
す
。（T3.2

62

）

原
始
記
号
の
意
味
は
解
明
（Erla

¨
uter

u
n
g
e
n

）
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
。（T3.2

6
3;

強
調
引
用
者
）

命
題
の
み
が
意
味
内
容
を
も
つ
。
名
は
、
た
だ
命
題
と
い
う
脈
絡
の
中
で
の
み
、
指
示
対
象
を
も
つ
。（T3.3

）

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

（T5.6
2

）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
状
況
か
ら
出
発
す
る

し
か
な
い
。
存
在
論
が
、
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

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

（T4.1
2
1

）。

だ
か
ら
こ
そ

哲
学
の
仕
事
は
本
質
的
に
解
明
か
ら
な
る

（T4.1
1
2

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

タ
イ
ン
の
も
う
ひ
と
つ
の

決
定

、
も
う
ひ
と
り
の
師
で
あ
る
フ
レ
ー
ゲ
の

文
脈
原
理

に
対
す
る
決
定
で
あ
り

）
、
同
時
に
、

論
考

の
企
図
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
存
在
論
と
結
び
つ
け
る
紐
帯
で
も
あ
る
。
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四

論
理
形
式
か
ら
文
法
へ
、
そ
し
て
言
語
ゲ
ー
ム
の
事
実
性
へ

論
考

以
降
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
扱
う

）

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

（T6.37
51

）。
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
含
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
（vgl.

T4.2
11,

5.13
4

）。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
自
身
の
哲
学
の
棘
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

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

（P
O,
35

）
が
手
に
入
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
（cf.

P
O,
2
9‐
3
0

）。

こ
の
統
一
的
表
記
法
の
理
念
が
背
景
に
退
い
て
ゆ
く
の
は
、

文
法
（G

ra
m
m
atik

）

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
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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
ュ
タ
イ
ン
は
、
い
ま
や

色
語
（color‐

w
ords

）

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

で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る

（P
B,
5
4

）。
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

規
則

は
、

論
考

の

論
理
形
式

の
遠
い
後
裔
な
の
で
あ
る
。

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
ュ
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
（vgl.

T4.0
5

）

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

ュ
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
ー
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
ー
ム
の
ル
ー
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
則
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
ュ
タ
イ
ン
が
（
後
の

探
究

以
降
の
よ
う
に
）
真
摯
に
受
け
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と

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
（vgl.

P
G‐

I,
12,

2
4,

4
2,

56,
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1
3
8

）、
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

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
（cf.

B
B,
1
f.,
3
7

）。
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
ー
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
ぱ
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
ュ
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

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
ー
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
遵
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
（vgl.

P
U‐

I,
1
43

）
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み

さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
言
語
ゲ
ー
ム
と
い
う
考
え
が
本
領
を
発
揮
す
る
の
は
こ
の
問
い
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
る
。
規
則
遵
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
ー
ム
│
│
そ
の
意
味
で
こ
れ
は

生
活
形
式

（Le
b
e
n
sfor

m

）
（P

U‐
I,
1
9,

2
3,

2
4
1

）
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
│
│
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
事
実
と
し
て
プ
レ
イ
し
て
い
る
言
語

ゲ
ー
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
問
い
│
│
存
在
の
意
味
へ
の
問
い

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

（B
B,
1
8

）
と
い
う
中
・
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
ュ
タ
イ
ン
の
そ
の
信
念
と
、
た
と
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
な
哲
学
者
が

哲
学

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
ー

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
ュ
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

（P
U‐

I,
9
0

））

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

（P
U‐

I,
1
24

）。
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
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│
│
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

っ
て
、
け
っ
し
て
そ
れ
を
説
明
し
は
し
な
い
の
で
あ
る

（P
U‐

I,
49
6

）。
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
ュ
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
ー
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
（U

rp
h
a
¨

n
o
m
e
n
e

）

と
し
て
見
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち
、
こ
う
い
う
ゲ
ー
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

