
変
貌
し
た
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学

中

村

拓

也

フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
三
一
年
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
っ
き
り
と
自
身
の
現
象
学
を
超
越
論
的
観
念
論
で
あ
る
と
規
定
す
る
（I

119
f.

）。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
す
で
に
一
九
一
三
年
の
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
超
越
論
的
転
回
に
よ
っ
て
超
越
論
的
観
念
論
と

し
て
の
現
象
学
は
実
質
的
に
確
立
し
て
い
た
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
い
て
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学
の
内
実
は
達
成
さ
れ
て

い
た
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
論
述
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
を
生
じ
る
余
地
の
あ
る
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も

ま
た
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
か
ら
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
至
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
を
明
確

に
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
自
己
規
定
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
か
ら
の
拡
張
と
変
貌
が
進
行
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
公
刊
以
前
の
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
二
一
年
に
至
る
、
超
越
論
的
観
念
論
に
関
す
る
草
稿
を
集
成
し
た
、

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
三
六
巻
『
超
越
論
的
観
念
論
』
で
現
象
学
が
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
か
ら
変
貌
し
て
い
く
具
体
的
過
程
に
光
を

当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
意
味
で
現
象
学
が
超
越
論
的
観
念
論
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学

に
、
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
と
比
較
し
て
、
い
か
な
る
新
し
さ
が
あ
る
の
か
、
こ
の
問
い
に
応
え
る
こ
と
が
本
論
考
の
課
題
で
あ

る
。超

越
論
哲
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
超
越
論
的
と
は
一
体
何
か
。
さ
し
あ
た
り
応
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
超
越
論
的
と
は
、
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対
象
の
認
識
を
、
さ
ら
に
は
経
験
を
可
能
に
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
は
可
能
に
さ
れ
る
当
の
経
験
と
並
列
的
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
そ
う
し
た
経
験
を
可
能
に
す
る
機
能
と
し
て
の
み
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
超
越
論
的
な
機
能
を
解
明
す
る
こ
と

を
主
題
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
超
越
論
哲
学
の
基
本
性
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
け
っ
し
て
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
超

越
論
的
観
念
論
は
、
主
観
性
の
形
式
、
超
越
論
的
な
も
の
の
あ
り
方
を
た
だ
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
終
始
す
る
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
経
験
を
可
能
に
し
つ
つ
そ
れ
自
体
は
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
謎
め
い
た
性
格
は
、
そ
れ
自
体
哲
学

の
主
題
と
し
て
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
他
の
学
問
が
、
け
っ
し
て
扱
う
こ
と
が
な
い
あ
る
い
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味

で
、
哲
学
固
有
の
主
題
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
哲
学
固
有
の
課
題
と
し
て
の
超
越
論
的
な
も
の
を
解
明
す
る
た
め
に
、
単
純
に
哲
学
的
論
証
の
緻
密
さ
の

度
合
い
を
上
げ
る
こ
と
に
の
み
こ
だ
わ
る
こ
と
、
こ
の
場
合
で
は
、
超
越
論
的
な
も
の
の
あ
り
方
に
の
み
関
心
を
向
け
議
論
を
展
開
す
る

こ
と
は
、
そ
も
そ
も
超
越
論
哲
学
の
根
本
精
神
に
背
く
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
は
、
経
験
を
可
能
に
し
つ
つ
、
そ
れ
自
体
は

経
験
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
定
義
に
今
一
度
思
い
を
凝
ら
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
可
能
に
さ
れ
る
経
験
と
の
連
関
こ
そ
が
最
重
要
の
主

題
で
あ
り
、
そ
の
連
関
の
一
方
の
側
面
と
し
て
超
越
論
的
な
も
の
が
主
題
と
な
る
。
両
者
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
逆
で
は
な
い
。
超
越
論

的
な
も
の
の
解
明
に
の
み
関
心
を
向
け
る
の
は
、
最
も
避
け
る
べ
き
超
越
論
的
な
も
の
の
実
体
化
を
招
来
し
て
し
ま
う
危
険
を
冒
す
こ
と

に
な
る
。

超
越
論
的
な
も
の
の
解
明
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
さ
れ
る
世
界
と
超
越
論
的
な
も
の
と
の
関
係
こ
そ
が
、
超
越
論
哲
学
の

根
本
主
題
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
超
越
論
的
観
念
論
』
で
こ
の
関
係
の
解
明
に
取
り
組
む
中
で
、
可
能
性
と
現
実
性
と
い
う
問
題
に

突
き
当
た
り
、
現
実
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、
身
体
性
を
超
越
論
的
観
念
論
の
な
か
に
組
み
込
む
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
現

実
性
の
確
保
の
た
め
に
、
相
互
主
観
性
を
副
次
的
な
課
題
と
し
て
で
は
な
く
、
超
越
論
的
観
念
論
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
取
り
入
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れ
る
必
要
が
意
識
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
超
越
論
的
観
念
論
の
拡
張
と
変
貌
が
ど
の
よ
う
に
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

論
述
の
手
続
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
超
越
論
的
観
念
論
の
基
本
的
性
格
を
、
哲
学
史
上
は
じ
め
て
の
超
越
論
哲
学
の
自

覚
的
展
開
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
検
討
を
通
し
て
確
定
す
る
。
そ
の
際
、
英
国
経
験
論
（
経
験
的
観
念
論
）
と
大
陸
合
理
論

（
超
越
論
的
実
在
論
）
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
が
経
験
的
実
在
論
と
結
合
す
る
哲
学
的
立
場
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
二
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
観
念
論
を
検
討
す
る
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
超
越
論
的
転
回
に
よ
っ
て
、

実
質
的
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
超
越
論
的
観
念
論
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
論
述
の
性
急
さ
も
あ
り
、
そ

の
意
図
は
必
ず
し
も
判
然
と
せ
ず
、
誤
解
を
呼
び
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
真
意
を
肯
定
的
に
読
み
解
く
こ
と

を
通
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
哲
学
の
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
に
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
公
刊
以
前
か
ら
、
一
九
二
一
年
ま
で

の
草
稿
を
集
成
し
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
三
六
巻
『
超
越
論
的
観
念
論
』
に
定
位
し
て
、
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
と
フ
ッ
サ
ー
ル

の
超
越
論
的
観
念
論
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
観
念

論
は
、
身
体
性
と
相
互
主
観
性
を
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
最
終
的
に
、
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
の
拡
張
と
変
貌
と
し
て
フ
ッ
サ
ー

ル
の
超
越
論
的
現
象
学
的
観
念
論
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節

超
越
論
的
観
念
論

哲
学
史
上
超
越
論
的
観
念
論
を
自
覚
的
に
展
開
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
に
よ
る
超
越
論
的
と
い
う
術
語

