
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
無
前
提
性
の
問
題

島

田

喜

行

は

じ

め

に

本
論
の
目
的
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm
und

H
usserl

）
現
象
学
の
基
本
テ
ー
ゼ
の
一
つ
で
あ
る
「
無
前
提
性V

oraussetzungslosig-

keit

」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
、『
論
理
学
研
究
』（
一
九
〇
〇
／
〇
一
）
に
お
い
て
、
自
ら
新
た
に
創
設
し
た
学
問
を
「
現
象
学
」
と
呼
ん
だ
と
き
、

現
象
学
の
学
問
性
格
と
し
て
提
示
さ
れ
た
概
念
が
「
無
前
提
性
」（X

IX
/1,24

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
無
前
提
性
と
い
う
性
格
は
、
フ
ッ
サ

ー
ル
が
現
象
学
を
打
ち
立
て
た
推
進
力
と
も
言
う
べ
き
、
諸
学
問
の
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
の
も
と
で
そ
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
る
。
い
っ

そ
う
詳
し
く
言
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
諸
学
問
の
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
、
な
ぜ
「
現
象
学
的
還

元
」
と
い
う
新
た
な
学
問
的
方
法
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
の
も
と
で
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
る
。

諸
学
問
の
基
礎
づ
け
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
現
象
学
的
還
元
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
現
象
学
を
開
始
す

る
た
め
に
必
須
の
こ
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
ほ
ど
、
頭
を
悩
ま
せ
た
問
題
は
な
い
⑴
。
こ
の
こ
と
は
、
現
象
学
的
還
元
が
は
じ

め
て
体
系
的
に
論
じ
ら
れ
た
『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
に
つ
い
て
の
諸
構
想
第
一
巻
│
│
純
粋
現
象
学
へ
の
全
般
的
序
論
│
│
』
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（
一
九
一
三
）
か
ら
最
晩
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
問
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
一
九
三
六
）
に
い
た
る
ま
で
、
繰
り
返
し
、
現
象

学
的
還
元
が
主
題
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
証
示
さ
れ
る
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
学
的
還
元
は
│
│
少
な
く
と
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
望
む
よ
う
な
形
で
は
│
│

一
般
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
本
論
の
主
題
で
あ
る
無
前
提
性
と
い
う
学
問
性
格
に
つ
い
て
の
理
解
も
ま
た
、
同
様

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、G

ill

（M
ichael

B
.G
ill

）
の
「
道
徳
現
象
学m

oral
phenom

enology

」
を
考
察
の
手
引
き
と
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
無
前
提
性
の
意
味
を
、「
理
論
負
荷
的
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

考
察
の
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、G

ill

の
「
可
変
性
と
道
徳
現
象
学
」⑵
（
以
下
、「
道
徳
現
象
学
」
論
文
と
略
記
す
る
）
を

取
り
上
げ
、G

ill

が
道
徳
現
象
学
の
実
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
バ
ト
ラ
ー
（Joseph

B
utler

）、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Søren

A
abye

K
i-

erkegaard

）、
カ
ド
ワ
ー
ス
（R

alph
C
udw

orth

）、
ク
ラ
ー
ク
（Sam

uel
C
larke

）
に
よ
る
理
論
を
比
較
す
る
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
比
較

に
お
い
て
、G

ill

が
い
か
な
る
仕
方
で
、
道
徳
的
経
験
は
そ
の
者
が
理
論
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
た
め
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
道
徳
現
象
学
と
そ
れ
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
理
論
は
一
括
り
の
も
の
と
し
て
相
互
に
束
ね
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
道
徳
現
象
学
は
方
法
論
上
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
先
行
的
優
先
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を

提
出
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
一
節
）。

次
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
倫
理
学
入
門

1920/24

夏
学
期
講
義
』（
以
下
、『
倫
理
学
入
門
』
と
略
記
す
る
）
に
お
け
る
、
フ
ッ
サ

ー
ル
に
よ
る
バ
ト
ラ
ー
、
カ
ド
ワ
ー
ス
、
そ
し
て
ク
ラ
ー
ク
に
対
す
る
批
判
を
と
り
あ
げ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
批
判
を
土
台
と
し
て
、

G
ill

の
道
徳
現
象
学
に
か
ん
す
る
批
判
を
検
討
す
る
た
め
に
、
超
越
論
的
現
象
学
の
立
場
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
超

越
論
的
現
象
学
が
無
前
提
性
と
い
う
学
問
性
格
に
お
い
て
、
い
か
な
る
意
味
で
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
方
法
論
上
の
先
行
的
優
位
性
を

主
張
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
を
あ
た
え
て
み
た
い
（
第
二
節
）。
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第
一
節

G
ill

の
道
徳
現
象
学

G
ill

が
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
の
立
場
を
論
じ
る
際
に
採
用
す
る
観
点
が
「
道
徳
現
象
学
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
道
徳
現
象
学
」
論
文
に

は
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
明
確
な
定
義
が
出
て
こ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
本
論
文
の
一
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
ハ
チ
ソ
ン
と
ヒ
ュ
ー
ム

に
お
け
る
道
徳
現
象
学
」（『
哲
学
史
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第

巻
）
の
序
論
で
の
定
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

わ
た
し
が
こ
の
論
文
の
な
か
で
使
用
す
る
術
語
で
あ
る
道
徳
現
象
学
と
は
、
道
徳m

orality

に
か
ん
す
る
わ
た
し
た
ち
の
経
験
に

つ
い
て
の
研
究
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
人
称
の
視
点
か
ら
経
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
」
道
徳
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。

「
具
体
的
な
道
徳
的
経
験
の
特
徴
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
の
研
究
、「
人
間
の
道
徳
的
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
接
近
可
能
な
特
徴
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
⑶
。

彼
が
「
道
徳
現
象
学
」
論
文
で
も
こ
の
定
義
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、「
道
徳
現
象
学
」
論
文
の
課
題
を
見
て
お
こ

う
。

G
ill

に
よ
れ
ば
、
多
く
の
道
徳
哲
学
者
が
「
現
象
学
的
な
主
張
を
哲
学
的
探
究
の
出
発
点
と
し
て
使
用
し
て
き
た
」。
そ
の
際
、「
道
徳

現
象
学
と
い
う
観
点
は
道
徳
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
十
全
的
な
説
明
が
そ
こ
の
係
留
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
錨
と
み
な
さ
れ
て
き

た
」。
こ
れ
に
対
し
てG

ill

は
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
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道
徳
哲
学
者
が
伝
統
的
に
そ
れ
に
与
え
よ
う
と
試
み
た
目
的
を
十
分
果
た
す
ほ
ど
、
道
徳
現
象
は
普
遍
的
で
強
固
な
も
のrobust

