
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の

島

田

喜

行

は

じ

め

に

本
論
の
目
的
は
、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und
H
usserl,1859-1938

）
の
超
越
論
的
現
象
学
の
方
法
で
あ
る
現
象
学
的
還

元
を
「
教
育
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
現
象
学
」
あ
る
い
は
「
現
象
学
的
」
と
い
う
語
は
、
い
ま
や
哲
学
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
。

教
育
学
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
だ
が
、
教
育
学
に
お
け
る
「
現
象
学
的
」
研
究
は
、
論
者
が
み
る
限
り
、
教
育
現
象
に
つ
い
て
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論
的
現
象
学
」
的
な
研
究
で
は
な
い
⑴
。
な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
研
究
動
向
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
何
ら
か

の
教
育
問
題
に
直
接
適
用
す
る
こ
と
に
不
向
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
超
越

論
的
現
象
学
に
は
、
教
育
と
切
り
結
ぶ
よ
う
な
論
点
が
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越

論
的
現
象
学
を
わ
た
し
た
ち
が
よ
り
善
く
生
き
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
現
象
学
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
吟
味
の
生
を
、「
恒
常
的
な
自
己
監
査
に
お
け
る
自
己
規
律
、
自
己
陶
冶
、
自
己
規
制
化
の
生
」
と
し
て
、

― １ ―
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「
不
断
の
自
己
向
上
」
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
倫
理
的
な
生
と
表
現
す
る
（vgl.,H
ua
X
X
V
II,39

）⑵
。

こ
う
し
た
脈
絡
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
現
象
学
的
還
元
は
、
超
越
論
的
な
次
元
で
、〈
わ
た
し
が
自

覚
的
・
主
体
的
に
世
界
の
見
方
を
学
び
直
す
〉た
め
の
方
法
で
あ
り
、こ
れ
が「
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
のdas

Erzieherische

der
phänom

enologischen
R
eduktion

」（H
ua
IV
,179

）
で
あ
る
、
と
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
次
の
二
つ
の
課
題
に
答
え
る
。
第
一
の
課
題
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
、
超
越
論
的

現
象
学
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
教
育
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
超
越
論
的
現
象
学
の
学
問
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
の
課
題
は
、
超
越
論
的
現
象
学
が
、
教
育
哲
学
が
取
り
組
む
べ
き
問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

考
察
の
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
課
題
を
確
認
し
（
第
一
節
）、
そ
の
課
題
で
あ
る
超

越
論
的
主
観
性
の
露
呈
と
解
明
を
可
能
に
す
る
方
法
で
あ
る
現
象
学
的
還
元
の
異
様
さ
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
二
節
）。
次
に
、
独
特
の

自
己
省
察
で
あ
る
超
越
論
的
現
象
学
の
実
践
的
性
格
と
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
自
律
」
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
（
第
三
節
）、

こ
こ
か
ら
超
越
論
的
現
象
学
と
教
育
と
が
い
か
な
る
仕
方
で
切
り
結
ぶ
の
か
を
指
摘
し
、
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
「
教
育
的
な
も
の
」
を

提
示
し
た
い
（
第
四
節
）。

第
一
節

フ
ッ
サ
ー
ル
超
越
論
的
現
象
学
の
課
題
│
│
「
超
越
論
的
主
観
性
」
と
は
何
か
│
│

本
論
の
最
初
の
問
い
は
こ
う
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
と
は
何
の
た
め
の
学
な
の
か
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
の
哲

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の

― ２ ―



学
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か
り
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
た
超
越
論
的
現
象
学
に
つ
い
て
の
、
最
初
の
ま
と
ま
っ

た
講
義
の
記
録
で
あ
る
『
現
象
学
の
理
念
』（
一
九
〇
七
年
）
の
編
者
ビ
ー
メ
ル
（B

iem
el,W

.

）
に
よ
る
序
文
の
な
か
に
あ
る
。

も
し
わ
た
し
が
自
ら
を
哲
学
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
わ
た
し
が
何
よ
り
も
先
に
挙
げ
る
、
自
分
自
身
の

た
め
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
般
的
な
課
題
、
そ
れ
は
理
性
批
判
で
あ
る
と
考
え
る
。
論
理
的
理
性
と
実
践
理
性
、
そ
し
て

価
値
づ
け
る
理
性
一
般
の
批
判
で
あ
る
。
一
般
的
な
特
徴
に
お
い
て
、
理
性
批
判
の
意
味
、
本
質
、
方
法
、
主
要
観
点
を
明
晰
な
も

の
に
す
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
ま
た
そ
の
〔
理
性
批
判
の
〕
一
般
的
構
想
を
十
分
に
考
え
、
企
画
し
、
論
定
し
、
そ
し
て
基
礎
づ

け
る
こ
と
な
し
に
、
わ
た
し
は
真
に
、
そ
し
て
本
当
の
意
味
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
（H

ua
II,V

IIf.

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
一

九
〇
六
年
九
月
二
五
日
付
け
の
覚
え
書
き
、〔

〕
は
論
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
）。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
超
越
論
的
現
象
学
を
創
設
し
た
根
本
動
機
は
理
性
批
判
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

論
理
的
理
性
（
理
論
理
性
）
だ
け
で
な
く
、
実
践
理
性
と
価
値
を
判
断
す
る
理
性
も
含
む
、
わ
た
し
た
ち
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
働
い

て
い
る
理
性
が
批
判
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
⑶
。
こ
の
理
性
批
判
を
可
能
に
す
る
方
法
が
、「
現
象
学
的
還
元
」
で
あ
る
⑷
。

で
は
、「
現
象
学
的
還
元
」
の
眼
目
は
何
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
生
に
お
い
て
は
、
け
っ
し
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く

隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
あ
る
独
特
の
働
き
を
露
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑸
。
そ
の
隠
れ
た
働
き

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
「
理
性
」
の
別
称
で
も
あ
る
「
超
越
論
的
主
観
性
」
で
あ
る
⑹
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
。
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こ
の
問
い
を
解
く
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
「
超
越
論
的
」
と
い
う
語
の
定
義
を
確
認
し
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
一
九
三
六
年
）
に
お
い
て
、
こ
う
定
義
し
て
い
る
。「
超
越
論
的
」
と
は
、「
す
べ
て
の
認
識
形