の
定
義
は
、
周
知
の
と
お
り
こ
う
で
あ
る
。「
対
象
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
に
、
対
象
に
携
わ
る
認
識
の
仕
方
、
そ
れ
も
ア
プ
リ
オ
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リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
で
の
認
識
の
仕
方
に
携
わ
る
認
識
を
す
べ
て
、
わ
た
し
は
超
越
論
的
と
名
づ
け
る
」（B

25

）。
カ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
対
象
で
は
な
く
、
対
象
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
に
す
る
認
識
の
仕
方
お
よ
び
そ
の
認
識
の
仕
方
に
つ
い
て
の
認
識
が
超
越
論
的

と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
超
越
論
的
な
も
の
の
解
明
を
課
題
と
す
る
哲
学
を
超
越
論
哲
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ

う
。し

か
し
、
カ
ン
ト
は
自
身
の
哲
学
を
単
に
超
越
論
哲
学
で
は
な
く
、
超
越
論
的
観
念
論
と
呼
ぶ
。
そ
う
し
て
当
時
の
哲
学
的
な
立
場
と

対
比
的
に
自
身
の
超
越
論
的
観
念
論
を
性
格
づ
け
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
英
国
経
験
論
は
経
験
的
観
念
論
で
あ
る
。
経
験
的
観
念

論
は
実
質
的
観
念
論
と
も
呼
ば
れ
、
蓋
然
的
観
念
論
と
独
断
的
観
念
論
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
大
陸
合
理
論
は
経
験

的
観
念
論
と
結
合
す
る
超
越
論
的
実
在
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
験
的
観
念
論
と
超
越
論
的
実
在
論
と
が
結
合
す
る
の
に
対
し
て
、
カ

ン
ト
自
身
の
超
越
論
哲
学
は
、
経
験
的
実
在
論
と
結
合
す
る
超
越
論
的
観
念
論
で
あ
る
と
さ
れ
る
（B

190
f.

）⑴
。

そ
れ
で
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
拠
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
基
本
的
性
格
と
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
経
験

的
観
念
論
、
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
定
義
で
は
実
質
的
観
念
論
は
、
外
界
の
空
間
的
対
象
の
現
実
存
在
を
疑
わ
し
い
証
明
さ
れ
な
い
も
の

と
み
な
す
蓋
然
的
観
念
論
と
、
虚
偽
で
あ
り
そ
も
そ
も
証
明
不
可
能
で
あ
る
と
み
な
す
独
断
的
観
念
論
と
に
区
別
さ
れ
る
。
蓋
然
的
観
念

論
に
は
方
法
的
懐
疑
を
遂
行
中
の
デ
カ
ル
ト
、
そ
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
は
明
言
し
て
い
な
い
が
ヒ
ュ
ー
ム
が
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

独
断
的
観
念
論
に
は
バ
ー
ク
リ
が
属
す
る
（B

274

）。
両
者
が
実
質
的
観
念
論
と
言
わ
れ
る
の
は
、「
唯
一
の
直
接
的
経
験
は
内
的
経
験

で
あ
り
、
こ
の
内
的
な
経
験
か
ら
外
的
事
物
は
推
論
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」（B

276

）
と
い
う
共
通
の
主
張
に
よ
る
。

で
は
、
実
質
的
観
念
論
が
、
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
蓋
然
的
観
念
論
は
、
内
的
経
験
か
ら

の
推
論
が
外
的
事
物
の
現
実
存
在
を
確
実
な
も
の
と
し
て
証
明
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
、
外
界
の
事
物
の
存
在
は
蓋
然
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
蓋
然
的
と
言
わ
れ
、
独
断
的
観
念
論
は
、
外
的
事
物
の
現
実
存
在
の
証
明
を
端
的
に
不
可
能
と
し
て
退
け
る
が
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ゆ
え
に
、
独
断
的
と
言
わ
れ
る
。

さ
て
、
哲
学
的
な
立
場
と
し
て
の
経
験
的
実
在
論
と
は
、
外
界
の
事
物
の
知
覚
は
、
外
界
の
事
物
の
現
実
存
在
を
端
的
に
保
証
す
る
と

い
う
主
張
で
あ
る
。
日
常
的
な
常
識
を
哲
学
的
認
識
論
的
立
場
と
し
て
洗
練
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
認
識
論
は

こ
う
し
た
日
常
的
な
常
識
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
両
立
可
能
な
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
験
的
実
在
論
そ
の
も
の
は
、
哲
学
的
立
場
と
し
て
は
素
朴
で
あ
り
、
そ
う
し
た
素
朴
さ
に
対
し
て

哲
学
的
反
省
が
加
え
ら
れ
て
経
験
的
観
念
論
か
超
越
論
的
実
在
論
か
の
ど
ち
ら
か
へ
と
考
察
は
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
蓋
然
的
観
念
論
で
あ
れ
独
断
的
観
念
論
で
あ
れ
、
経
験
的
観
念
論
は
外
的
事
物
の
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
経
験
論
的
実
在
論
を
整
合
的
に
根
拠
づ
け
る
た
め
に
、
経
験
的
観
念
論
に
さ
ら
に
哲
学
的
反
省
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
て
経
験
的
観
念
論
は
、
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
を
主
観
か
ら
独
立
し
て
存
立
す
る
実
在
に
求
め
る
超
越
論
的
実
在
論
と
結

合
す
る
に
至
る
。
超
越
論
的
実
在
論
は
、
外
界
の
事
物
の
現
実
存
在
を
保
証
す
る
た
め
に
、
唯
一
直
接
的
な
内
的
経
験
か
ら
神
の
存
在
を

推
論
し
、
そ
の
神
の
誠
実
性
に
よ
っ
て
外
界
の
事
物
の
現
実
存
在
を
回
復
す
る
に
至
る
。
外
界
の
事
物
の
現
実
存
在
の
認
識
を
可
能
に
す

る
も
の
を
、
主
観
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
主
観
依
存
的
な
観
念
に
で
は
な
く
、
主
観
か
ら
独
立
の
実
在
と
し
て
の
神
に
求
め
る
が
ゆ
え

に
、
こ
う
し
た
主
張
は
超
越
論
的
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
⑵
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
推
論
に
よ
る
神
の
認
識
は
、
単
な

る
推
論
を
認
識
と
僭
称
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
⑶
。

こ
う
し
た
脈
絡
を
背
景
に
し
て
、
カ
ン
ト
は
自
ら
の
超
越
論
哲
学
を
経
験
的
実
在
論
と
結
合
す
る
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
で
あ
る
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
経
験
的
実
在
論
者
は
超
越
論
的
観
念
論
者
で
あ
る
」（A