な
の
だ
ろ
う
か
。〔
と
い
う
の
も
、〕
道
徳
に
つ
い
て
の
個
人
的
な
経
験
〔＝

一
人
称
の
視
点
に
お
け
る
経
験
〕
は
、
次
の
よ
う
な
意

味
で
〔
さ
ま
ざ
ま
に
〕
異
な
る
も
の
で
あ
る
〔
か
ら
だ
〕。
道
徳
現
象
学
が
一
つ
の
道
徳
理
論
を
他
の
理
論
か
ら
優
先
さ
せ
る
に
足

る
理
由
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
そ
の
〔
経
験
の
〕
範
囲
を
大
幅
に
制
限
す
る
と
い
う
意
味
で
、
異
な
る
も
の
で
あ
る

〔
か
ら
だ
〕（p.99

）。

彼
の
こ
の
主
張
を
支
え
る
根
拠
は
こ
う
だ
。「
も
ろ
も
ろ
の
対
立
す
る
道
徳
理
論
を
考
察
す
る
さ
い
に
、〔
道
徳
〕
現
象
学
が
理
論
に
先

立
つpre-theoretic

出
発
点
あ
る
い
は
錨
と
し
て
役
立
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
道
徳
現
象
学
そ
れ
自
体
が
理
論

負
荷
的theory-laden

で
あ
る
か
ら
だ
」。
い
っ
そ
う
端
的
に
言
え
ば
、「
道
徳
現
象
学
は
道
徳
的
理
論
化
の
下
流dow

nstream
of
m
oral

theorizing

に
あ
る
」、
と
。
彼
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
正
し
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
カ
ド
ワ
ー
ス
、
ク
ラ
ー
ク
、
バ
ト
ラ
ー
、
ハ
チ
ソ

ン
〔Francis

H
utcheson

〕、
そ
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
の
な
か
で
道
徳
現
象
学
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
」
を
吟
味
す

る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（cf.p.99

）。
こ
れ
が
、「
道
徳
現
象
学
」
論
文
の
課
題
で
あ
る
。

一
│
一

道
徳
に
つ
い
て
の
経
験
と
規
範
的
権
威
に
つ
い
て
の
経
験
│
│
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
論
│
│

G
ill

の
最
初
の
問
い
は
こ
う
だ
。「
道
徳
に
つ
い
て
の
経
験
に
は
、
規
範
的
権
威
に
つ
い
て
の
経
験
が
本
質
的
な
仕
方
で
含
ま
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
」。
こ
の
「
規
範
的
権
威
」
と
は
、「〔
そ
れ
と
は
〕
反
対
の
仕
方
で
行
為
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
理
由
を
破
棄
す
る
よ
う

な
〔
あ
る
〕
行
為
の
理
由
を
構
成
す
る
」
事
柄
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
道
徳
的
な
行
為
を
選
択
決
定
す
る
さ
い
に
、

「
た
ん
に
本
当
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
決
定
的
に
、
最
終
的
に
、
あ
る
い
は
究
極
的
に
重
要
な
も
の
」
と
し
て
意
識
さ
れ

フッサール現象学における無前提性の問題 ― １４４ ―



る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
（cf.p.102

）。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

G
ill

は
、
バ
ト
ラ
ー
の
道
徳
理
論
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
行
為
に
か
か
わ
る

「
規
範
的
権
威
を
も
つ
よ
う
な
実
践
的
な
熟
慮
は
良
心
に
由
来
す
る
」。
こ
の
「
良
心
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
のdeliverances

of
con-

science
が
道
徳
と
一
致
す
る
」。
こ
の
良
心
に
か
ん
し
て
バ
ト
ラ
ー
は
、「
内
的
な
王
」
や
「
内
な
る
神
の
声
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し

て
い
る
。G

ill
は
、「
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
の
権
威
に
つ
い
て
の
説
明
が
現
象
学
的
主
張phenom

enological
claim

s

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
内
含
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
で
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
現
象
学
的
主
張
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「『
権
威
と
義

務
』
と
は
良
心
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
の
な
か
の
『
構
成
要
素
』
の
一
つ
で
あ
る
」、「
良
心
に
つ
い
て
の
わ
た
し
た
ち
の
経
験
は
権
威

と
義
務
に
つ
い
て
の
経
験
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
は
、「
道
徳
的
知
覚
〔＝

良
心
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
も
の
〕
は
道
徳
的
知
覚
以
外
の
知
覚
か
ら
位
階degree

に
お
い
て
で
は
な
く
種
類kind

に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
」。「
道
徳
に
か
ん

す
る
わ
た
し
た
ち
の
経
験
に
は
、
あ
る
特
別
な
種
類
の
卓
越
性
が
含
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
知
覚
を
反
省
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
気
づ
か
れ
る
」。「
反
省
と
い
う
原
理
が
も
つ
自
然
的
な
権
威
」
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
的
経
験
に
お
け
る
義
務
は
、
わ

た
し
た
ち
に
と
っ
て
「
も
っ
と
も
近
く
に
あ
る
も
の
で
あ
り
親
密
で
あ
る
も
の
、
も
っ
と
も
確
か
な
も
の
で
あ
り
知
ら
れ
て
い
る
も
の
」

で
あ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
道
徳
的
経
験
に
お
け
る
義
務
が
、
権
威
を
も
つ
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、G
ill

は
、
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
論
に
お
け
る
「
道
徳
に
つ
い
て
の
経
験
は
現
象
学
的
に
規
範
的
権
威
に
つ
い
て
の
経
験
と

不
可
分
で
あ
る
」
と
す
る
（cf.pp.102-103

）。

一
│
二

規
範
的
権
威
に
つ
い
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
見
解

G
ill

に
よ
れ
ば
、
こ
の
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
論
に
お
け
る
現
象
学
的
主
張
を
否
定
す
る
道
徳
論
を
展
開
し
た
も
の
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
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る
。
彼
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
恐
れ
と
慄
き
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
道
徳
論
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

『
恐
れ
と
慄
き
』
の
主
題
の
一
つ
は
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
イ
サ
ク
の
聖
書
物
語
」
の
解
釈
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
聖
書
の
物

語
を
手
引
き
に
し
て
、
信
仰
と
倫
理
と
の
差
異
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
イ
サ
ク
を
神
に
捧
げ
よ
う
と
し
た
の
は
「
倫
理