成
の
究
極
的
源
泉
へ
の
遡
行
的
問
い
と
い
う
動
機
、
認
識
す
る
者
に
よ
る
自
己
自
身
と
そ
の
認
識
す
る
生
へ
の
自
己
省
察
と
い
う
動
機
」

（H
ua
V
I,100

）
を
表
す
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
定
義
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
現
象
学
の
課
題
が
よ
り
明
確
な
仕
方

で
理
解
さ
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、
普
通
に
生
き
て
い
る
と
き
、
自
己
や
人
間
、
世
界
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
常
の

生
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
認
識
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
形
成
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
真
偽
、
妥
当
性
、
正
当
性
は
ど
の
よ
う
に
保
証
さ
れ

る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
無
頓
着
で
あ
る
⑺
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
と
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
わ
た
し
と
他
者
と
の
関
係
を
も
含
め
て
）、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

そ
れ
〔
世
界
〕
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
仲
間M

itm
enschheit

と
い
う
地
平
の
う
ち
に
あ
る
人
間
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
、
他
者

と
共
に
あ
ら
ゆ
る
顕
在
的
な
結
合
関
係
の
う
ち
に
あ
る
人
間
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
み
な
に
と
っ
て
、「
唯
一
の
」
世
界
と
し
て
、

全
員
に
共
通
の
世
界
と
し
て
、
自
然
な
仕
方
で
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
〔
世
界
〕
は
、
…
…
〔
わ

た
し
た
ち
の
生
に
と
っ
て
の
〕
恒
常
的
な
妥
当
基
盤
で
あ
り
、
…
…
わ
た
し
た
ち
が
考
え
る
こ
と
な
し
に
要
求
す
る
よ
う
な
〔
生

の
〕
自
明
性Selbstverständlichkeit

に
つ
い
て
の
、
つ
ね
に
用
意
さ
れ
て
い
る
源
泉
な
の
で
あ
る
（H

ua
V
I,124

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
こ
の
自
明
性
を
問
題
に
す
る
。
こ
う
し
た
世
界
理
解
が
自
明
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
根
拠
は

何
か
、
と
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
世
界
認
識
の
う
ち
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
付
き
纏
っ
て
い
る
「
素
朴
さ
」
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
源
泉
へ
と
立
ち
戻

り
、
認
識
の
仕
組
み
を
自
分
の
目
で
精
査
す
る
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
る
⑻
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
超
越
論
的
主
観
性
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
超
越
論
的
主
観
性
と
は
、
日
常
の
生
に

お
け
る
認
識
の
う
ち
に
、
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
「
素
朴
さ
」
の
有
無
を
調
べ
る
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
が

そ
こ
へ
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
わ
た
し
の
認
識
の
究
極
的
源
泉
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
形
成
の
起
源
と
し
て
の
わ

た
し
の
「
働
きLeistung

」
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
、
と
⑼
。

第
二
節

超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
「
超
越
論
的
構
成
」
と
い
う
問
題
構
制

し
か
し
、
現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
は
、
日
常
の
生
を
生
き
て
い
る
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
異
様
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

還
元
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
的
な
認
識
の
仕
組
み
を
再
検
討
す
る
た
め
の
非
日
常
的
な
手
続
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
異
様
さ
は
、
還

元
を
遂
行
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
、
認
識
に
つ
い
て
の
次
の
二
つ
の
変
更
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

変
更
①

普
通
に
生
き
て
い
る
場
合
に
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
わ
た
し
と
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
（
世
界
認
識
）

に
対
す
る
徹
底
的
な
変
更

― ５ ―
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変
更
②

普
通
に
生
き
て
い
る
場
合
に
自
明
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
、
わ
た
し
は
一
人
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
対
し
て
、
あ

る
特
別
な
わ
た
し
の
あ
り
方
（
自
己
認
識
）
を
追
加
す
る
と
い
う
変
更

で
あ
る
。
こ
の
変
更
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

エ
ポ
ケ
ー
〔
現
象
学
的
還
元
〕
と
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
わ
た
し
が
、
自
ら
を
自
我
と
し
て
純
粋
に
把
握
し
、
し
か
も
、
そ
れ
固
有

の
純
粋
な
意
識
生
を
と
も
な
う
自
我
と
し
て
純
粋
に
把
握
す
る
根
本
的
で
普
遍
的
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
な
意
識
生
と
は
、
こ

の
〔
意
識
生
の
〕
な
か
で
、
そ
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
、
客
観
的
世
界
の
全
体
が
わ
た
し
に
と
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
が
わ
た
し
に
と
っ

て
あ
る
が
ま
ま
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
意
識
生
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
世
界
内
的
な
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
時
間
的
な
存
在

が
わ
た
し
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
〔
…
…
〕
わ
た
し
が
そ
れ
ら
を
経
験
し
、
知
覚
し
、
想
起
し
、
何

ら
か
の
仕
方
で
思
考
し
、
判
断
し
、
価
値
づ
け
、
欲
求
す
る
等
々
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
こ

と
す
べ
て
を
デ
カ
ル
ト
は
我
思
うcogito

と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
そ
れ
〔
世
界
〕
は
、
そ
の
意
味
全
体
を
、
そ
の
普
遍

的
な
意
味
と
特
殊
な
意
味
を
も
っ
ぱ
ら
そ
の
よ
う
な
我
思
うcogitationes

か
ら
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
（H

ua
I,60

）。

こ
の
引
用
を
踏
ま
え
つ
つ
、
変
更
①
を
一
言
で
表
現
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
と
世
界
と
は
、
常
識
的
な
認
識
が
示
す
よ
う
な
、

互
い
に
独
立
し
た
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
と
世
界
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
コ
ギ
ト
と
呼
ん
だ
意
識
の
志
向
性
に
よ
っ
て
架
橋
さ

れ
た
、
不
断
の
「
志
向
的
相
関
関
係
」
の
う
ち
に
あ
る
、
と
。
変
更
②
を
端
的
に
表
現
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
世
界
の
な
か

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の

― ６ ―



の
一
人
の
人
間
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
わ
た
し
は
、
世
界
に
対
し
て
は
、〈
わ
た
し
が
そ
の
な
か
で
多
く
の
他
者
と

共
に
生
き
て
い
る
現
に
存
在
す
る
世
界
〉
と
い
う
意
味
を
、
自
己
に
対
し
て
は
、〈
世
界
の
な
か
で
生
き
て
い
る
一
人
の
人
間
（
人
間
的