371

）。
カ
ン
ト
は
、

超
越
論
的
な
も
の
、
対
象
の
認
識
を
、
さ
ら
に
は
対
象
の
実
在
性
を
保
証
す
る
対
象
の
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
を
、
空
間
、
時
間
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
形
式
の
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
空
間
、
時
間
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
そ
の
超
越
論
的
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観
念
性
が
主
張
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
主
観
の
形
式
の
超
越
論
的
観
念
性
は
、
対
象
の
経
験
を
可
能
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
経
験
的
実

在
性
を
同
時
に
も
つ
。
し
か
し
、
経
験
を
先
行
的
に
可
能
に
す
る
と
い
う
条
件
を
度
外
視
し
て
、
超
越
論
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
そ
れ
だ

け
で
取
り
出
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
で
あ
る
（B

44

）。
し
た
が
っ
て
、
経
験
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
経
験
と
の

関
係
と
い
う
枢
要
な
要
件
を
度
外
視
し
て
、
超
越
論
的
な
も
の
を
そ
れ
自
体
で
あ
た
か
も
客
観
的
実
在
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
諸
々
の
哲
学
的
立
場
の
整
理
と
性
格
づ
け
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
く
ま
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
の
カ
ン
ト
の
主
張
を
基
本
的
に

前
提
し
た
上
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
立
場
に
つ
い
て
の
い
っ
そ
う
正
確

な
論
究
が
必
要
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
構
想
そ
の
も
の
の
成
否
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
独
立
し
た
大
部
の
論

考
を
必
然
的
に
要
請
す
る
巨
大
な
論
題
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
フ
ッ
サ

ー
ル
の
現
象
学
の
解
明
を
課
題
と
す
る
本
論
の
範
囲
で
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
の
超
越
論
的
と
い
う
概
念
の
意
味
を
解
明
し
た
う
え
で
、
認

識
論
的
な
立
場
の
哲
学
的
深
ま
り
行
き
を
概
観
し
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
の
経
験
的
実
在
論
と
結
合
す
る
超
越
論
的
観
念
論
に
カ
ン
ト
の

超
越
論
哲
学
が
定
位
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
十
分
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
た
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
伝
統
的
な
超
越

論
的
観
念
論
の
基
本
的
性
格
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
観
念
論
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学

フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
自
身
の
現
象
学
を
超
越
論
的
観
念
論
と
規
定
す
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
超
越
論
的
と
い
う
概
念
は
、
経
験
的
と
い

う
概
念
と
の
対
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
超
越
論
的
と
い
う
概
念
は
、
経
験
的
と
い
う
概
念
と
の
対
概
念

変貌した超越論的観念論としての現象学 ― １４４ ―



で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
的
と
い
う
概
念
と
の
対
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的

観
念
論
や
超
越
論
的
実
在
論
と
い
う
術
語
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
論
述
の
う
ち
に
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
術
語
と
し
て
明
示
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
そ
う
し
た
問
題
構
制
と
無

関
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
論
的
立
場
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
の
内
実
は
、
こ
の
図

式
と
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
論
述
の
拙
さ
も
あ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
は
、
自
身
の
自
己
理
解
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
哲
学
上
の
立
場
と
容
易
に
誤
解
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
誤
解
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
来
の
意
図
を
掬
い
出
し
、
カ
ン
ト
以
来
の

超
越
論
哲
学
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
の
基
本
性
格
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
的
観
念
で
も
や
は
り
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
第
四
省
察
の
最
後
の
二
節
、
第
四
〇
節
と
第
四
一
節
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
身
の
現
象
学
が
超
越
論
的
観
念

論
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
あ
て
て
い
る
。
現
象
学
と
超
越
論
的
観
念
論
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
す
ら
述
べ

る
。「
志
向
的
方
法
の
も
つ
最
も
深
い
意
味
や
超
越
論
的
還
元
の
最
も
深
い
意
味
や
そ
の
両
方
の
最
も
深
い
意
味
を
誤
解
す
る
者
だ
け
が
、

現
象
学
と
超
越
論
的
観
念
論
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（I

119

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
観
念
論
と
呼
ば

れ
て
き
た
哲
学
的
な
立
場
と
自
身
の
超
越
論
的
観
念
論
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。「
こ
う
し
た
体
系
的
具
体
態
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た

な
ら
ば
、
現
象
学
は
そ
れ
自
体
『
超
越
論
的
観
念
論
』
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
根
本
本
質
的
に
新
し
い
意
味
で
で
は
あ
る
が
。
す
な
わ

ち
、
心
理
学
的
観
念
論
、
意
味
の
な
い
感
覚
的
与
件
か
ら
有
意
味
な
世
界
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
観
念
論
の
意
味
で
で
は
な
い
。
少
な
く

と
も
限
界
概
念
と
し
て
物
自
体
の
世
界
の
可
能
性
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
る
カ
ン
ト
的
観
念
論
で
も
な
い

…
…
」（I

118

）。
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こ
の
よ
う
に
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
極
め
て
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学
の
自
己
規
定
は
、
い

わ
ゆ
る
超
越
論
的
転
回
を
果
た
し
た
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
そ
の
実
質
的
な
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
自
然

主
義
的
態
度
の
批
判
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
哲
学
以
前
の
日
常
的
な
生
は
、
エ
ポ
ケ
ー
や
還
元
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
そ
れ
自
身
一
つ
の
哲
学
的
態
度
、
す
な
わ
ち
、
自
然
的
態
度
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
自
然
的
態
度
は
一
般
定
立
を

そ
の
本
質
と
し
て
い
る
。
自
然
的
態
度
の
一
般
定
立
に
つ
い
て
は
、
こ
う
言
わ
れ
る
。「
私
は
恒
常
的
に
私
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、

す
べ
て
の
他
の
、
そ
の
〔
現
実
の
〕
な
か
で
目
の
当
た
り
に
さ
れ
、
そ
れ
〔
現
実
〕
に
同
じ
仕
方
で
関
係
づ
け
ら
れ
る
人
間
の
よ
う
に
、

私
自
身
が
帰
属
す
る
空
間
的
時
間
的
現
実
を
見
出
す
。『
現
実
』
を
、
す
で
に
そ
の
後
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
は
現
存
在
す
る

も
の
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
が
私
に
与
え
ら
れ
る
通
り
に
、
現
存
在
す
る
現
実
と
し
て
受
け
取
る
」（III

52
f.