的
な
義
務
」
か
ら
で
は
な
く
、「
神
へ
の
義
務
」
か
ら
で
あ
っ
た
。「
信
仰
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
対
し
て
、
倫
理
的
な
も
のthe

ethical

に

完
全
に
『
反
す
る
こ
と
』
の
う
ち
に
あ
っ
た
も
の
を
要
求
し
た
」⑷
、
と
。

こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、「
前
者
〔
信
仰
〕
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
求
め
た
の
は
、
後
者
〔
倫
理
的
な
も
の
〕

が
禁
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
行
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
端
的
に
言
え
ば
、「
信
仰
が
倫
理
を
破
棄
し
た
」
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
倫
理
的
な
も
の
に
違
反
し
た
。
彼
は
『
道
徳
的
徳
』
を
無
視
し

た
。
し
か
し
彼
に
は
そ
う
す
る
こ
と
が
正
し
か
っ
た
」、
と
。
倫
理
的
な
も
の
は
最
高
の
義
務
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
こ
と
で
あ
れ
、
神
の
命
じ
た
こ
と
を
や
り
ぬ
く
と
い
う
神
へ
の
信
仰
と
義
務
こ
そ
が
最
高
の
も
の
で
あ
る
か

ら
だ
。G

ill

は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
信
仰
と
倫
理
に
か
ん
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
対
し
て
つ
き
つ
け
た
問
題
を
こ
う
要
約
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
は
、
わ
た
し
た
ち
の
道
徳
に
つ
い
て
の
経
験
の
な
か
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
「
倫
理
的
な
も
の
の
神
学
的
差
し
止

め
」
と
い
う
事
態
を
提
示
し
た
、
と
（cf.p.103

）。

こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
取
り
上
げ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
は
、
神
か
ら
直
接
命
令
を
受
け
と
る
人
間
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
事
例
で

あ
り
、
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
論
と
対
比
さ
せ
る
の
に
は
不
適
当
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、G

ill

は
こ
の
批
判

が
、「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
主
眼
を
見
損
な
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
に
よ
っ
て
わ
た

し
た
ち
に
問
い
か
け
よ
う
と
し
た
も
の
は
こ
う
だ
。「
信
仰
を
も
つ
者
は
神
に
対
す
る
義
務
を
至
上
の
実
践
的
命
令
と
し
て
経
験
す
る
」、

「
信
仰
を
も
つ
者
は
規
範
的
権
威
と
し
て
の
倫
理
的
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
何
か
を
経
験
す
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
は
キ
ル
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ケ
ゴ
ー
ル
の
問
い
を
「
倫
理
〔
的
な
も
の
〕
は
信
仰
が
要
求
す
る
も
のdem

ands
of
faith

を
つ
ね
に
黙
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の

か
と
い
う
問
題
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
（cf.p.104

）。

ま
と
め
よ
う
。G

ill

に
よ
れ
ば
、
バ
ト
ラ
ー
の
道
徳
現
象
学
と
し
て
の
良
心
論
に
お
い
て
、
規
範
的
権
威
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の

は
、
良
心
に
由
来
す
る
道
徳
的
義
務
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
道
徳
現
象
学
と
し
て
の
道
徳
論
に
お
い
て
、
規
範
的

権
威
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
は
、
と
き
と
し
て
良
心
に
由
来
す
る
義
務
を
も
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
命
令
を
下
す
神
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
道
徳
現
象
学
の
差
異
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
│
三

規
範
的
権
威
に
つ
い
て
の
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
の
見
解

G
ill

は
一
│
二
の
最
後
で
提
出
さ
れ
た
問
い
を
確
か
め
る
た
め
に
、
バ
ト
ラ
ー
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
バ
ト
ラ
ー
に
影
響
を
与
え
た
理
性
的
直
観
主
義
者
の
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
の
思
想
を
取
り
上
げ
る
。

「
バ
ト
ラ
ー
と
同
様
、
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
は
、
倫
理
的
な
も
の
が
規
範
的
権
威
を
も
つ
と
考
え
た
」。
し
か
し
、
彼
ら
が
、「
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
な
信
仰
と
比
較
不
可
能
な
何
か
を
倫
理
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
」。
こ
の
比
較
不
可
能
な
何
か
を

「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ク
ラ
ー
ク
そ
し
て
カ
ド
ワ
ー
ス
の
全
員
が
同
意
す
る
点
に
注
目
す
る
こ
と
」
か
ら
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が

バ
ト
ラ
ー
に
代
わ
っ
て
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
を
持
ち
出
し
たG

ill

の
狙
い
で
あ
る
。

G
ill

は
、
上
述
の
三
人
が
、「
倫
理
的
な
も
の
は
明
瞭
で
、
把
握
可
能
、
理
解
可
能
で
あ
っ
た
」
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
、
と

述
べ
て
い
る
。「
倫
理
的
な
理
由
か
ら
行
為
す
る
人
間
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ク
ラ
ー
ク
そ
し
て
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
説
明
可
能
な

理
由
か
ら
行
為
す
る
」（cf.p.105

）。
で
は
、
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
の
、
明
瞭
で
、
把
握
可
能
な
倫
理
的
な
も
の
と
は
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
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ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
倫
理
学
の
明
瞭
な
理
解
可
能
性
」
は
、
倫
理
学
と
幾
何
学
と
の
比
較
か
ら
明
白
に
説
明
さ
れ

る
。「
ク
ラ
ー
ク
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
基
本
的
な
倫
理
学
の
原
理
に
対
し
て
与
え
る
『
同
意
』
は
、
わ
た
し
た
ち

が
幾
何
学
的
真
理
に
与
え
る
同
意
に
似
て
い
る
」。
と
い
う
の
も
、
基
本
的
な
倫
理
学
の
原
理
に
も
幾
何
学
的
真
理
に
も
、「
わ
た
し
た
ち

に
対
す
る
自
体
的
明
証
性
」、「
真
理
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
完
全
に
理
解
さ
せ
る
何
か
」
が
あ
る
か
ら
だ
。
い
っ
そ
う
端
的
に
言
え

ば
、
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、「
わ
た
し
た
ち
が
倫
理
学
を
理
性
的
な
思
考
を
通
じ
て
把
握
す
る
」
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
「
幾
何
学
と
倫
理
学
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
明
瞭
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
（cf.pp.105-106

）。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
見
解
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
「
全
面
的
に
で
は
な
い
が
是
認
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
倫
理

的
な
も
の
は
『
万
人
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
』、
あ
る
い
は
『
公
的
にpublic

』
理
解
さ
れ
る
も
の
だ
、
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
述
べ
て
い