自
我
）〉
と
い
う
意
味
を
与
え
る
「
純
粋
な
意
識
生
」
を
と
も
な
う
「
自
我
」
と
し
て
も
存
在
す
る
、
と
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
純
粋

な
意
識
生
の
自
我
を
人
間
的
自
我
と
区
別
し
て
「
純
粋
自
我
」（H
ua
III/1,67

）
と
呼
ぶ
）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
変
更
①
に
お
け
る
「
志
向
的
相
関
関
係
」
と
変
更
②
に
お
け
る
「
純
粋
な
意
識
生
」（
超
越
論
的
な
次
元
）
で
の
意

味
付
与Sinngebung
（
あ
る
い
は
意
味
形
成Sinnbildung

）
の
働
き
を
「
超
越
論
的
構
成
」（H

ua
III/1,352

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
表

現
す
る
。
超
越
論
的
主
観
性
と
は
、
こ
の
「
超
越
論
的
構
成
」
が
生
じ
て
い
る
現
場
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
が
働
い
て
い
る
領
野

の
こ
と
で
あ
る
⑽
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
超
越
論
的
主
観
性
に
よ
る
構
成
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
こ
と
が
自
ら
の
課
題
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
現
象
学
を
「
構
成
的
現
象
学
」
と
も
呼
ん
で
い
る
（vgl.,H

ua
III/1,§151-153

））。

し
か
し
、
こ
こ
で
直
ち
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
象
学
的
自
己
省
察
に
は
、「
途
方
も
な
い

困
難
」
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（vgl.,H

ua
V
I,265

）。
そ
の
「
困
難
」
と
は
、
わ
た
し
が
世
界
の
な
か
の
人
間
的
主

観
性
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
常
に
同
時
に
、〈
世
界
〉
や
〈
人
間
〉
と
い
う
意
味
を
「
構
成
す
る
〔
超
越
論
的
〕
主
観
性
」
で
も
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
簡
単
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
（vgl,H

ua
V
I,266

）⑾
。

わ
た
し
た
ち
は
、
日
常
の
生
に
つ
い
て
の
認
識
を
あ
ま
り
に
も
自
明
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
た
め
に
、
還
元
の
遂
行
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
変
更
を
異
様
な
も
の
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
還
元
を
遂
行
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
変
更

の
意
味
が
直
ち
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
の
も
、
還
元
は
、「
超
越
論
的
構
成
」
と
い
う
、
日
常
の
生
の
な
か
で

は
完
全
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
問
題
構
制
に
つ
い
て
の
探
究
の
端
緒
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

― ７ ―
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エ
ポ
ケ
ー
の
空
虚
な
一
般
性
〔＝

現
象
学
的
還
元
を
た
だ
遂
行
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
〕
は
、
何
一
つ
解
明
し
な
い
。
そ
れ
〔
エ

ポ
ケ
ー
〕は
、
そ
こ
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
主
観
性
に
よ
る
新
た
な
世
界
が
露
呈
さ
れ
る
、
た
ん
な
る
表
門Eingang-

stor
に
す
ぎ
な
い
（H

ua
V
I,260

）。

超
越
論
的
主
観
性
の
「
実
際
の
露
呈
は
、
極
度
に
厄
介
で
細
分
化
さ
れ
た
、
具
体
的
な
作
業
の
事
柄
」（ibid.

）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
言
え
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
自
ら
超
越
論
的
現
象
学
を
行
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
源
泉
へ
と
遡
行
す
る
現
象
学
的
自
己
省
察
の
実
践
的
性
格
が
明
確
に
姿
を
現
す
。
超
越
論
的

現
象
学
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（
や
そ
の
後
継
者
た
ち
）
に
よ
る
自
己
省
察
の
成
果
を
、
学
問
的
に
保
証
さ
れ
た
知
識
と
し
て
学
べ
ば
済
む
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
知
識
を
手
引
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
還
元
を
遂
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
源
泉

と
し
て
の
〈
わ
た
し
〉
の
超
越
論
的
主
観
性
の
探
究
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
「
自
律
」

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
自
己
省
察
を
「
自
己
責
任
」
お
よ
び
「
自
律
」
の
概
念
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
に
超
越
論
的
現
象
学

の
も
う
一
つ
の
学
問
性
格
が
あ
る
。

人
間
の
人
格
的
な
生
は
、
自
己
省
察
と
自
己
責
任
の
諸
段
階
を
経
過
す
る
。
こ
の
個
別
で
、
偶
然
的
な
作
用
か
ら
普
遍
的
な
自
己

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の

― ８ ―



省
察
と
普
遍
的
な
自
己
責
任
の
段
階
へ
と
、
あ
る
い
は
、
自
律
と
い
う
理
念
を
意
識
的
に
把
握
す
る
段
階
、
己
れ
の
人
格
的
な
生
全

体
を
普
遍
的
な
自
己
責
任
に
お
け
る
生
の
綜
合
的
統
一
へ
と
形
態
化
す
る
意
志
決
断
と
い
う
理
念
を
意
識
的
に
把
握
す
る
段
階
へ
と

経
過
す
る
。
こ
れ
と
相
関
的
に
、〔
人
間
の
人
格
的
な
生
を
生
き
る
自
我
は
〕
自
分
自
身
を
真
な
る
自
我
へ
と
、
自
由
で
、
自
律
的

な
自
我
へ
と
形
態
化
す
る
。
そ
れ
〔
真
な
る
自
我
〕
は
、
生
来
の
理
性
を
現
実
化
す
る
こ
と
【
を
望
み
】、
自
分
自
身
に
忠
実
で
あ

る
と
い
う
努
力
、
理
性
的
│
自
我
と
し
て
、
自
分
自
身
と
同
一
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
努
力
を
現
実
化
す
る
こ
と
【
を
望
む
】
自
我

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
、
個
々
の
人
格
と
共
同
体
と
の
不
可
分
の
相
関
関
係
の
う
ち
で
〔
そ
の
自
我
は
現
実
化
す
る

こ
と
を
望
む
〕（H

ua
V
I,272

f.