）。
こ
う
し
た
現
実
の
と

ら
え
方
は
、
哲
学
的
立
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
還
元
以
後
の
現
象
学
的
態
度
か
ら
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
世
界
に
対
す
る
一
つ
の
態
度
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
哲
学
的
反
省
以
前
の
日
常
的
生
と
し
て
自
ら
が
態
度
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
が

な
い
日
常
的
生
と
し
て
の
自
然
的
態
度
は
、
自
ら
が
絶
え
ず
遂
行
し
て
い
る
一
般
定
立
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
う
し
て
自
然
的
態

度
は
、
一
般
定
立
と
い
う
自
ら
の
本
質
に
対
す
る
反
省
を
欠
く
た
め
に
、
不
可
避
的
に
意
識
と
は
独
立
に
世
界
が
存
在
す
る
と
い
う
自
然

主
義
的
態
度
に
至
る
⑷
。

こ
の
自
然
主
義
的
態
度
を
支
え
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
超
越
論
的
実
在
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
か
つ
て
の
よ
う

に
世
界
の
実
在
を
支
え
る
超
越
論
的
根
拠
と
し
て
神
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
意
識
と
独
立
に
存
在
す
る
世
界
が
前
提

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
自
然
主
義
的
態
度
は
超
越
論
的
実
在
論
の
現
象
学
的
変
奏
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
る
ほ

ど
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
超
越
論
的
実
在
論
と
い
う
術
語
を
用
い
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
遂
行
し
て
い
る
一
般
定

立
に
反
省
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
意
識
と
独
立
に
存
在
す
る
世
界
に
だ
け
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
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る
。
そ
の
結
果
、
一
般
定
立
は
忘
却
さ
れ
、
意
識
か
ら
独
立
自
存
す
る
世
界
が
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
事
実
と
し
て
固
定
化
す
る
。
そ
う

し
て
こ
の
自
然
主
義
的
態
度
を
支
え
る
超
越
論
的
実
在
論
の
理
論
的
前
提
が
強
い
自
然
主
義
的
主
張
を
招
来
す
る
。
い
っ
さ
い
を
自
然
科

学
に
よ
っ
て
解
明
す
る
あ
る
い
は
自
然
の
真
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
然
科
学
だ
け
で
あ
る
、
と
。

超
越
論
的
実
在
論
の
現
象
学
的
変
奏
と
し
て
の
自
然
主
義
を
意
識
と
の
関
連
で
性
格
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
自
然
的
態

度
の
一
般
定
立
は
、
意
識
を
自
然
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
定
立
の
一
面
的
固
定
化
と

し
て
の
自
然
主
義
的
態
度
で
は
、
意
識
は
必
然
的
に
自
然
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
再
び
強
い
自
然
主
義
的
主
張
が
自

然
化
さ
れ
た
意
識
に
対
し
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
の
真
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
然
科
学
だ

け
で
あ
る
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
意
識
の
自
然
化
こ
そ
が
、
自
然
主
義
の
欠
陥
を
露
呈
さ
せ
、
理
論
的
破
綻
に
導
く
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
態
度
は
、

確
か
に
自
然
的
態
度
の
一
般
定
立
と
の
連
続
性
を
も
ち
、
そ
の
意
味
で
自
然
的
態
度
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
哲
学
的
反
省
を
経
る
こ
と
な
し
に
、
哲
学
的
に
素
朴
な
ま
ま
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
哲
学
的
反
省
以
前
の

日
常
的
生
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
然
的
態
度
は
、
そ
の
素
朴
さ
の
ゆ
え
に
、
一
般
定
立
を
自
明
な
も
の
と
し
て
匿
名
化
し
、
忘
却
し
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
自
然
主
義
的
態
度
に
至
る
。
し
か
し
、
現
象
学
的
還
元
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
的
態
度
が
哲
学
的

立
場
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
的
態
度
の
本
質
で
あ
る
一
般
定
立
の
哲
学
的
含
意

も
は
じ
め
て
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
な
い
し
世
界
が
意
識
と
独
立
に
存
在
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら

ぬ
意
識
の
一
般
定
立
に
よ
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
世
界
と
意
識
の
関
係
性
こ
そ
が
、
一
般
定
立
か
ら
現
象
学
か
ら
導
き
出
す
哲
学
的
含

意
で
あ
る
。
現
象
学
的
還
元
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
意
識
は
世
界
の
中
の
一
成
素
と
し
て

自
然
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
に
対
す
る
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
意
識
の
も
つ
超
越
論
的
次
元
が
十
全
な
意
味
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で
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
識
の
超
越
論
的
次
元
を
捉
え
損
な
う
が
ゆ
え
に
、
自
然
主
義
的
態
度
、
ひ
い
て
は
超
越
論
的
実
在

論
は
哲
学
的
理
論
と
し
て
は
欠
陥
理
論
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
先
に
持
ち
込
ん
だ
認
識
論
的
態
度
の
図
式
を
援
用
し
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
態
度
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
以
前
の
日

常
的
生
の
立
場
に
は
素
朴
実
在
論
が
、
そ
れ
自
身
哲
学
的
立
場
と
し
て
の
自
然
的
態
度
に
は
経
験
的
実
在
論
が
、
一
般
定
立
の
成
果
の
固

定
化
と
自
明
化
に
よ
る
匿
名
化
に
よ
る
世
界
の
実
在
化
と
し
て
の
自
然
主
義
的
態
度
に
は
超
越
論
的
実
在
論
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と

に
な
る
。
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
意
識
と
世
界
の
相
関
関
係
が
露
わ
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
も
つ
超
越
論
的
次
元
が
明
ら

か
と
な
る
。
こ
の
現
象
学
的
態
度
が
超
越
論
的
観
念
論
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

意
識
の
超
越
論
的
次
元
へ
の
探
究
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
現
象
学
は
超
越
論
哲
学
の
基
本
性
格
を
踏
襲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
現
象
学
は
超
越
論
哲
学
の
拡
張
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学
は
、
経
験
的
実
在
論
の
現
象
学
的
変

奏
と
し
て
の
自
然
的
態
度
と
結
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
の
超
越
論
的
次
元
を
主
題
と
す
る
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学
は
、

カ
ン
ト
が
実
在
と
し
て
確
定
し
た
自
然
科
学
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
実
在
と
し
て
の
科
学
的
実
在
へ
と
実
在
の
範
囲
を
限
定
す
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
実
在
を
志
向
的
相
関
者
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
実
在
を
も
含
め
た
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

世
界
を
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る
、
意
識
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
付
与
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
意
識
と
相
関
す
る
現
象
世
界
と
い
う

豊
か
さ
を
具
え
た
も
の
と
し
て
回
復
す
る
。
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
外
的
世
界
の
実
在
も
世
界
に
与
え
ら
れ
る
存
在
意
味
と
し
て
、
無
限
の

意
味
宇
宙
と
し
て
の
世
界
の
も
つ
意
味
の
一
つ
と
な
る
。
現
象
学
は
、
超
越
論
的
次
元
を
有
す
る
意
識
と
の
相
関
関
係
に
あ
る
と
い
う
意