る
」。
し
か
し
、
信
仰
と
倫
理
的
な
も
の
（
道
徳
）
と
を
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
信
仰
を
も
つ
人
間

と
し
て
の
「
わ
た
し
た
ち
に
規
範
的
権
威
と
し
て
自
体
的
に
現
前
す
る
も
の
〔＝

信
仰
〕
は
明
瞭
に
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
把
握

不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
に
説
明
す
る
こ
と
も
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
何
か
な
の
で
あ
る
」。
こ
こ
に
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
道
徳
現
象
学
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
テ
ー
ゼ
が
明
確
な
形
で
そ
の
姿
を
現
す
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
的
な
も
の
と
信
仰
と
の

間
に
は
「
架
橋
不
可
能
な
開
き
」
が
存
在
す
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
「
信
仰
と
は
『
パ
ラ
ド
ク
ス
』
で

あ
り
、
信
仰
の
も
と
に
行
為
す
る
人
間
は
、
本
質
的
に
『
私
的
なprivate

』、『
隠
さ
れ
たhidden

』
理
由
か
ら
行
為
す
る
」。
そ
れ
ゆ

え
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
彼
が
す
る
こ
と
を
な
ぜ
す
る
の
か
と
い
う
理
由
を
〔
他
者
に
対
し
て
〕
開
示
す
る
こ
と
も
説
明
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
」（cf.pp.105-106

）。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
行
為
が
倫
理
的
な
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
誰
も
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
の
比
較
考
察
に
も
と
づ
い
て
、G

ill

は
、
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
の
道
徳
現
象
学
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
道
徳
現
象
学
と
の
決
定
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的
な
差
異
、
比
較
不
可
能
な
何
か
を
明
示
で
き
る
と
す
る
。
ク
ラ
ー
ク
に
と
っ
て
、「
神
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
義
務
は
、
他
の
人
間

ま
た
は
わ
た
し
た
ち
自
身
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
義
務
と
同
様
、
明
瞭
に
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
に
お
け
る
神
に
対
す
る
わ
た
し
た
ち
の
義
務
は
「
非
理
性
的
な
受
け
入
れ
」
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
二
つ
の
道
徳
現
象
学
の

決
定
的
な
差
異
、
言
い
換
え
れ
ば
、
比
較
不
可
能
性
は
何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
。G

ill

の
答
え
は
こ
う
だ
、
そ
れ
は
、
二
つ
の
道
徳

現
象
学
が
「
理
論
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
も
のtheoretic

com
m
itm
ents

」
の
差
異
で
あ
る
、
と
（cf.p.107

）。

一
│
四

な
ぜ
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
の
道
徳
現
象
学
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
道
徳
現
象
学
と
異
な
っ
て
い
る
の
か

で
は
、
二
つ
の
道
徳
現
象
学
が
「
理
論
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
も
の
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
何
な
の
か
。
ま
ず
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス

に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

G
ill

に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
考
え
方
（
理
論
）
は
、「
人
間
が
神
の
似
像
に
お
い
て
創
り
出
さ
れ
た
」
と
い
う
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
神
と
人
間
と
の
「
理
性
の
異
種
同
型
性
主
義isom

orphism
of
rationality

」

（p.108

）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ク
ラ
ー
ク
も
カ
ド
ワ
ー
ス
も
、
人
間
と
神
と
が
有
す
る
理
性
の
差
異
を
自
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら

は
、
そ
の
差
異
よ
り
も
む
し
ろ
類
似
性
（
同
型
性
）
を
強
調
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
か
ん
し
て
完
全
な
仕
方
で
理
解
で
き
る
理
性
を
も

つ
神
に
対
し
て
、
人
間
は
不
完
全
な
理
性
し
か
も
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
幾
何
学
の
原
理
に
か
ん
す
る
理
解
は
神
の
理

性
と
相
違
が
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
見
解
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
彼
ら
が
幾
何
学
的
真
理
へ
の
同
意
と
基
本
的
な
倫
理
学
の

原
理
へ
の
同
意
の
類
似
性
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
彼
ら
が
倫
理
的
な
事
柄
に
か
ん
し
て
も
、
神
の
理
性
に
よ
る
理
解
と

の
隔
た
り
や
遠
さ
よ
り
も
む
し
ろ
近
さ
を
主
張
す
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
、
と
す
るG

ill

の
主
張
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
教
を
信
奉
す
る
者
で
あ
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
っ
た
く
反
対
の
考
え
方
（
理
論
）
を
と
る
。
す
な

わ
ち
、「
神
と
人
間
と
の
間
の
不
可
避
的
な
差
異
を
強
調
す
る
」。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。「
人
間
は
堕
落
し
た
被
造
物
で
あ
る
、
罪
に

よ
っ
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
、
神
が
与
え
て
下
さ
っ
た
本
性
を
ダ
メ
に
し
て
し
ま
っ
た
被
造
物
で
あ
る
」、
と
（cf.p.109

）。
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
考
え
方
で
は
、
神
と
人
間
に
つ
い
て
そ
の
近
さ
よ
り
も
、
け
っ
し
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
隔
た
り
と
遠
さ
が
主
張
さ

れ
る
。

G
ill

は
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
理
論
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
考
察
が
前
提
す
る
基
本
的
な
考
え
方
と
そ
の
差

異
│
│
神
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
理
性
を
介
す
る
親
近
関
係
が
主
張
さ
れ
、
他
方
、
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
で
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
隔
た
り
の
自
覚
に
と
も
な
う
隔
絶
関
係
が
主
張
さ
れ
る
と
い
う
差
異
│
│
に
よ
っ
て
、
対
立
す
る
二
つ

の
道
徳
現
象
学
が
成
立
す
る
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
。G

ill

は
、「
道
徳
現
象
学
」
論
文
に
お
い
て
、
ハ
チ
ソ
ン
の
感
情
主
義
的
道
徳
現

象
学
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
考
え
方
│
│
「
ハ
チ
ソ
ン
（
そ
し
て
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
と
ヒ
ュ
ー
ム
）
に
お
け
る
主
導
的
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
道
徳

と
美
と
の
間
」（p.112

）
に
あ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
道
徳
的
経
験
と
美
学
的
経
験
は
と
も
に
感
覚
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
│
│
を
ク
ラ
ー
ク
と
カ
ド
ワ
ー
ス
の
理
性
主
義
的
道
徳
現
象
学
の
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
道
徳
現
象
学
が

成
立
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
例
を
補
足
し
つ
つ
、
道
徳
現
象
学
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。「
道
徳
に
か
ん
す
る
人
間
の
経
験