【

】
は
編
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
）。

こ
の
引
用
で
、「
普
遍
的
な
自
己
省
察
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
現
象
学
的
自
己
省
察
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
普
遍
的
」
と
形
容

さ
れ
る
の
は
、
こ
の
省
察
が
、
わ
た
し
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
源
泉
へ
と
遡
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

ー
ル
は
、
こ
の
自
己
省
察
を
、
理
性
を
も
つ
者
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
⑿
。
こ
こ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
自
律
」
概
念
が

規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
と
責
任
に
お
い
て
、
理
性
的
│
自
我
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
わ
た
し

の
個
人
的
な
努
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
個
々
の
人
格
と
共
同
体
と
の
不
可
分
の
相
関
関
係
の
な
か
で
の
個
人
的
努
力
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
自
律
」
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
律
が
、
理
性
批
判
と
し
て
進
行
し
て
い
く
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
こ
の
理
性
批
判
が
、
理
性
を
も
つ
個
人
の
自
己
責
任
（
わ
た
し
の
責
任
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
最
終
的
に
は
全
人

類
に
ま
で
及
ぶ
普
遍
的
な
自
己
責
任
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
（
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
、
わ
た
し
た
ち
の
生
全

― ９ ―
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体
に
関
わ
る
理
性
の
全
般
的
批
判
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
人
類
の
刷
新Erneuerung

を
目
指
す
動
機
を
「
認
識
倫
理
的
」（X

X
X
V
,

314
）
と
表
現
す
る
）。第

四
節

超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
「
教
育
的
な
も
の
」

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
学
問
性
格
に
依
拠
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
は
ひ
た
す
ら
わ
た
し
に
定
位
し
た
独
我
論
で
あ

り
、
独
り
よ
が
り
の
独
断
論
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
批
判
に
つ
い
て
、「
教
育
」
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
⒀
。

こ
こ
で
重
要
な
手
引
き
と
な
る
も
の
が
、「
そ
れ
〔
世
界
〕
は
、
そ
の
意
味
全
体
を
、〔
…
…
〕
も
っ
ぱ
ら
そ
の
よ
う
な
我
思
う
か
ら
手

に
入
れ
る
」
と
い
う
上
述
の
引
用
文
で
あ
る
。
還
元
の
遂
行
と
と
も
に
、
世
界
は
、
わ
た
し
の
超
越
論
的
主
観
性
の
意
味
付
与
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
意
味
付
与
の
働
き
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

も
し
意
味
付
与
が
、
超
越
論
的
な
わ
た
し
一
人
に
よ
る
手
前
勝
手
な
世
界
創
造
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
現
象
学
的
自
己
省
察
は
、
わ
た
し

に
よ
る
わ
た
し
の
創
造
す
る
働
き
に
つ
い
て
の
精
査
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
現
象
学
は
独
我
論
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
意
味

付
与
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
意
味
付
与
に
よ
る
世
界
構
成
は
、
わ
た
し
と
他
者
と
の
超
越
論
的
な
次
元
で
の

共
働
に
お
い
て
生
起
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
正
確
に
表
現
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
構
成
は
、
わ
た
し
の
超
越
論
的
主

観
性
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
超
越
論
的
主
観
性
の
働
き
の
な
か
に
は
、
つ
ね
に
す
で
に
わ
た
し
で
は
な
い
他

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の

― １０ ―



な
る
者
に
由
来
す
る
超
越
論
的
な
働
き
（
超
越
論
的
意
識
）
が
独
特
の
仕
方
で
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
わ
た
し

の
超
越
論
的
主
観
性
へ
の
、
他
な
る
者
の
超
越
論
的
意
識
の
混
入
を
可
能
に
す
る
こ
の
独
特
の
仕
方
を
「
移
入Einfühlung

」
と
呼
ぶ
。

誰
の
心
で
あ
れ
心
は
す
べ
て
、
そ
の
純
粋
な
内
面
性
へ
と
還
元
さ
れ
て
、〔
…
…
〕
そ
の
本
源
的
に
固
有
独
自
の
生
を
持
っ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
〔
心
〕
に
は
、
原
本
的
に
固
有
独
自
の
仕
方
で
、
そ
の
時
々
の
世
界
意
識
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
属
し
て
い

る
。
し
か
も
、
そ
れ
〔
心
〕
が
移
入
経
験
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
、
そ
れ
も
〔
わ
た
し
と
〕
同
一
の
世
界
を
所
有
す
る
も
の

と
し
て
の
他
者
に
つ
い
て
経
験
す
る
意
識
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
独
自
の
統
覚
に
お
い
て
〔
世

界
を
〕
統
覚
す
る
他
者
に
つ
い
て
経
験
す
る
意
識
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
々
の
世
界
意
識
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
属
し
て

い
る
（H

ua
V
I,258

）。

世
界
が
わ
た
し
に
立
ち
現
れ
て
く
る
「
世
界
統
覚W

eltapperzeption

」
が
起
こ
っ
た
と
き
、
そ
の
世
界
は
、
わ
た
し
だ
け
に
妥
当
す

る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
際
、
世
界
を
共
に
構
成
す
る
他
者
が
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
「
一
つ
の
共
通
の

世
界
統
覚
の
た
め
の
複
数
主
観
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
」。
わ
た
し
の
世
界
統
覚
は
、「
志
向
的
連
結intentionaler

K
onnex

と
い
う

間
接
性
の
な
か
で
」、
つ
ね
に
他
者
の
世
界
統
覚
と
の
交
錯
関
係
の
う
ち
で
生
起
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
の
世
界
統
覚
は
、
前
提
さ

れ
る
複
数
主
観
に
対
応
す
る
仕
方
で
、「
つ
ね
に
双
方
向
的
に
修
正
し
あ
う
変
化
で
も
あ
る
よ
う
な
、
た
え
ず
流
れ
ゆ
く
変
化
の
な
か
」

で
生
起
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
（vgl.,H

ua
V
I,258

）。
こ
こ
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
味
付
与
は
、
超
越

論
的
な
わ
た
し
に
よ
る
手
前
勝
手
な
世
界
創
造
で
は
な
く
、
他
な
る
者
と
の
相
互
修
正
と
い
う
契
機
を
も
つ
共
働
な
の
で
あ
る
⒁
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
世
界
構
成
に
関
与
す
る
、「
わ
た
し
の
世
界
を
共
に
構
成
す
る
者
」（H

ua
X
V
,162

）
と
し
て
の
他
な
る
者
の
超
越

論
的
意
識
の
こ
と
を
「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」（H

ua
V
I,266

）
と
呼
ぶ
。
現
象
学
は
、
わ
た
し
の
超
越
論
的
主
観
性
を
精
査
す
る
と

き
、
必
然
的
に
こ
の
超
越
論
的
相
互
主
観
性
も
精
査
す
る
こ
と
に
な
る
。
論
者
は
、
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
教
育
│
│
と
く
に