味
で
の
世
界
の
観
念
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
論
的
観
念
論
の
基
本
的
性
格
を
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
れ
を
科
学
的
世
界
の
み
な
ら

ず
、
世
界
一
般
に
ま
で
拡
大
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
的
観
念
論
は
、
伝
統
的
な

超
越
論
的
観
念
論
の
正
当
な
拡
張
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
意
識
と
相
関
す
る
意
味
宇
宙
と
し
て
の
世
界
は
、
さ
ら
に
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後
期
に
い
た
っ
て
生
世
界
と
い
う
概
念
へ
と
彫
琢
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
本
節
の
は
じ
め
に
取
り
上
げ
た
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
四
省
察
で
の
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
自
己
規
定
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
伝
統
的
観
念
論
と
の
混
同
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
現
象
学
の
超
越
論
的
転
回
を
内
実
と
す
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
論
述
の
仕
方
に
も
一
因
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
イ
デ
ー

ン
Ⅰ
』
の
第
四
九
節
の
表
題
「
世
界
無
化
の
残
余
と
し
て
の
絶
対
的
意
識
」（III

91

）
は
、
無
用
な
誤
解
を
現
象
学
に
引
き
入
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
第
一
編
、
第
二
章
、
第
三
八
節
以
下
で
の
論
述
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と
関
連
す
る
絶
対
と
相
対

と
い
う
対
立
が
、
内
在
と
超
越
と
い
う
対
立
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
現
象
学
に
対
す
る
誤
解
は
混
迷
を
深
め
る
こ
と
に

な
る
（III

67−
88

）。
端
的
に
言
え
ば
、
超
越
の
内
在
へ
の
一
方
的
依
存
と
い
う
主
張
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
詳
し
く
言
え
ば
、
相

対
的
、
偶
然
的
な
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
事
物
の
絶
対
的
、
必
然
的
な
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
意
識
へ
の
依
存
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ

う
し
た
主
張
は
、
第
四
六
節
で
の
次
の
主
張
に
極
ま
る
。「
し
た
が
っ
て
『
偶
然
的
』
で
あ
る
世
界
の
定
立
に
は
、『
必
然
的
で
』
端
的
に

不
可
疑
で
あ
る
わ
た
し
の
純
粋
自
我
と
自
我
生
の
定
立
が
対
立
す
る
」（III

87

）。
な
る
ほ
ど
、
事
物
と
し
て
の
超
越
が
体
験
と
し
て
の

内
在
の
志
向
的
相
関
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
超
越
あ
る
い
は
現
象
が
観
念
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
現
象
学
的
超
越
論
的
観
念
論
が
や
は
り
経
験
的
実
在
論
と
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
示
す
る
、
現
象
学
的
な

仕
方
で
の
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
体
験
を
意
識
や
自
我
と
交
換
可
能
な
概
念
と
し
て
用
い
て
い

る
こ
と
は
や
は
り
拙
速
で
あ
る
と
い
う
そ
し
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
内
在
と
超
越
に
は
、
な
る
ほ
ど
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
純
粋
意
識
に
対
す
る
与
え
ら
れ
方
の
差
異
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
在
と
超
越
と
が
截
然
と
対
立
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
体
験
そ
の
も
の
が
純
粋
意
識
で
あ
る
と
い
う
取
り
違
え
が
生
じ
て
し
ま
う
⑸
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
現
象
学

は
純
粋
意
識
を
絶
対
化
・
実
体
化
す
る
絶
対
的
観
念
論
や
形
而
上
学
的
観
念
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
誤
解
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
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る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
現
象
学
を
こ
う
し
た
誤
解
や
批
判
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
は
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
節

現
象
学
に
よ
る
超
越
論
的
観
念
論
の
変
貌

現
象
学
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
意
識
と
世
界
と
の
志
向
的
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
相
関
者
で
あ

る
世
界
を
、
単
に
認
識
論
的
な
相
関
者
と
し
て
の
自
然
科
学
的
世
界
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
自
然
科
学
的
世
界
を
も
含
め
た
意
味
の
宇
宙

と
し
て
露
わ
に
し
た
。
超
越
論
的
観
念
論
が
結
合
す
る
経
験
的
実
在
論
の
内
実
を
い
っ
そ
う
豊
か
に
具
体
的
主
題
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
観
念
論
と
し
て
の
現
象
学
は
、
伝
統
的
な
カ
ン
ト
的
超
越
論
的
観
念
論
を
拡
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
と
し
て
の
内
在
の
絶
対
性
の
強
調
は
、
必
ず
し
も
現
象
学
の
内
実
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
意
識
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
実
体
化
す
る
絶
対
的
観
念
論
や
形
而
上
学
的
観
念
論
と
い
う
批
判
を
招

く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
よ
る
も
の
に
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
⑹
。
こ
こ
で
は
、

一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
二
一
年
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
の
草
稿
を
集
成
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
三
六
巻
『
超
越
論
的
観
念
論
』

に
定
位
し
て
、
現
象
学
に
よ
る
超
越
論
的
観
念
論
の
変
貌
の
内
実
を
照
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
超
越
論
的
観
念
論
』
で
の
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
証
明
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。『
イ
デ
ー

ン
Ⅰ
』
が
招
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
超
越
論
的
観
念
論
に
対
す
る
誤
解
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。『
超
越
論
的
観
念
論
』

で
の
証
明
の
特
徴
を
あ
ら
か
じ
め
示
し
て
お
け
ば
、
基
本
的
な
性
格
、
す
な
わ
ち
、
意
識
の
絶
対
性
と
超
越
の
相
対
性
と
い
う
性
格
そ
の

も
の
が
根
本
的
に
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
際
に
、
理
念
的
意
識
で
は
な
く
現
実
的
意
識
が
重
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
意
識
の
特
徴
と
し
て
そ
の
身
体
性
が
強
調
さ
れ
る
に
至
る
。
さ
ら
に
、
身
体
性
と
事
物
の
多
様
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な
与
え
ら
れ
方
か
ら
相
互
主
観
性
と
い
う
主
題
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、『
超
越
論
的
観
念
論
』
で
の
証
明
の
特
徴
は
、

身
体
性
の
重
視
と
そ
れ
と
関
連
し
た
相
互
主
観
性
を
超
越
論
的
主
観
の
本
質
的
要
素
と
し
て
の
組
み
入
れ
で
あ
る
。
し
か
も
、
身
体
性
と

相
互
主
観
性
が
超
越
論
的
観
念
論
の
不
可
欠
の
契
機
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
論
的
観
念
論
そ
の
も
の
が
変
貌
を
遂
げ
る
に
至
る
の

で
あ
る
。

『
超
越
論
的
観
念
論
』
の
五
番
「
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
」（X