（P
U‐

I,
6
5
4

）。
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
。

言
語
ゲ
ー
ム
を
記
述
せ
よ
！

そ
う
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
、
正
当
化
さ
れ
て
い
る
（Berec

htigtsein

）
と
い
う
こ
と
の
重
要
さ
も
読

み
取
れ
る
で
あ
ろ
う

（P
U‐

I,
4
8
6

）。

こ
う
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
メ
タ
哲
学
│
│
文
法
の
現
象
学

）
│
│
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
恣
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
ュ
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
ュ
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
恣
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
恣
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
ュ
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
ュ
タ
イ
ン
は
す
で
に
一
九
三
一
年
の
講
義
で

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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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
つ
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
つ
と
有
意
味
に
言
う
こ
と
が

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

は
恣
意
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
恣
意
的
で
な
く
す
る
の
は
そ
の
使
用
で
あ
る
。（L1,

49

）

文
法
の
規
則
は
、
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
恣
意
的
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
恣
意
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
別
様
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
だ
が
そ
の
と
き
そ
れ
は
異
な
っ
た
ゲ
ー
ム
と
な
る
。（L1,

57;

強
調
引
用
者
）

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

だ
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
規
則
が

文
法
化
（g

）

ra
m
m
aticalize

）

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
遵
守
に
つ
い
て
の
息
の
長
い
議
論
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
学
ぶ
べ
き

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

解
釈
（D

e
utu

n
g

）

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
（vgl.

P
U‐

I,
1
9
8

）。
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
恣
意
的
に
行
為
し
て

い
る
の
で
は
な
い
が
、
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

現象と文法
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き
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
語
と
ゲ
ー
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

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

の
関
係
に
似
て
い
る

（P
G‐

I,
2
3

）
と
。
決
定
的
な
の
は
、
ゲ
ー
ム
の

記
述

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

が
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
規
則
遵
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

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

ゲ
ン
シ
ュ
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
ュ
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

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
ー
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
ュ
タ
イ
ン
が
文
法
の
恣
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
│
│
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
│
│
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
（u

¨
b
ersic

htlic
h

）

よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
問
題
が
わ
れ
わ
れ
の
言
語
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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
（Ü

b
ersic

htlic
h
k
eit

）
が
欠
け

て
い
る
の
で
あ
る

（P
U‐

I,
12
2

）。

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
ュ
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
│
│
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

（P
B,
1

）
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

橙
は
赤
と
黄
色
の
間
に
あ

る

と

赤
は
紫
と
橙
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

（vgl.
P
B,
1

）
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
（

八
面
体
に
よ
る
描
出
は
文
法
規
則
の
展
望
の
利
い
た
描
出
で
あ
る

（P
B,
1

））。
こ
の
事
例
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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

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
（vgl.

P
B,
220

）。

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
関
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

（P
U‐

I,
1
2
2

）。

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

る
。
批
判
者
い
わ
く
、
人
間
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
（V

or
h
a
n
d
e
n
es

）
や
道
具

的
存
在
者
（Zu

h
a
n
d
e
n
es

）
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
疇
（K

ate‑

g
orie

n

）

と
は
根
本
的
に
異
な
る

実
存
範
疇
（E

xiste
n
zialie

n

）

に
よ
っ
て
記
述
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
が
（vgl.

S
u
Z,
45

）、

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
間
が
そ
れ
以
外
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
と
根
本
的
に
違
う

あ
り
方
を
し
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
多
様
な
側
面
を
も
つ
人
間
存
在
を
ひ
と
り

気
遣
い
（Sor

g
e

）

だ
け
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
等
々
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
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
（vgl.

S
u
Z,
§
1
0

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
声
を
聞
き
入
れ
な
い
者
は
、
文
法

の
恣
意
性
を
指
摘
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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
曖
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
疇
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
匠
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
疇
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
色
の
正
八
面
体
と
類
比
的
で
あ
る
。
こ

う
見
る
な
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
存
範
疇
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

で
あ
る
。
現
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

ひ
と
つ
の
単
純
な
原
根
拠
（ein

einfac
h
er

U
r
g
r
u
n
d

）
（Su

Z,
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1
3
1

）
か
ら
生
じ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
傾
向
が
存
在
論
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
彼

が
克
服
し
た
い
と
願
っ
た

存
在
‐
神
‐
学

の
構
え
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
す
べ
て
の
実
存
範
疇
を
気
遣
い
に
還
元
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
実
存
範
疇
を
時
間
性
に
向
け
て
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
の
存
在
論

的
意
味
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
時
間
性
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
（vgl.