は
そ
の
者
が
理
論
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（p.113

）。
こ
の
こ
と
は
、
道
徳
に
つ
い
て

の
経
験
を
研
究
す
る
道
徳
現
象
学
に
も
妥
当
す
る
。「〔
道
徳
〕
現
象
学
と
〔
そ
れ
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
〕
理
論
は
一
括
り
の
も
の
と
し

て
相
互
に
束
ね
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
道
徳
現
象
学
そ
れ
自
体
が
理
論
負
荷
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
現
象
学
が
方
法
論
上
、〔
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
〕
先
行
的
優
位
性priority

を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（p.110

）、
と
。
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第
二
節

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学

前
節
で
の
道
徳
現
象
学
に
つ
い
て
の
〈
道
徳
現
象
学
そ
れ
自
体
が
理
論
負
荷
的
で
あ
る
〉
と
い
うG

ill

の
主
張
は
、
妥
当
な
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、〈
現
象
学
が
方
法
論
上
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
先
行
的
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と

い
う
結
論
に
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、
そ
れ
自
体
が
理

論
負
荷
的
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
方
法
論
上
の
先
行
的
優
位
性
を
主
張
で

き
る
と
す
る
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
節
で
の
問
い
が
明
確
化
さ
れ
る
。
そ
の
問
い
と
は
こ
う
だ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
現
象
学
を
こ
の
よ
う
な
理
論
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
か
、
と
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
あ
っ
た
「
理
論
負
荷
的
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
本
論
で
の
定
義
を
明

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

本
論
で
の
「
理
論
負
荷
的
」
と
い
う
語
は
、
ハ
ン
ソ
ン
（N

orw
ood

R
.H
anson

）『
科
学
的
発
見
の
パ
タ
ー
ン
』
に
お
け
る
以
下
の
定

義
に
準
じ
る
。

見
る
こ
と
は
「
理
論
負
荷
的
な
」
試
み
で
あ
る
、
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
の
一
つ
の
意
味
が
で
て
く
る
。
ｘ
に
つ
い
て
の
観
察
は
、

ｘ
に
つ
い
て
の
先
行
的prior

知
識
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
⑸
。

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
何
か
が
見
え
て
い
る
、
何
か
が
観
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
何
か
に
つ
い
て

― １５１ ― フッサール現象学における無前提性の問題



の
知
識
、
何
か
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
知
識
が
あ
ら
か
じ
め
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ペ
リ
カ
ン
を
見
る
と
い
う
経
験
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
見
る
こ
と
（
観
察
経
験
）
に
先
立
っ
て
、
ペ
リ
カ
ン
に
つ
い
て
の
、
今
見
て
い
る
何
か
を
ペ
リ
カ

ン
と
し
て
見
る
た
め
の
、
そ
れ
相
応
の
知
識
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ハ
ン
ソ
ン
は
、
観
察

に
お
け
る
「
理
論
負
荷
的
性
格
」⑹
と
表
現
す
る
。
以
下
、
本
論
で
は
、
こ
の
ハ
ン
ソ
ン
の
理
論
負
荷
性
に
つ
い
て
の
定
義
に
し
た
が
っ

て
、「
理
論
負
荷
的
」
と
い
う
語
を
、
あ
る
経
験
が
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
経
験
と
し
て
わ
た
し
に
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
、
こ
の
経
験
に
先
行
す
る
知
見
、
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。

二
│
一
『
倫
理
学
入
門
』
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
カ
ド
ワ
ー
ス
、
バ
ト
ラ
ー
、
ク
ラ
ー
ク
批
判

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
立
場
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
、
超
越
論
的
現
象
学
とG

ill

に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
道
徳
現
象

学
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、『
倫
理
学
入
門
』
で
論
じ
ら
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
バ
ト
ラ
ー
、
ク
ラ
ー
ク
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の

倫
理
学
説
に
対
す
る
批
判
を
必
要
な
か
ぎ
り
で
確
認
し
て
い
き
た
い
⑺
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
倫
理
学
入
門
』
に
お
い
て
、
一
七
世
紀
の
悟
性
道
徳
論
の
代
表
者
と
し
て
カ
ド
ワ
ー
ス
と
ク
ラ
ー
ク
の
思
想
を
と

り
あ
げ
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
を
神
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
神
学
的
基
礎
づ

け
と
、
倫
理
的
な
善
悪
の
基
準
を
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
「
自
然
本
性
」
へ
の
適
合
と
不
適
合
と
す
る
ク
ラ
ー
ク
の
自
然
本
性
的
基
礎
づ

け
を
批
判
す
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ま
ず
合
理
論
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

「
合
理
論
的rationalistisch

」
と
い
う
表
現
で
理
解
さ
れ
る
の
は
、
理
性
に
つ
い
て
の
学
問
を
経
験
的
で
な
い
も
の
と
し
て
、
し
た
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が
っ
て
純
粋
に
合
理
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
学
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
な
教
説
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、〔
…
…
合
理
論
者
の
〕
理
解
に

よ
れ
ば
、
論
理
学
と
同
様
あ
ら
ゆ
る
真
正
な
倫
理
学
と
価
値
論
は
合
理
的
で
あ
り
、
合
理
論
が
唯
一
可
能
な
教
説
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（X

X
X
V
II,127

）。

こ
の
合
理
論
の
定
義
に
も
と
づ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
を
悟
性
道
徳
論
者
と
み
な
す
。
悟
性
道
徳
論
者
カ
ド
ワ
ー
ス
の

思
想
的
源
流
は
「
す
べ
て
の
合
理
論
の
父
祖
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
」
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
二
人
で
あ
る
。
カ
ド
ワ
ー
ス
は
、
プ
ラ
ト

ン
か
ら
「
数
学
的
真
理
が
も
つ
超
経
験
的
理
念
性
」
と
い
う
考
え
方
を
受
け
継
ぎ
、
ト
マ
ス
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
神

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
と
い
う
考
え
方
を
受
け
継
い
だ
。
そ
の
特
徴
は
、「
合
理
論
の
固
有
独
自
性
を
保
持
す
る
倫
理
的
な
も
の
の
数
学

的
な
も
の
と
の
平
行
化
」
と
い
う
考
え
に
集
約
さ
れ
る
。（vgl.X

X
X
V
II,129

f.