X
X

V
I

73−
9

）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
が
公
刊
さ

れ
た
の
と
同
じ
、
一
九
一
三
年
夏
学
期
の
「
自
然
と
精
神
」
の
講
義
で
も
や
は
り
、
超
越
論
的
観
念
論
の
基
本
的
性
格
は
変
更
さ
れ
て
い

な
い
。「
実
在
的
世
界
の
存
在
は
意
識
の
存
在
に
と
っ
て
偶
然
的
で
あ
る
。
意
識
、
可
能
的
内
在
的
存
在
の
領
分
が
、
な
ん
ら
か
の
超
越

的
実
在
性
な
し
で
、
現
実
存
在
で
き
る
一
方
で
、
超
越
的
な
も
の
の
存
在
は
終
始
意
識
の
存
在
に
依
存
的
で
あ
る
」（X

X
X

V
I

79

）
と

い
う
箇
所
に
よ
っ
て
そ
れ
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
形
相
的
、
理
念
的
対
象
と
個
体
的
、

事
実
的
対
象
の
区
別
と
、
後
者
に
対
す
る
現
勢
的
意
識
の
必
要
性
の
強
調
で
あ
る
。「
個
体
的
対
象
は
、
そ
れ
〔
個
体
的
対
象
〕
に
『
関

係
づ
け
』
ら
れ
て
い
る
自
我
な
い
し
現
勢
的
意
識
が
実
存
す
る
こ
と
な
し
に
実
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
形
相
的
対
象
は
、

単
に
そ
れ
〔
形
相
的
対
象
〕
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
意
識
の
可
能
的
実
存
を
要
求
す
る
に
す
ぎ
な
い
」（X

X
X

V
I

74

）。
と
い
う

の
は
「
事
物
の
実
存
の
想
定
、
理
念
的
可
能
性
に
現
実
的
に
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
と
い
う
想
定
は
、
理
性
的
想
定
で
あ
る
べ
き
な
ら

ば
、
そ
の
た
め
に
は
事
物
を
経
験
す
る
意
識
の
理
念
的
可
能
性
で
は
十
分
で
は
な
く
、
現
勢
的
に
経
験
す
る
意
識
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の

事
物
へ
の
経
験
関
係
に
お
い
て
現
実
に
存
在
す
る
自
我
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」（X

X
X

V
I

76

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
現
象
学
に
よ

る
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
は
新
た
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
的
に
実
存
す
る
事
物
は
現
実
的
に
実
存
す
る
意
識
に
依
存
す

る
、
と
。

超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
の
新
し
い
定
式
の
内
実
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
事
物
の
現
実
的
実
存
と
そ
れ
に
対
応
す
る
現
勢
的
現
実
的
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意
識
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
超
越
論
的
観
念
論
』
に
収
録
さ
れ
た
草
稿
の
な

か
で
最
も
長
大
な
六
番
に
分
類
さ
れ
た
、
一
九
一
五
年
夏
学
期
講
義
に
由
来
す
る
草
稿
に
定
位
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
事
物
の
現
実
的
存

在
の
源
泉
は
、
知
覚
で
あ
る
。「
知
覚
は
、
現
存
在
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
理
性
主
張
に
と
っ
て
の
究
極
的
権
利
源
泉
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
知
覚
は
最
も
原
的
な
経
験
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（X

X
X

V
I

86

）。
さ
ら
に
こ
の
「
最
も
原
的
な
経
験
」
と
し
て
の
知
覚
の
も
つ

方
位
性
が
際
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
ら
ゆ
る
そ
う
し
た
知
覚
、
な
い
し
は
知
覚
位
相
は
そ
の
方
位
づ
け
零
点
を
伴
い
、
方
位
づ

け
の
様
態
を
伴
う
…
…
」（X

X
X

V
I

94

）。
こ
う
し
て
現
勢
的
現
実
的
意
識
が
知
覚
の
「
方
位
づ
け
の
零
点
」、
つ
ま
り
、
知
覚
が
そ
こ

を
出
発
点
と
し
て
調
和
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る
関
係
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
そ
の
際
、
つ
ね
に
〈
注
〉
意
す

べ
き
で
あ
る
の
は
、
方
位
づ
け
と
射
影
す
る
現
出
は
不
可
分
に
共
属
し
て
お
り
、
方
位
づ
け
へ
の
関
係
は
あ
ら
ゆ
る
現
出
構
成
要
素
に
同

じ
仕
方
で
つ
き
ま
と
う
」（X

X
X

V
I

95
）。
そ
の
上
で
、
こ
の
草
稿
で
も
や
は
り
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
の
定
式
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。「
し
た
が
っ
て
、
世
界
は
、
そ
れ
〔
世
界
〕
を
経
験
す
る
自
我
が
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
実
存
で
き
る
と
言
う
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、『
世
界
が
実
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
真
理
は
原
理
的
な
根
拠
づ
け
可
能
性

な
し
に
は
無
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
根
拠
づ
け
可
能
性
は
、
定
立
的
に
こ
の
世
界
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
勢
的

自
我
を
前
提
す
る
」（X

X
X

V
I

119

）。

で
は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
の
新
し
い
定
式
化
の
核
心
で
あ
る
知
覚
の
方
位
づ
け
の
零
点
と
し
て
の
現
勢
的
意
識
な
い
し
現
勢
的

自
我
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
四
年
か
一
九
一
五
年
に
成
立
し
た
『
超
越
論
的
観
念
論
』
の
七
番
に
分

類
さ
れ
た
草
稿
で
は
、
現
実
的
意
識
が
身
体
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
事
物
世
界
の
経
験
の
可
能
性
は
…
…
経

験
す
る
者
自
身
は
、
こ
の
世
界
の
中
に
身
体
を
も
つ
者
で
あ
る
か
ぎ
り
で
経
験
さ
れ
る
世
界
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
」

（X
X

X
V

I
133

）。
こ
こ
に
至
っ
て
超
越
論
的
次
元
を
有
す
る
意
識
が
、
す
な
わ
ち
、
世
界
に
対
す
る
意
識
が
、
再
び
世
界
の
中
の
意
識

変貌した超越論的観念論としての現象学 ― １５２ ―



と
し
て
世
界
内
に
身
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
を
可
能
に
す
る
意
識
が
、
世
界
を
可
能
に
す
る
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
世

界
を
現
実
的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
現
実
的
世
界
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
意
識
が

身
体
を
具
え
て
世
界
内
に
具
体
化
す
る
。
こ
れ
が
身
体
的
主
観
性
で
あ
り
、
方
位
づ
け
の
零
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
在
的
対
象
は
、
こ

の
方
位
づ
け
の
零
点
と
し
て
の
身
体
的
主
観
性
に
対
し
て
無
限
の
射
影
の
多
様
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
出
の
無
限
の
多
様
と