「
教
育
関
係
論
の
問
題
構
制
」
│
│
と
切
り
結
ぶ
場
が
あ
る
と
考
え
る
⒂
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
っ
と
も
な
じ
み
深
い
世
界
統
覚

が
、「
わ
た
し
の
も
っ
と
も
身
近
な
日
常
的
な
環
境
世
界
の
他
の
人
々
」（H

ua
X
V
,170

）
と
の
関
係
│
│
多
く
の
場
合
は
母
子
関
係
で

あ
ろ
う
│
│
か
ら
獲
得
さ
れ
た
「
一
般
的
な
類
型
群allgem
eine

Typik

」（H
ua
X
V
,197

）
に
基
づ
い
て
生
起
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

人
間
に
と
っ
て
の
名
称N

am
en

。
幼
児
は
、
母
親
に
よ
っ
て
話
さ
れ
る
音
声
を
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
へ
と
誘
導
す
る
指
示
や
記

号
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
学
ぶ
〔
…
…
〕。〔
／
〕
と
も
か
く
名
称
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
前
提
【
に
】
客
観
的
世
界
を
も
っ
て
い

る
。
幼
児
は
、
母
親
や
父
親
な
ど
を
名
づ
け
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
ら
が
指
示
す
る
も
の
と
同
じ
も
の
を
名
づ
け

る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
を
学
ぶ
（H

ua
X
V
,606

【

】
は
編
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
）。

幼
児
は
、
親
子
関
係
の
な
か
で
名
称
や
名
づ
け
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
学
び
を
通
じ
て
、
客
観
的
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
学

ぶ
の
で
あ
る
⒃
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
両
親
の
子
と
し
て
、
…
…
彼
ら
〔
両
親
〕
や
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
成
熟
し
、〔
大
人
に
〕
成
長
し
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
合
う
共
主
観
に
よ
る
教
育
か
らaus

Erziehung

」（H
ua
X
V
,178

）
大
人
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
の

大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
他
者
と
日
常
生
活
の
大
部
に
か
ん
し
て
不
調
和
を
感
じ
る
こ
と
な
く

生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
（
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
他
者
と
わ
た
し
は
同
じ
一
つ
の
世
界
を
生
き
て
い

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の
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る
と
い
う
こ
と
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）⒄
。

わ
た
し
た
ち
が
、
日
常
生
活
を
そ
れ
な
り
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
他
者
か
ら
教
え
を
受
け
、
他
者
に
学

び
、
他
者
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
他
者
か
ら
世
界
の
見
方
を
学
ば
な
け
れ
ば
、
こ

の
世
界
の
な
か
で
他
者
と
共
に
生
き
る
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
事
態
を
超
越
論
的
な
次
元
か
ら
み
れ
ば
こ
う
だ
。
わ
た
し
は

ま
ず
、
こ
の
世
界
が
誰
（
超
越
論
的
な
他
者
）
と
共
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
教
わ
り
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
な
次
元
で
の
学
び
を
通
じ
て
、
教
授
さ
れ
る
構
成
の
相
関
者
と
し
て
の
世
界
│
│
そ
の
具
体
的
な
内
実
は
多
様
な

も
の
で
あ
ろ
う
│
│
は
、
わ
た
し
が
大
人
に
な
る
と
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
意
識
の
前
景
に
現
れ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
ま
で
、
わ
た
し
に

と
っ
て
な
じ
み
深
い
、
自
然
な
、
日
常
の
生
の
世
界
と
な
る
。
現
象
学
が
問
う
の
は
、
こ
の
普
通
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

ま
ま
に
生
き
ら
れ
て
い
る
自
然
な
世
界
と
そ
の
見
方
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
素
朴
さ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
わ

た
し
た
ち
は
他
の
人
々
と
共
に
し
か
生
き
て
い
け
な
い
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
教
育
関
係
論
に
関
わ
る
根
本
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
、
超
越

論
的
相
互
主
観
性
を
基
軸
と
し
た
新
た
な
解
釈
が
示
さ
れ
る
⒅
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
節
で
の
二
つ
の
批
判
に
対
し
て
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

独
我
論
に
対
す
る
反
論
は
こ
う
だ
。
現
象
学
は
、
わ
た
し
と
他
者
と
の
関
係
を
、
わ
た
し
の
超
越
論
的
主
観
性
と
、
そ
の
な
か
で
共
働

し
て
い
る
超
越
論
的
相
互
主
観
性
と
の
関
係
と
し
て
問
い
直
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
独
我
論
で
は
な
い
、
と
。

独
断
論
に
対
す
る
反
論
は
こ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
、
現
象
学
が
行
う
理
性
批
判
は
、
わ
た
し
が
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
個
人
的
な
努
力

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
努
力
は
、
個
々
の
人
格
と
共
同
体
と
の
不
可
分
の
相
関
関
係
の
な
か
で
の
努
力
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
わ
た

し
と
共
に
共
同
体
を
構
成
す
る
他
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
う
る
と
い
う
可
能
性
が
つ
ね
に
担
保
さ
れ
て
い
る
個
人
的
努
力
で
あ
る
。
こ
の
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点
に
お
い
て
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、
独
り
よ
が
り
の
独
断
論
と
一
線
を
画
す
る
。

さ
ら
に
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、
わ
た
し
の
理
性
（
わ
た
し
の
超
越
論
的
主
観
性
）
に
つ
い
て
の
自
己
省
察
と
い
う
仕
方
で
実
践
さ
れ

る
独
特
の
個
人
的
な
自
己
教
育
活
動
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
人
間
に
与
え
ら
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま

で
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
隠
さ
れ
て
い
た
理
性
批
判
の
新
た
な
一
形
態
を
提
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
理
性
批
判
に
か
か
わ
る
人
類
の
潜

在
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
を
助
け
る
教
育
活
動
で
も
あ
る
の
だ
、
と
。

お

わ

り

に

本
論
は
、
第
一
に
、
超
越
論
的
現
象
学
が
、
日
常
の
生
に
お
け
る
世
界
経
験
と
そ
の
理
解
（
世
界
の
見
方
、
こ
の
世
界
を
生
き
る
こ