）。
理
性
的
能
力
に
も
と
づ
く
、
こ
の
倫
理
的
な
も
の

と
数
学
的
な
も
の
と
の
並
行
関
係
は
、
前
節
（
一
│
四
）
で
、G

ill

が
指
摘
し
た
カ
ド
ワ
ー
ス
の
道
徳
現
象
学
を
支
え
て
い
る
神
と
人
間

と
の
親
近
関
係
と
い
う
考
え
方
と
同
じ
も
の
で
あ
る
⑻
。

で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
道
徳
現
象
学
の
ど
の
部
分
を
批
判
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
が
、
数
学
的
真
理
で

あ
れ
、
倫
理
的
真
理
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
基
礎
を
説
明
す
る
さ
い
に
、
安
易
に
神
を
持
ち
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
フ

ッ
サ
ー
ル
は
、
真
理
の
基
礎
づ
け
に
か
ん
す
る
こ
の
安
易
な
神
の
持
ち
出
し
を
、「
神
へ
の
逃
走
」
と
表
現
し
、
批
判
す
る
。
こ
こ
で
重

要
な
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
神
の
存
在
を
認
め
な
い
無
神
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
学
問
的
振
る
舞
い
の
素
朴
さ
を
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
神
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
形
而
上
学
的
な
問

い
そ
の
も
の
を
、「
神
の
権
威
」
を
自
明
な
も
の
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
な
し
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
学
説
全
体
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
道
徳
現
象
学
の
先
行
的
知
見
で
あ
る
〈
神
は
存
在
す
る
〉
と
い
う
考
え
方
を
吟
味
す
る

― １５３ ― フッサール現象学における無前提性の問題



こ
と
な
し
に
前
提
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（vgl.X

X
X
V
II,130

ff.

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
る
こ
の
神
の
権
威
の
安
易
な
持
ち
出
し
、
神
へ
の
逃
走
と
い
う
事
態
を
バ
ト
ラ
ー
も
犯
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
す
る
。

こ
こ
で
バ
ト
ラ
ー
（
一
六
九
二
│
一
七
五
二
）
は
、〔
カ
ド
ワ
ー
ス
の
試
み
を
〕
む
な
し
い
仕
方
で
前
進
し
よ
う
と
試
み
た
。
彼
が

情
感A

ffekte
を
、
た
ん
に
力
〔
強
さ
〕
を
も
つ
が
、
い
か
な
る
権
威
も
も
た
な
い
よ
う
な
、
そ
し
て
ま
た
、
権
威
は
も
つ
が
、
あ

い
に
く
十
分
な
力
〔
強
さ
〕
を
も
た
な
い
よ
う
な
も
の
に
区
分
し
た
と
き
、
さ
ら
に
、
彼
が
権
威
の
可
能
力V

erm
ögen

を
良
心
と

同
定
し
た
と
き
、
そ
の
と
き
そ
れ
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
何
も
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
根
本
的
に
、
そ
れ
〔
同

定
〕
は
、
新
た
な
名
前
を
つ
け
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
周
知
の
よ
う
に
、
良
心
は
ま
た
、
誤
る
良
心
で
も
あ
り
う
る
し
、
自

己
批
判
は
、
他
者
批
判
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
欺
く
こ
と
が
あ
り
う
る
。
最
後
に
は
、
バ
ト
ラ
ー
も
こ
の
こ
と
自
体
に
気
づ
い
た
。

権
威
的
な
可
能
力
に
つ
い
て
の
語
り
は
、
な
ぜ
こ
の
可
能
力
が
権
威
を
も
ち
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
権
威
を
も
つ
か
と
い
う
そ
の
根
拠

を
ま
だ
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
、
神
学
者
は
、
自
ら
隠
れ
家
を
利
用
し
て
、
あ
ま
り
に
も
安
易

に
神
を
持
ち
出
す
〔
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
〕（X

X
X
V
II,168

）。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
バ
ト
ラ
ー
批
判
は
、
バ
ト
ラ
ー
が
展
開
し
た
神
学
的
良
心
論
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
不
当
な
批
判
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ロ
ー
ル
ズ
（John

R
aw
ls

）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
論
の
「
実
際
の
ね
ら
い
は
、
日
常

の
生
の
な
か
で
道
徳
や
宗
教
的
実
践
を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
道
徳
的
徳
」
や
「
宗
教
的
実
践
」
の
た
め
の
「
新
た
な

基
礎
を
構
築
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
バ
ト
ラ
ー
の
良
心
論
は
、「
形
而
上
学
や
認
識
論
」
と
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い
っ
た
哲
学
的
問
題
そ
の
も
の
の
神
学
的
基
礎
づ
け
の
再
検
討
を
企
図
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
⑼
。

で
は
、
ク
ラ
ー
ク
に
対
す
る
批
判
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ク
ラ
ー
ク
が
自
ら
の
学
説
（
道
徳
現
象
学
）
を
構
築
す

る
さ
い
に
、
自
明
な
も
の
と
し
て
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に
前
提
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
知
見
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、

倫
理
法
則
が
も
つ
自
然
本
性
に
対
す
る
盲
目
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ー
ク
は
数
学
的
法
則
と
倫
理
法
則
と
の
共
通
性
を

次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

数
学
的
法
則
と
同
様
、
倫
理
法
則
も
事
柄
そ
れ
自
体
に
固
有
の
本
質eigene

N
atur

der
D
inge

selbst

に
由
来
す
る
。
そ
れ
ら
〔
倫

理
法
則
〕
は
、
自
然
本
性
の
法
則
あ
る
い
は
正
し
い
理
性
の
法
則
で
あ
る
。
数
学
的
法
則
と
同
じ
よ
う
に
、
永
遠
に
妥
当
し
絶
対
に

変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
。（X

X
X
V
II,137

）。

ク
ラ
ー
ク
に
と
っ
て
の
倫
理
法
則
の
基
礎
は
、
倫
理
的
な
事
柄
そ
の
も
の
が
も
つ
自
然
本
性
で
あ
る
。
こ
の
自
然
本
性
へ
の
「
適
合
と

不
適
合
」
が
倫
理
的
行
為
の
善
悪
の
基
準
と
な
る
。
こ
の
自
然
本
性
へ
の
適
合
／
不
適
合
は
、
数
学
的
対
象
や
数
学
的
法
則
が
個
人
を
超

え
て
人
間
一
般
に
等
し
く
妥
当
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
類
に
共
通
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（vgl.X

X
X
V
II,137

f.