身
体
的
主
観
性
と
の
相
関
が
調
和
的
に
進
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
実
在
的
世
界
の
実
存
を
証
示
す
る
こ
と
に
な
る
。「
実
在
的
存
在
は
お

よ
そ
事
実
的
に
存
在
す
る
認
識
主
観
性
だ
け
で
は
な
く
、
実
在
的
存
在
を
要
求
す
る
、
あ
る
い
は
、
実
在
的
世
界
の
存
在
は
同
時
に
、
こ

の
世
界
に
お
け
る
相
関
的
な
認
識
主
観
性
が
身
体
的
主
観
性
、
人
間
的
主
観
性
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
だ
け
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
」（X

X
X

V
I

132

）。

現
実
的
に
実
存
す
る
事
物
は
現
実
的
に
実
存
す
る
意
識
に
依
存
す
る
と
い
う
超
越
論
的
観
念
論
の
新
し
い
証
明
は
、
現
実
的
に
実
存
す

る
意
識
を
現
実
的
に
実
存
す
る
世
界
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
身
体
的
主
観
性
の
成
立
に
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
あ
ら
ゆ
る
事
実
的
存
在
の
、
あ
ら
ゆ
る
『
個
体
的
』
存
在
（
自
然
的
事
態
、
関
係
な
ど
を
含
む
）
の
実
存
は
、
認
識
す
る
な
い
し
は
認

識
能
力
の
あ
る
主
観
の
必
然
的
共
実
存
を
要
求
す
る
」（X

X
X

V
I

140

）。
こ
の
よ
う
に
現
実
的
に
実
存
す
る
世
界
は
、
そ
の
事
物
の
知

覚
が
身
体
と
相
関
す
る
射
影
の
無
限
の
多
様
性
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
わ
た
し
と
同
じ
よ
う
に
身
体
を
伴
っ
て
世

界
の
中
に
生
き
る
異
他
的
な
主
観
が
共
存
す
る
こ
と
を
も
存
立
の
条
件
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
の
超
越

論
的
意
識
の
身
体
化
と
し
て
の
わ
た
し
の
身
体
的
主
観
性
と
相
関
す
る
現
出
の
多
様
の
調
和
的
進
行
だ
け
で
は
、
あ
く
ま
で
わ
た
し
に
と

っ
て
の
実
在
的
世
界
の
実
存
が
証
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
だ
け
に
と
っ
て
の
実
在
的
世
界
の
実
存
が
、
文
字
通

り
、
実
在
的
世
界
が
わ
た
し
に
と
っ
て
の
み
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
端
的
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
実
在
的
世
界

の
実
存
と
は
、
世
界
が
誰
に
と
っ
て
も
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
そ
も
そ
も
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
の
み
実
存
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す
る
私
秘
的
実
在
的
世
界
な
ど
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
的
主
観
性
と
実
在
的
世
界
の
同
時
成
立
は
、
わ
た
し
の
身
体
的

主
観
性
と
異
他
的
身
体
的
主
観
性
と
に
よ
る
現
出
の
調
和
的
進
行
の
相
互
確
認
、
す
な
わ
ち
、
自
我
の
多
性
あ
る
い
は
複
数
化
を
そ
の
内

実
と
す
る
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
。「
…
…
自
我
の
多
性
の
想
定
は
感
情
移
入
の
実
在
的
可
能
性
の
想
定
、

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
に
と
っ
て
の
統
一
的
現
出
世
界
の
想
定
を
前
提
す
る
。
い
ま
や
さ
ら
に
、
人
は
こ
う
言
う
か
も
し
れ
な
い
、
あ
ら

ゆ
る
自
我
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
我
が
自
分
の
世
界
に
合
流
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
現
出
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
」（X

X
X

V
I

123

）。

な
る
ほ
ど
、
こ
の
自
我
の
多
性
と
現
実
的
世
界
の
成
立
と
い
う
現
象
学
に
と
っ
て
枢
要
な
問
題
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
感
情
移
入

に
よ
っ
て
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
相
互
主
観
性
論
の
可
能
性
そ
の
も
の
の
検
討
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
そ
の
ほ

か
の
膨
大
な
資
料
の
精
査
を
必
要
と
す
る
巨
大
な
課
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
体
性
と
相
互
主
観
性
の
問
題
は
、
現
実
に

実
存
す
る
世
界
の
現
実
的
に
実
存
す
る
意
識
へ
の
依
存
と
い
う
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
の
新
し
い
定
式
化
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

超
越
論
的
観
念
論
に
と
っ
て
解
明
を
求
め
ら
れ
る
不
可
避
の
課
題
で
あ
り
、
け
っ
し
て
必
ず
し
も
論
じ
る
必
要
の
な
い
派
生
的
な
問
題
な

ど
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
性
と
相
互
主
観
性
が
超
越
論
的
観
念
論
本
来
の
主
題
と
し
て

超
越
論
的
観
念
論
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
の
意
識
と
同
じ
く
超
越
論
的
次
元
を
有
す
る
意
識
の
共
実
存
、
す
な
わ

ち
、
超
越
論
的
主
観
性
の
複
数
性
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
現
実
的
世
界
の
成
立
が
十
全
に
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意

味
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、「
超
越
論
的
主
観
の
有
限
性
を
意
識
し
た
形
式
」⑺
の
超
越
論
的
観
念
論
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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む

す

び

カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
は
、
経
験
的
実
在
論
を
認
識
論
的
に
解
明
す
る
た
め
の
立
場
で
あ
る
経
験
的
観
念
論
と
超
越
論
的
実
在
論
に
対

す
る
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
経
験
的
実
在
論
と
結
合
す
る
超
越
論
的
観
念
論
に
至
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学

の
大
き
な
意
義
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
た

経
験
的
実
在
論
の
言
う
経
験
は
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
狭
い
意
味
で
の
経
験
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
経
験
的
実
在
論
に
お
い
て
経
験
さ
れ
て

い
る
世
界
と
は
、
自
然
法
則
に
従
う
科
学
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
の
基
本
的
性
格
を
踏
襲
し
、
そ
れ
自
体
や
は
り
経
験
的
実
在
論
と
結
合
す
る

超
越
論
的
観
念
論
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、
超
越
論
的
と
経
験
的
と
を
対
概
念
と
し

て
い
な
い
。
超
越
論
的
と
い
う
概
念
の
対
概
念
は
、
自
然
的
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
経
験
的
実

在
と
は
、
自
然
的
態
度
と
相
関
す
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

現
象
学
的
還
元
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
意
識
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
意
味
の
宇
宙
と
し
て
の
現
象

で
あ
る
こ
と
が
露
わ
に
さ
れ
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
意
識
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
、
意
識
と
相
関
関
係
に
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
観
念
性
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
象
学
が
超
越
論
的
次
元
を
有
す
る
意
識
と
の