と
）
を
、
そ
の
究
極
的
源
泉
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
査
し
よ
う
と
す
る
自
己
省
察
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
⒆
。
第
二
に
、

日
常
の
生
に
お
い
て
は
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
機
能
し
つ
つ
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
て
い
る
〈
わ
た
し
│
世
界
│
他
者
〉
の
超
越
論
的
な
次

元
で
の
独
特
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
独
我
論
批
判
に
答
え
る
な
か
で
、
超
越
論
的
構
成
を
可
能
に
す
る
た
め

の
、
わ
た
し
に
対
す
る
他
者
か
ら
の
教
授
と
学
び
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
点
で
、
超
越
論
的
現
象
学
が
教
育
関
係
論
の
問
題

構
制
に
対
し
て
新
た
な
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
が
、
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
、
一
つ
目
の

「
教
育
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
独
断
論
批
判
に
答
え
る
な
か
で
、
現
象
学
的
自
己
省
察
が
、
自
己
教
育
活
動
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
理
性
批
判
に
か
か
わ
る
人
類
の
潜
在
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
を
助
け
る
教
育
活
動
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
⒇
。
こ
れ
が
、
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
、
二
つ
目
の
「
教
育
的
な
も
の
」
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の
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註
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana,
M
artinus

N
ijhoff/

K
luw
er/
Springer,1950-

）
か
ら
の
引
用
は
、H

ua

と
略
記
し
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、

頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。

⑴

教
育
学
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
「
現
象
学
」
は
、
一
人
称
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
経
験
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
教
育
現
象
に
つ
い
て
の
研

究
に
対
す
る
名
称
、
教
育
に
関
す
る
具
体
的
な
経
験
の
本
質
的
特
徴
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
研
究
、
わ
た
し
た
ち
の
意
識
の
与
件
を
直
接
吟
味
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
識
別
可
能
で
あ
る
、
内
観
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
な
特
徴
に
つ
い
て
の
研
究
に
対
す
る
名
称
で
あ
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
依
拠
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
現
象
の
事
象
そ
の
も
の
を
問
い
た
だ
す
研
究
も
数
多
く
存
在
す
る
。
例
え

ば
、
中
田
基
昭
『
現
象
学
か
ら
授
業
の
世
界
へ
│
│
対
話
に
お
け
る
教
師
と
子
ど
も
の
生
の
解
明
│
│
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
。
こ

れ
以
外
に
も
、
以
下
の
論
考
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
考
に
根
ざ
し
て
「
子
ど
も
そ
の
も
の
に
準
拠
す
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
ラ
ン
ゲ
フ
ェ
ル
ド

（Langeveld,M
.J.

）
の
教
育
学
を
手
引
き
に
し
て
子
ど
も
の
現
象
学
を
展
開
し
て
い
る
。
渡
辺
英
之
「
第
７
章

子
ど
も
の
現
象
学
に
お
け
る
道

徳
教
育
の
視
点
」（
佐
野
安
仁
・
荒
木
紀
幸
編
著
『
道
徳
教
育
の
視
点

第
３
版
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
八
│
一
九
六
頁
）。
さ
ら

に
、C

ham
berlin,

J.
D
.,
Phenom

enological
M
ethodology

and
U
nderstanding

Education,
in
:
D
enton,

D
.
E.（ed.

）:Existentialism
and

Phenom
enology

in
Education,

Teachers
C
ollege

Press,1974

（
Ｄ
・
Ｅ
・
デ
ン
ト
ン
編
『
教
育
に
お
け
る
実
存
主
義
と
現
象
学
』
菊
池
陽
次

郎
・
他
訳
、
晃
洋
書
房
、
一
九
八
九
年
）.

⑵

こ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
は
、
教
育
に
関
す
る
以
下
の
デ
ュ
ー
イ
（D

ew
ey,J.

）
の
定
義
と
大
い
に
重
な
る
だ
ろ
う
。「
教
育
の
過
程
は
連

リ
オ
ー
ガ
ナ
イ
ジ
ン
グ
リ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ン
グ
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ

続
的
な
再
編
成
、
改

造
、
変

形
の
過
程
な
の
だ
」（
デ
ュ
ー
イ
『
民
主
主
義
と
教
育
（
上
）』
松
野
安
男
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五

年
、
八
七
頁
）。

⑶

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
現
象
学
が
扱
う
問
題
を
端
的
に
「
理
性
の
問
題
」（H

ua
V
I,7

）
と
表
現
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
理
性
」
観

は
、
次
の
一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
明
ら
か
に
そ
れ
〔
理
性
〕
は
、
認
識
（
す
な
わ
ち
、
真
か
つ
真
正
の
認
識
、
理
性
的
認
識
）
に
つ
い
て

の
学
問
分
野
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
真
か
つ
真
正
の
価
値
づ
け
（
理
性
の
価
値
と
し
て
の
真
正
の
価
値
）
に
つ
い
て
の
、
倫
理
的
な
行
為
（
真
に
善

い
行
為
、
実
践
理
性
か
ら
の
行
為
）
に
つ
い
て
の
学
問
分
野
の
テ
ー
マ
で
あ
る
」（ibid.
）、
と
。
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も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
理
性
批
判
が
途
方
も
な
い
企
て
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
彼
は
上
述
の
覚
え
書
き
の
続
き
に
こ
う

記
し
て
い
る
。「
そ
こ
〔
理
性
批
判
〕
で
は
、
と
て
も
大
変
な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
を
わ
た
し
は
承
知
し
て
い
る
し
、〔
哲
学
の
歴
史
の

な
か
で
〕
偉
大
な
天
才
た
ち
が
そ
こ
で
挫
折
し
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
か
り
に
も
自
分
を
彼
ら
に
比
肩
し
よ
う
な
ど
と
す
れ
ば
、
わ
た

し
は
最
初
か
ら
絶
望
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（H

ua
II,V

III

）、
と
。

⑷

メ
ル
ロ
ー＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
現
象
学
的
還
元
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
も
っ
と
も
悩
ま
せ
た
問
題
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。「
お
そ
ら
く
、
彼
〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
が
自
分
の
言
い
た
い
と
こ
ろ
を
自
分
で
よ
く
納
得
す
る
の
に
こ
れ
以
上
時
間
を
か
け
た
問
題
は
ほ