）。
し
か
し
、
ク
ラ

ー
ク
は
、
数
学
的
法
則
と
倫
理
法
則
の
共
通
性
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
差
異
に
盲
目
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
数
学
的
法
則
の

基
礎
で
あ
る
数
学
的
自
然
本
性
と
倫
理
法
則
の
基
礎
で
あ
る
倫
理
的
自
然
本
性
と
の
差
異
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ク

ラ
ー
ク
は
、
こ
の
差
異
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
な
く
、
数
学
的
法
則
と
倫
理
法
則
の
わ
た
し
た
ち
人
間
に
対
す
る
適
合
／
不
適
合

形
式
の
普
遍
性
と
い
う
考
え
方
を
自
明
な
も
の
と
し
て
前
提
し
て
し
ま
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
先
の
カ
ド
ワ
ー
ス
の
場
合
と
同
じ
仕
方

で
、
ク
ラ
ー
ク
の
学
説
全
体
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
ク
ラ
ー
ク
の
道
徳
現
象
学
の
先
行
的
知
見
で
あ
る
〈
倫
理
法
則
の

― １５５ ― フッサール現象学における無前提性の問題



基
礎
と
な
る
自
然
本
性
〉
と
い
う
考
え
方
が
吟
味
な
し
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
⑽
。

二
│
二

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
無
前
提
性
の
意
味

第
一
節
で
確
認
し
た
、G

ill

に
よ
る
バ
ト
ラ
ー
、
カ
ド
ワ
ー
ス
そ
し
て
ク
ラ
ー
ク
の
道
徳
現
象
学
に
対
す
る
批
判
と
、
本
節
で
確
認
し

た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
彼
ら
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
の
眼
目
に
か
ん
し
て
一
致
す
る
。
い
っ
そ
う
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、G

ill

が
彼
ら
の

理
論
に
つ
い
て
理
論
負
荷
的
と
表
現
し
た
事
態
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
彼
ら
の
学
説
全
体
の
基
礎
と
な
る
先
行
的
知
見
が
吟
味
な
し
に
前

提
さ
れ
て
い
る
と
評
し
た
、
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
で
は
、
彼
ら
の
学
説
を
批
判
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
理
論
負
荷
的
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
（
第
一
の
問
い
）、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
た
道
徳
現
象
学
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
方
法

論
上
の
先
行
的
優
位
性
を
主
張
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
（
第
二
の
問
い
）。
最
後
に
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』（1911

）
の
な
か
で
、
超
越
論
的
現
象
学
の
課
題
を
一
言
で
こ
う
表
現
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、「
学
問
の
真
の
端
緒A

nfang

を
獲
得
す
る
こ
と
」（X

X
V
,11

）
に
他
な
ら
な
い
、
と
。
こ
れ
は
、
一
見
、
自
明
の
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
こ
そ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
学
問
が
真
の
意
味
で
の
学
問
で
あ
る
た
め
の
、
哲
学

が
真
の
意
味
で
の
哲
学
で
あ
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
が
必
須
の
条
件
に
な
り
う
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
に
存

在
す
る
現
象
学
以
外
の
す
べ
て
の
学
問
は
、
こ
の
「
端
緒
」
を
獲
得
し
て
い
る
と
素
朴
に
信
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
、
自
然
科
学
は
、
自
ら
の
研
究
対
象
で
あ
る
自
然
が
、「
己
れ
に
対
し
て
端
的
に
そ
こ
に
存
在
す
る
」
も
の
と
信
じ
込
ん
で
い
る
。
そ

の
結
果
、
自
然
科
学
は
、
そ
の
研
究
の
「
出
発
点
に
か
ん
し
て
素
朴
で
あ
る
」
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
づ
い
て
い
な

い
（vgl.,X

X
V
,13

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
哲
学
と
い
う
特
殊
に
理
論
的
な
営
み
に
か
ん
し
て
は
、
こ
の
自
然
科
学
が
信
じ
切
っ
て
い
る
よ
う
な
素
朴
さ
を
突
破

フッサール現象学における無前提性の問題 ― １５６ ―



す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

な
る
ほ
ど
、
わ
た
し
た
ち
が
普
通
に
、
日
常
の
生
を
生
き
て
い
る
と
き
、
自
然
科
学
の
対
象
で
あ
る
自
然
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、

よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
こ
の
世
界
が
在
る
と
い
う
経
験
を
信
じ
て
疑
う
こ
と
は
な
い
（
こ
の
こ
と
が
疑

わ
し
く
な
る
と
わ
た
し
た
ち
は
、
普
通
に
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
）。
し
か
し
、
真
理
の
探
究
を
そ
の
目
的
と
す
る
哲
学
に
お

い
て
は
、
た
と
え
疑
う
こ
と
が
ど
ん
な
に
ば
か
ば
か
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
不
問
に
付
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常
の
生
に
お
い
て
、〈
こ
の
世
界
が
在
る
と
い
う
経
験
そ
の
も
の
〉
を
疑
う
こ
と
が
ば
か
ば
か
し
い
と
わ

た
し
た
ち
に
思
わ
せ
て
い
る
当
の
も
の
（
そ
の
働
き
）
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
哲
学
と
い
う
営
為
の
端
緒

（
出
発
点
）
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
哲
学
と
い
う
特
殊
な
理
論
的
営
為
だ
け
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
端
緒
を
発
見
す
る
た
め
の
方
法
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

「
現
象
学
的
還
元
」
と
呼
ぶ
。
現
象
学
的
還
元
を
固
有
の
方
法
と
す
る
哲
学
で
あ
る
超
越
論
的
現
象
学
は
、
こ
の
還
元
と
い
う
方
法
と
と

も
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
学
問
的
経
験
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
人
間
の
経
験
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
し
て

こ
の
意
味
に
お
い
て
の
み
、「
哲
学
〔
超
越
論
的
現
象
学
〕
は
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
真
の
端
緒
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
り
、
起
源

U
rsprung

に
つ
い
て
の
学
問
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
真
の
端
緒
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
り
、
わ
た
し
た

ち
人
間
に
と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
か
か
わ
る
「
根
本
的
な
も
のR

adikales

に
つ
い
て
の
学
問
は
、
そ
の
方
法
的
操
作
に
か
ん
し
て

も
根
本
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
厳
し
い
条
件
を
自
ら
に
課
す
。
そ
の
条
件
こ
そ
、「
徹
底
的
な
無
前
提
性radikale

V
orur-

teilslosigkeit

を
い
か
な
る
場
合
に
も
放
棄
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
は
、
既
存
の

ど
ん
な
学
問
的
経
験
か
ら
で
も
、
日
常
の
経
験
か
ら
で
も
な
く
、「
事
象
そ
の
も
の
か
ら
、
問
題
そ
の
も
の
か
ら
」
生
じ
て
く
る
も
っ
と

も
根
本
的
な
事
柄
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
学
問
的
衝
動
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
る
⑾
。
こ
の
学
問
的
衝
動
と
一
体
と
な
っ
た
厳
し
い
条
件
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が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
無
前
提
性
の
意
味
で
あ
る
（vgl.,X

X
V
,61

f.