相
関
関
係
を
通
し
て
主
題
と
す
る
の
は
、
も
は
や
科
学
的
世
界
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
世
界
一
般
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
多
様
な
意
味
の
無
限
の
宇
宙
と
し
て
の
世
界
を
主
題
と
し
て
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
伝
統
的
な
超

越
論
的
観
念
論
の
主
題
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、『
超
越
論
的
観
念
論
』
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
実
に
実
存
す
る
世
界
の
現
実
的
に
実
存
す
る
意
識
へ
の
依
存
と
い
う

超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
の
新
し
い
定
式
化
を
行
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
伝
統
的
な
超
越
論
的
観
念
論
の
基
本
性
格
を
損
な
う

こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
新
た
に
身
体
性
と
相
互
主
観
性
と
を
超
越
論
的
観
念
論
の
本
来
的
主
題
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
は
、
現
象
学
を

超
越
論
的
主
観
性
の
有
限
性
を
意
識
す
る
超
越
論
的
観
念
論
へ
と
変
貌
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
本
論
考
が
論
じ
た
、
現
象
学
に
よ
る
超
越
論

的
観
念
論
の
変
貌
は
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
が
扱
う
主
題
を
先
取
り
し
、
そ
の
思
索
の
一
貫
性
と
整
合
性
を
証
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
意
識

の
身
体
化
の
問
題
は
、
最
晩
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
の
な
か
で
人
間
的
主
観
性
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て

先
鋭
化
し
て
主
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
相
互
主
観
性
の
問
題
は
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
第
五
省
察
で
の
相
互
主
観
性
論
が
、
現
象
学

に
付
加
的
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
必
然
性
と
整
合
性
を
も
っ
て
主
題
的
取
り
扱
い
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
事
象
の
萌
芽
に
ほ
か

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註
引
用
に
際
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana

）
に
よ
り
文
中
に
直
接
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
し
た
。
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
い
第
一
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
と
し
て
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字

で
挿
入
し
た
。
引
用
文
中
の
〈

〉
は
編
者
に
よ
る
補
足
、〔

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
な
ど
に
よ
る
強
調
は
引
用
に
よ

っ
て
脈
絡
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
す
べ
て
無
視
さ
れ
て
い
る
。

⑴

こ
う
し
た
四
つ
の
哲
学
的
立
場
、
す
な
わ
ち
、
経
験
的
実
在
論
、
経
験
的
観
念
論
、
超
越
論
的
実
在
論
、
超
越
論
的
観
念
論
の
区
分
と
整
理
に
つ

い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
川
島
秀
一
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
哲
学
の
理
念
」（『
人
文
学
』
第
百
五
十
八
号
、
一
九
九
五
年
）
一
│

二
七
頁
。

超
越
論
哲
学
の
基
本
性
格
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
本
節
の
議
論
は
、
こ
の
論
文
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

川
島
は
、
カ
ン
ト
の
『
遺
稿
（O

pus
postum

um

）』
を
踏
ま
え
「
超
越
論
哲
学
の
最
高
の
立
場
」
あ
る
い
は
「
最
高
の
立
場
に
お
け
る
超
越
論

哲
学
」
と
し
て
「
超
越
論
哲
学
は
結
局
、
実
践
的
超
越
論
的
実
在
論
と
し
て
の
道
徳
的
人
間
存
在
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
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（
同
論
文
、
二
〇
│

七
頁
参
照
）。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
的
立
場
を
考
察
す
る
際
に
も
示
唆
に
富
む
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
本
論
文
の
範
囲
を

大
き
く
超
え
る
た
め
、
改
め
て
論
ず
べ
き
課
題
と
し
た
い
。

な
お
、
こ
う
し
た
四
つ
の
哲
学
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ソ
ン
も
ま
た
、
特
に
超
越
論
の
二
つ
の
形
式
と
し
て
超
越
論
的
実
在
論
と
超
越
論

的
観
念
論
を
対
比
的
に
論
じ
て
い
る
。C

f.
A

llison,
H

.
E

.,
K

ant’s
T

ranscendental
Idealism

.
A

n
Interpretation

and
D

efense,
R

evised
and

E
nlarged

E
dition,

Y
ale

U
niversity

Press,
2004,

pp.20−
49.

⑵

こ
う
し
た
内
と
外
に
関
し
て
、
経
験
的
内
と
外
と
超
越
論
的
内
と
外
が
取
り
違
え
ら
れ
、
行
動
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観

念
論
の
独
自
性
も
ま
た
実
質
的
観
念
論
の
一
種
と
誤
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
主
張
す
る
の
は
ア
リ
ソ
ン
で
あ
る
。A

llison,
H

.
E

.,
ibid.

⑶

川
島
、
前
掲
論
文
、
五
頁
以
下
。

⑷

現
象
学
と
自
然
主
義
に
つ
い
て
は
、
ザ
ハ
ヴ
ィ
が
明
解
な
見
通
し
を
与
え
て
い
る
。Zahavi,

D
.,

N
aturalized

Phenom
enology,

in
:

S.
G

allagher

and
D

.
Schm

icking

（eds.
）,H

andbook
of

P
henom

enology
and

C
ognitive

Science,
Springer,

2010,
pp.3−

19.

と
り
わ
け
、
前
半
部
の
『
厳

密
学
と
し
て
の
哲
学
』
で
の
体
系
的
反
自
然
主
義
の
試
み
の
論
述
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
古
典
的
な
強
い
自
然
主
義
に
対
す
る
現
象
学
の
取

り
組
み
を
よ
く
整
理
し
て
い
る
。

⑸

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
意
識
の
相
関
関
係
は
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
至
っ
て
エ
ゴ
│

コ
ギ
ト
│

コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ
ム
の
三
肢
構
造
と
し
て
改

め
て
定
式
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（I

71
ff.

）。

⑹

テ
ン
ゲ
イ
は
超
越
論
的
観
念
論
の
証
明
を
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
証
明
と
『
超
越
論
的
観
念
論
』
で
の
証
明
と
の
二
種
類
に
区
別
し
て
い
る
。

T
engelyi,

L
.,

D
er

m
ethodologische

T
ranszendentalism

us
der

Phänom
enologie,

in
:

C
.

Ierna
et

al.

（eds.

）,P
hilosophy,

P
henom

enology,

Sciences,
Springer,

2010,
S

.135−
153.

⑺

Z
ahavi,

D
.,

Phänom
enologie

und
T

ranszendentalphilosophie,
in

:
G

.
Figal

und
H

.-H
.

G
ander

（hrsg.

）,H
eidegger

und
H

usserl.
N

eue

Perspektiven,
V

ittorio
K

losterm
ann,

2009,
S.94.
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