S
u
Z,
§
6
5

）、
気
遣
い
を

案
出

し
た
の
で
あ
る
。
現
存

在
と
実
存
範
疇
と
気
遣
い
に
つ
い
て
語
る

存
在
と
時
間

の
言
葉
は
、
い
わ
ば
文
法
的
命
題
な
の
で
あ
る
。

（
1
）C

f.
H
erb

ert
S
pie

g
elb

er
g,

.
3

r
de
d.,

T
h
e
H
a
g
u
e:

M
artin

u
s
N
ijh

off,
19
82.

（
2
）

と
く
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、Nic
h
olas

G
ier,

.
A
lb
a
n
y:

State
U
niv

ersity
of

N
e
w

Y
or

k
P
ress,

198
1;

M
errill

B.
H
intik

k
a
a
n
d
Ja
a
k
k
o

H
intik

k
a,

.
O
xford:

B
asil

Blac
k
w
ell,

19
86;

Jaa
k
k
o

H
intik

k
a,

T
h
e
Id
e
a
of

P
h
e
n
o
m
e
n
olo

g
y
in

W
ittg

e
n
stein

a
n
d
H
u
sserl,"

in
his

(
D
ordrec

ht:
K
lu

w
er,

19
9
6),

p
p.5
5
‐7
7;

B
y
o
n
g‐

C
h
ul

P
ar
k,

.
D
ordrec

ht:
K
lu

w
er

A
ca

d
e
m
ic

P
u
blis

h
ers,

1
9
9
8

な
ど
で
あ
る
。

（
3
）

M
artin

H
eid

e
g
g
er,

S
ein

u
n
d
Z
eit.

T
u
¨

bin
g
e
n:

N
ie

m
e
y
er,

1
820
01(

119
2
7).

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記

S
u
Z

な
ら
び
に
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
（M

artin
H
eid

e
g
g
er

G
esa

m
ta
u
s
g
a
b
e.

F.‐
W.

v.
H
er‑

m
a
n
n
et

al.(
H
g.),

F
ra

n
kfu

rt.
a.

M.:
K
loster

m
a
n
n,
1
9
7
5
ff.

）
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記G

A

な
ら
び
に
巻
数
・
頁
数
を

も
っ
て
本
文
中
に
記
す
。

（
4
）

と
く
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
は
、G

e
or
g
e
F.

S
efler,

.
A
tla

ntic
H
ig

hla
n
ds,

N.
J.:

H
u
m
a
nities

P
ress,

19
74;

T
h
o
m
as

R
e
ntsc

h,
H
eid

e
g
g
er

u
n
d

W
ittg

e
n
stein:

E
xiste

ntial‐
u
n
d

S
prac

h
a
n
aly

se
n

z
u

d
e
n

G
r
u
n
dla

g
e
n

p
hiloso

p
hisc

h
er

A
nth

ro
p
olo

gie.
Stuttg

art:
K
lett‐

C
otta,

20
03;

Ste
p
h
e
n

M
ulh

all,

.
L
o
n
d
o
n/

N.
Y.:

R
o
utle

d
g
e,
1
9
9
0;
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.
O
xford:

Clare
n
d
o
n
P
ress,

2
0
0
1

な
ど
で
あ
る
。

（
5
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

"

(
e
dite

d
b
y
R.

R
h
ees,

O
xford:

Blac
k
w
ell,

1
95
8),

p.1
8.

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記

B
B

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
つ
。
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

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
）G

A9,
1
03
‐
1
2
2.

（
8
）

こ
れ
に
関
し
て
は
、
細
川
亮
一

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
射
程

（
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
第
一
章
を
参
照
せ
よ
。

（
9
）

細
川
、
前
掲
書
二
〇
四
頁
。

（
10
）V

gl.
G
A3
4,

1
8:

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

。

（
11
）

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

（G
A3

）
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

（G
A3,

2
0

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
12
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

T
ractatu

s
lo
gico‐

p
hiloso

p
hic

u
s(

in
L
u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein

W
er
k
a
u
s
g
a
b
e,

B
d.1,

F
ra

n
kfu

rt
a.