か
に
な
い
わ
け
だ
し
、
彼
が
こ
れ
以
上
し
ば
し
ば
た
ち
帰
っ
て
論
じ
た
問
題
も
ほ
か
に
な
い
」（M

erleau-Ponty,M
.,Phénom

énologie
de

la
Per-

ception,
G
allim

ard,1945,p.11.,

Ｍ
・
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
１
』
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
、

八
頁
）、
と
。

⑸

Staiti

は
、
現
象
学
的
還
元
の
役
割
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
現
象
学
的
還
元
の
機
能
」
は
「
自
然
的
で
人
間
的
な
自
己
│
諒
解self-appre-

hension

を
突
破
し
、
超
越
論
的
次
元
に
あ
る
主
観
性
を
露
呈
す
る
と
い
う
自
己
│
理
解self-understanding

の
可
能
性
を
開
示
す
る
」
も
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
象
学
的
還
元
は
、「
根
本
的
に
新
し
い
態
度
、〔
す
な
わ
ち
〕
自
然
的
態
度
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
の
一
人
称
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
現
象
学
的
態
度
を
開
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
、
と
（Staiti,A

.,System
atische

Ü
berlegungen

zu

H
usserls

Einstellungslehre,in
:

H
usserlStudies

25,Springer,2009,cf.p.219

）。

⑹

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
超
越
論
的
主
観
性
」
を
「
恒
常
的
に
隠
れ
た
仕
方
で
機
能
す
る
理
性
」（H

ua
V
I,97

）
と
表
現
し
て
い
る
。

⑺

日
常
の
生
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
、
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
一
人
の
人
間
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
わ
た
し
は
、
世
界
を
、
空
間
的

に
、
そ
し
て
時
間
的
に
果
て
し
な
く
「
生
成
し
つ
つ
ま
た
生
成
し
て
き
た
一
つ
の
世
界
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
よ
う
な
世

界
を
「
現
に
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
は
、
こ
の

世
界
の
な
か
で
、
わ
た
し
以
外
の
多
く
の
人
が
今
ま
さ
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（vgl.,H

ua
III/1,56

f.

）。
さ
ら
に
、
わ
た
し
は
、

こ
の
世
界
に
は
か
つ
て
多
く
の
人
が
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
多
く
の
人
が
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と

思
っ
て
生
き
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
世
界
を
、
わ
た
し
が
生
を
受
け
る
（
存
在
す
る
）
よ
り
前
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
わ
た
し
が
生
を

終
え
た
（
存
在
し
な
く
な
っ
た
）
後
に
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
、
こ
の
世
界
を
わ
た
し
の
存

在
と
は
独
立
の
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
別
様
に
言
え
ば
こ
う
だ
。
普
通
に
生
き
て
い
る
場
合
、
わ
た
し
が
存
在
す
る
た
め
に
は
世
界
の
存
在

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の
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が
必
要
で
あ
る
が
、
世
界
の
存
在
に
と
っ
て
わ
た
し
の
存
在
は
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
、
と
。

⑻

ル
フ
ト
は
、
こ
の
素
朴
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
自
然
的
態
度
の
素
朴
性
は
、
自
然
的
態
度
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
わ

た
し
は
そ
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
一
切
知
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
態
度

と
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
わ
た
し
は
知
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
唯
一
可
能
な
『
生
の
様
式
』
で
あ
る
と
い
う
信
念
の
も
と
に
生
き

て
い
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
も
あ
る
」（Luft,S.,H

usserl’s
phenom

enologicaldiscovery
of
the
naturalattitude,in

:
ContinentalPhiloso-

phy
Review

31,Springer,1998,p.159

）、
と
。

⑼

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
超
越
論
的
主
観
性
」
の
解
釈
に
関
し
て
、
こ
こ
で
提
示
し
た
も
の
と
は
異
な
る
解
釈
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お

き
た
い
。V

gl.,Landgrebe,L.,H
usserls

A
bschied

von
C
artesianism

us,in
:

D
er

W
eg

der
Phänom

enologie,
G
ütersloher

V
erlagshaus,

1963,S.163-206.

⑽

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
る
変
更
を
こ
う
表
現
し
て
い
る
。
超
越
論
的
構
成
の
次
元
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
「
認
識
に
し
た
が
え
ば
、

わ
た
し
た
ち
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
分
自
身
の
存
在
が
世
界
の
存
在
に
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
も
真
で
あ
る
」（H

ua
V
I,266

）、
と
。

⑾

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
「
困
難
」
を
「
人
間
的
主
観
性
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」（H

ua
V
I,182

）
と
呼
ん
で
い
る
。

⑿

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
、
超
越
論
的
自
我
が
負
う
べ
き
責
任
を
明
確
に
主
張
し
、
こ
の
責
任
の
主
体
で
あ
る
超
越
論
的
自
我
を
「
人
倫
的
自
我
」
と

呼
ぶ
（Landgrebe,L.,op.cit.,S.196

）。

⒀

本
論
に
お
け
る
「
教
育
」
の
定
義
は
、
相
澤
伸
幸
の
以
下
の
指
摘
に
基
づ
く
。「『
教
』
と
い
う
漢
字
の
意
味
は
、
軽
く
た
た
い
て
習
わ
せ
る
と
い

う
の
が
そ
も
そ
も
の
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
子
ど
も
を
良
い
方
向
へ
と
導
く
、
知
識
を
授
け
る
と
い
う
意
味
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。

つ
ま
り
こ
の
教
と
い
う
漢
字
一
文
字
だ
け
で
、
大
人
が
子
ど
も
に
教
え
導
く
、
あ
る
い
は
子
ど
も
は
大
人
か
ら
習
う
と
い
う
関
係
性
が
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
」。「

と
月
の
合
字
で
あ
る
『
育
』
と
い
う
漢
字
の
意
味
は
、
赤
子
が
母
親
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
様
子
を
表
し
て
お
り
、
そ

れ
に
加
え
て
『
そ
だ
つ
』『
は
ぐ
く
む
』
と
い
っ
た
今
日
で
も
用
い
ら
れ
る
意
味
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
育
は
母
親
と
子
ど
も
と
の
つ