M.:
S
u
h
r
k
a
m
p,
20
0
6,

S.7‐
8
5).

以
下

論
考

か
ら
の
引
用
の
出
典
は
、
序
文
（eb

d.,
S.9

f.

）
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
ー
ア
カ
ン
プ
版
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
はW

A

と
巻
数
を
も
っ
て
略
記
す
る
。

（
13
）C

f.
E
ric

k
Ste

niu
s,

"
(

O
xford:

B
asil

Blac
k
w
ell,1

9
6
0),

p
p.21

4
‐
2
6.
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（
14
）C

f.
P
ar
k,

.,
p
p.2
7
‐
34.

（
15
）C

f.
B
ertra

n
d

R
u
ssell,

K
n
o
w
le
d
g
e
b
y

A
c
q
u
ainta

n
ce

a
n
d

K
n
o
w
le
d
g
e
b
y

D
escriptio

n,"
(
in

his

.
L
o
n
d
o
n:

G
e
or
g
e
A
lle

n&
U
n
w
in,

19
63,

p
p.2
0
9
‐
23
2),

p.1
52;

‑

(
O
xford:

O
xford

U
niv

ersity
P
ress,

19
5
9
(

11
9
12)),

p.46.

（
16
）C

f.
B
ertra

n
d

R
u
ssell,

─
─

,
V
ol.7

(
e
dite

d
b
y
Eliza

b
eth

R.
E
a
m
es

in
colla

b
oratio

n
w
ith

K
e
n
n
eth

Blac
k
w
ell,

L
o
n
d
o
n:

G
e
or
g
e
A
lle

n

&
U
n
w
in,

1
9
8
4),

p
p.97

‐
9
8.

（
17
）C

f.
L
u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

(
e
dite

d
b
y
G.

H.
v
o
n

W
rig

ht,
Ith

aca:
C
or‑

n
ell

U
niv

ersity
P
ress,

1
97
4),

p.2
3.

（
18
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

T
a
g
e
b
u
¨

c
h
er(

in
W
A1,

S.8
7
‐
22
3),

S.1
2
9.

（
19
）C

f.
Ste

p
h
e
n
A.

E
ric

k
so

n,
(

N
e
w

H
a
v
e
n
a
n
d
L
o
n
d
o
n:

Y
ale

U
niv

ersity
P
ress,

19
7
0),

p.2
8.

（
20
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
武
笠
行
雄

論
理
哲
学
論
考

と
フ
レ
ー
ゲ

（
飯
田
隆
編

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
読
本

、
法
政
大
学

出
版
局
、
一
九
九
五
年
、
九
六
│
一
〇
六
頁
所
収
）
を
参
照
せ
よ
。

（
21
）I

m
m
a
n
u
el

K
a
nt,

K
ritik

d
er

rein
e
n

V
er
n
u
nft(

in
K
a
nts

g
esa

m
m
elte

S
c
h
rifte

n,
B
d.

III.
H
g.

v.
d.

K
o
¨

nigl.
P
re

uß
isc

h
e
n
A
k
a
d
e
m
ie

d
er

W
isse

n
sc
h
afte

n,
B
erlin

21
9
1
1,

A5
2/

B7
6.

（
22
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

S
o
m
e
R
e
m
ar
k
s
o
n
L
o
gical

F
or

m"
(
in

.
Ja

m
es

C.
K
la
g
g
e&

A
lfre

d
N
ord

m
a
n
n(

e
ds.),

In
dia

n
a
p
olis/

C
a
m
brid

g
e:

H
ac

k
ett

P
u
blis

hin
g
C
o
m
p
a‑

n
y,

p
p.2
9
‐
3
5),

p.31.

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記P

O

な
ら
び
に
頁
数
を
本
文
中
に
記
す
。

（
23
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

P
hiloso

p
hisc

h
e
B
e
m
er
k
u
n
g
e
n.

A
u
s
d
e
m

N
ac

hlaß
h
era

u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
R
u
s
h

R
h
ees

(
W
A2),

§
8
3
(
S.11

1).

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記P

B

な
ら
び
に
節
番
号
を
本
文
中
に
記
す
。

（
24
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

.
T
h
e
G
er

m
a
n
te
xt,

w
ith

a
n
E
n
glis

h
tra

n
slatio

n
b
y
G.

E.
M.

A
n
sco

m
b
e,

P.
M.

S.
H
ac

k
er

a
n
d
Jo
ac

hi
m
S
c
h
ulte.

R
e
vise

d4
th

e
ditio

n
b
y
P.
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M.
S.

H
ac

k
er

a
n
d
Jo
ac

hi
m
S
c
h
ulte.

Blac
k
w
ell,2

0
0
9.

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記P

U‐
I

（
第
一
部
）
な
い
し

P
U‐

II

（
第
二
部
）
と
節
番
号
を
本
文
中
に
記
す
。

（
25
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

P
hiloso

p
hisc

h
e
G
ra

m
m
atik(

W
A4,

h
g.

v.
R
u
s
h
R
h
ees).

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典

は
、P

G‐
I

（
第
一
部
）
な
い
しP

G‐
II

（
第
二
部
）
と
頁
番
号
を
本
文
中
に
記
す
。

（
26
）C

f.
H
intik

k
a
a
n
d
H
intik

k
a,

,
p
p.1
87
‐
8.

（
27
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

B
e
m
er
k
u
n
g
e
n

u
¨

b
er

die
G
r
u
n
dla

g
e
n

d
er

M
ath

e
m
atik

(
W
A6,

h
g.

v.
G.

E.
M.

A
n
sco

m
b
e,

R
u
s
h
R
h
e
es

u
n
d
G.

H.
V
o
n

W
rig

ht).

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
略
記B

G
M

な
ら
び
に
部
番
号
（
ロ
ー
マ
数

字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
本
文
中
に
記
す
。

（
28
）C

f.
L
u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

:
(

G
er

m
a
n‐

E
n
glis

h
S
c
h
olors'

E
ditio

n,
e
dite

d
b
y

C.
G
ra

nt
L
u
c
k
h
ardt

a
n
d
M
a
xi

m
ilia

n
A.

E.
A
u
e,

W
ille

y‐
Blac

k
w
ell,2

0
05),

§
9
4
(
p
p.3
20
‐
32
2).

（
29
）D

es
m
o
n
d

L
ee(

e
d.),

.
F
ro

m
th

e
N
otes

of
Jo

h
n

K
in

g
a
n
d

D
es

m
o
n
d
L
e
e(

O
xford:

B
asil

Blac
k
w
ell,1

9
80),

p.4
7

（
強
調
引
用
者
）

.

以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
の
出
典
は
略
記L1

と
頁

数
を
本
文
中
に
記
す
。

（
30
）C

f.
J
uliet

Flo
y
d,

O
n
B
ein

g
S
u
rprise

d:
W
ittg

e
n
stein

o
n
A
sp

ect‐
P
erce

ptio
n"
(
in

W
illia

m
D
a
y
a
n
d
V
ictor

J.
K
re
bs(

e
ds.),

(
C
a
m
brid

g
e

U
niv

ersity
P
ress,

2
010,

p
p.31

4‐
3
3
7),

p.3
16.

（
31
）G.

P.
B
a
k
er&

P.
M.

S.
H
ac

k
er,

.
V
olu

m
e2

of
A
n

A
n
alytical

C
o
m
m
e
ntar

y
o
n
th

e
,

E
ssa

y
s
a
n
d
E
x
e
gis

of§
18
5‐
2
4
2
(
Blac

k
w
ell

P
u
blis

hin
g,
19
9
1),

p.3
6.

（
32
）L

u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

Ü
b
er

G
e
w
iß
h
eit(

in
W
A8,

S.1
13
‐
2
5
7),

§
5
0
1.

（
33
）L
u
d
w
ig

W
ittg

e
n
stein,

B
e
m
er
k
u
n
g
e
n
u
¨

b
er

die
F
arb

e
n(

in
W
A8,

S.7
‐
11
2).
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