な
が
り
を
表
し
た
漢
字
で
あ
る
」。「
ド
イ
ツ
語
の
エ
ア
ツ
ィ
ー
ウ
ン
グ
（Erziehung

）
も
同
様
で
、er

『
内
か
ら
外
へ
』＋ziehen

『
引
き
出
す
』

と
い
う
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
りeducation

を
始
め
と
し
た
『
教
育
』
を
表
す
欧
米
語
の
も
と
も
と
の
意
味
は
、
人
間
（
こ
れ
は
生

徒
で
も
よ
い
し
、
自
分
以
外
の
者
全
体
を
指
す
）
の
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
を
助
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
教
育
の
原
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
教

育
学
を
学
ぶ
上
で
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
」（
相
澤
伸
幸
『
教
育
学
の
基
礎
と
展
開

第
二
版
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇

― １７ ―
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七
年
、
七
│
八
頁
参
照
）。

⒁
「
認
識
主
観
と
し
て
の
わ
た
し
、
わ
た
し
は
他
の
人
々
の
助
け
に
よ
っ
て
認
識
し
、
も
ろ
も
ろ
の
認
識
の
働
き
（
認
識
形
成
）
を
遂
行
す
る
が
、

こ
れ
ら
〔
認
識
の
働
き
〕
は
、
存
続
す
る
も
の
と
し
て
、『
世
界
』
と
、
存
在
地
平
と
一
つ
と
な
っ
て
、
わ
た
し
の
共
同
研
究
者
に
と
っ
て
接
近

可
能
な
も
の
と
な
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
」（H
ua
X
V
,200

f.

）。

⒂

渡
邊
隆
信
は
、
教
育
関
係
論
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
教
育
関
係
論
の
主
要
な
目
的
と
意
義
」
は
「
子
ど
も
や
大
人
の
人
間
形
成
の
可
能

性
を
よ
り
多
様
で
開
か
れ
た
『
関
係
』
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
に
あ
る
」。
と
い
う
の
も
、「
私
た
ち
は
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、『
関

係
』
を
ま
っ
た
く
介
さ
な
い
よ
う
な
教
育
を
、
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
、
と
。
渡
邊
は
、
教
育
関
係
論
の
主
要
な
目
的
と
課

題
を
こ
の
よ
う
に
規
定
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
「『
教
育
』
概
念
」
を
「『
共
同
体
に
お
け
る
多
様
な
関
係
を
前
提
に
し
た
子
ど
も
や
大
人
の
人
間

形
成
』
と
い
う
よ
う
に
、
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
」
と
提
言
し
つ
つ
、「
教
育
関
係
論
と
は
、『
教
育
』
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら

ま
せ
、
よ
り
豊
か
に
す
る
、
発
見
的
で
創
造
的
な
研
究
領
域
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
渡
邊
隆
信
「
教
育
関
係
論
の
問
題
構
制
」
教
育
哲
学
会

編
『
教
育
哲
学
研
究

号
記
念
特
別
号

教
育
哲
学
研
究
の
現
在
・
過
去
・
未
来
』
教
育
学
術
新
聞
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
四
│
一
九
〇
頁

参
照
）。

⒃
「
客
観
的
」
と
は
、「
わ
た
し
が
経
験
可
能
な
も
の
と
し
て
も
つ
も
の
と
、
誰
で
あ
れ
他
者
が
経
験
可
能
な
も
の
と
し
て
も
つ
も
の
と
が
同
じ
も
の

で
あ
る
」（H

ua
X
V
,489

）
と
わ
た
し
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
指
す
語
で
あ
る
。

⒄

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
相
互
主
観
性
を
め
ぐ
る
問
題
群
（
移
入
の
働
き
、
人
間
の
成
長
と
世
界
構
成
と
の
関
係
、
世
界
構
成
に
関
す
る
正
常

性
と
異
常
性
の
問
題
な
ど
）
に
つ
い
て
、
安
易
な
結
論
を
提
示
す
る
こ
と
を
極
力
避
け
る
た
め
に
、
繰
り
返
し
慎
重
な
分
析
を
重
ね
て
い
る
。
し

か
し
、
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
分
析
に
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⒅

超
越
論
的
な
次
元
（
超
越
論
的
主
観
性
の
次
元
）
で
の
〈
他
者
か
ら
の
教
授
と
学
び
〉
と
自
然
的
な
次
元
（
人
間
的
主
観
性
の
次
元
）
で
の
〈
他

者
か
ら
の
教
授
と
学
び
〉
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
は
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
人
間
的
主
観

性
の
次
元
と
超
越
論
的
主
観
性
の
次
元
と
の
相
互
関
係
で
あ
る
「
流
入
」
が
一
つ
の
手
引
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
お
き
た
い
（vgl.,H

ua

V
I,§32,§59

）。

⒆

メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
超
越
論
的
現
象
学
と
は
、「
世
界
を
見
る
こ
と
を
学
び
直
す
こ
と
」（M

erleau-Ponty,M
.,op.

cit.,p.21.,

Ｍ
・
メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
１
』
竹
内
芳
郎
・
小
木
貞
孝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
、
二
四
頁
）
で
あ
る
、
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サ
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と
。

⒇

フ
ッ
サ
ー
ル
が
問
い
直
し
た
世
界
経
験
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
の
「
目
的
に
適
っ
た
形
態
化
と
し
て
の
世
界
の
取
り
扱
い
」
に
つ

い
て
の
経
験
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
世
界
の
取
り
扱
い
」
は
、「
そ
の
な
か
で
統
覚
シ
ス
テ
ム
が
変
更
さ
れ
、
そ
え
ゆ
え
、
す
べ
て
の
他
者

に
と
っ
て
も
そ
れ
が
変
化
す
る
よ
う
な
〔
わ
た
し
の
世
界
〕
統
覚
の
変
転
」
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
（vgl.,H

ua
X
V
,601

）。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
世
界
経
験
を
解
明
す
る
超
越
論
的
現
象
学
の
探
究
は
、「
な
お
多
く
の
謎
を
と
も
な
う
」
も
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
現

象
学
は
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
謎
を
と
も
な
う
探
究
を
通
じ
て
、「
わ
た
し
た
ち
人
間
を
理
解
し
、
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
」（H

ua

X
V
,150

）
を
目
指
す
学
的
営
為
で
あ
り
、
そ
の
遂
行
は
、
徹
頭
徹
尾
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
自
身
と
人
間
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
の
世
界
生

を
い
ま
だ
理
解
し
て
は
い
な
い
」（ibid.

）
と
い
う
根
本
洞
察
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

― １９ ―

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
が
も
つ
教
育
的
な
も
の