）。

以
上
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
理
論
負
荷
的
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る

方
法
論
上
の
先
行
的
優
位
性
を
主
張
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
い
に
対
し
て
解
答
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
第
一
の
問
い
に
対
し
て
は
こ
う
答
え
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
全
体
は
、
徹
底
的
な
無
前
提
性
を
い
か
な
る
場
合
に
も
放
棄
し

て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
知
見
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
学
的
に
見
る
こ
と
（
超
越
論
的
現
象
学
を
遂
行
す
る
こ

と
）
に
は
、〈
い
か
な
る
知
識
も
、
自
明
な
も
の
と
し
て
前
提
と
し
な
い
〉
と
い
う
知
見
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
現
象
学
的
還
元
と
い
う

方
法
が
先
行
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
超
越
論
的
現
象
学
も
、
理
論
負
荷
的
で
あ
る
と
い
う
事
態
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
。

し
か
し
、
超
越
論
的
現
象
学
の
〈
い
か
な
る
知
識
も
、
自
明
な
も
の
と
し
て
前
提
と
し
な
い
〉
と
い
う
先
行
的
知
見
は
、
そ
の
徹
底
さ

ゆ
え
に
、
己
れ
自
身
も
例
外
扱
い
す
る
こ
と
は
な
い
。
現
象
学
は
、
本
当
に
真
の
端
緒
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
ら
現
象
学
的
に
見

る
こ
と
が
開
始
さ
れ
て
い
る
か
を
つ
ね
に
自
己
点
検
す
る
こ
と
に
な
る
。
徹
底
的
な
無
前
提
性
を
可
能
に
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
現
象

学
的
還
元
に
は
、
こ
の
自
己
点
検
と
い
う
契
機
が
不
可
分
の
も
の
と
し
て
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
現
象
学
が
そ
の
先
行
的
知
見
に

し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
自
己
の
在
り
方
を
厳
し
く
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
自
覚
が
、
現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
に
必
須
の
契
機
と
し
て
内
蔵
さ
れ
て
い
る
自
己
点
検
機
能
と
一
体
の
も
の
で
あ
る

こ
と
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
す
る
方
法
論
上
の
先
行
的
優
位
を
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
第
二
の
問
い
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

G
ill

の
主
張
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
が
主
張
す
る
「
無
前
提
性
」
や
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
現
象
学
に
と
っ
て

は
自
明
の
モ
ッ
ト
ー
に
対
し
て
、
現
象
学
者
自
身
に
よ
る
反
省
を
促
す
も
の
と
し
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
現
象
学
者
は
、
と
き
に
安
易
に
、
自
ら
し
っ
か
り
と
吟
味
す
る
こ
と
な
し
に
、
現
象
学
の
「
無
前
提
性
」
や
現
象
学
が
先
入
見
な
し

に
「
事
象
そ
の
も
の
」
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
安
易
に
現
象
学
の
モ
ッ
ト
ー
を
口
に
す
る
の

で
は
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
超
越
論
的
現
象
学
の
先
行
的
知
見
と
し
て
の
無
前
提
性
の
意
味
を
確

認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
は
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
超
越
論
的
現
象
学
に
固
有
の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
現
象
学
的
に

見
る
こ
と
が
開
始
さ
れ
る
現
象
学
的
還
元
の
な
か
に
、
必
須
の
契
機
と
し
て
自
己
点
検
機
能
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
理
論
に
対
し
て
方
法
論
上
の
先
行
的
優
位
性
を
も
つ
と
い
う
主
張
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
本
論
は
明
ら
か
に
し
た
。

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
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
表
記
す
る
。

⑴

メ
ル
ロ
ー＝

ポ
ン
テ
ィ
ー
は
、
現
象
学
的
還
元
に
つ
い
て
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
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

― １５９ ― フッサール現象学における無前提性の問題



ち
帰
っ
て
論
じ
た
問
題
も
ほ
か
に
な
い
」（M

erleau-Ponty,M
.,Phénom

énologie
de
la
Perception,

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
述
べ
て
い
る
。

⑵
G
ill,M

.B
.,“V

ariability
and

m
oral

phenom
enology”,

in
:
Phenom

enology
and

the
C
ognitive

Sciences
7,
Springer,

2008,
pp.99-113.

な
お
、
本
論
文
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
の
直
後
に
そ
の
頁
数
を
表
記
す
る
。
本
論
文
の
執
筆
者G

ill

は
、
ア
リ
ゾ
ナ
大
学
哲
学
科
教
員
と
し
て
、

広
く
倫
理
学
に
か
ん
す
る
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。
と
く
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
を
中
心
に
、
本
論
文
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
カ
ド
ワ
ー
ス
や
ク
ラ

ー
ク
と
い
っ
た
理
性
的
直
観
主
義
者
と
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
や
ハ
チ
ソ
ン
と
い
っ
た
道
徳
感
覚
学
派
、
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
双
方
の
影
響
を
受
け
た
バ

ト
ラ
ー
の
良
心
道
徳
論
な
ど
に
つ
い
て
の
著
書
を
執
筆
し
て
い
る
。

⑶

本
論
文
か
ら
の
引
用
は
、
次
のG

ill

に
つ
い
て
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
電
子
資
料
を
使
用
し
た
。http

://m
ichaelbgill.faculty.

arizona.edu/sites/m
ichaelbgill.faculty.arizona.edu/files/M

oral%
20Phenom

%
20in%

20H
utch%

20and%
20H

um
e.pdf.,p.569.

⑷
「
神
は
命
じ
ら
れ
た
。『
あ
な
た
の
息
子
、
あ
な
た
の
愛
す
る
独
り
子
イ
サ
ク
を
連
れ
て
、
モ
リ
ヤ
の
地
に
行
き
な
さ
い
。
わ
た
し
が
命
じ
る
山
の

一
つ
に
登
り
、
彼
を
焼
き
尽
く
す
捧
げ
物
と
し
て
さ
さ
げ
な
さ
い
』」。「
神
が
命
じ
ら
れ
た
場
所
に
着
く
と
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
そ
こ
に
祭
壇
を
築

き
、
薪
を
並
べ
、
息
子
イ
サ
ク
を
縛
っ
て
祭
壇
の
薪
の
上
に
載
せ
た
。
そ
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
手
を
伸
ば
し
て
刃
物
を
取
り
、
息
子
を
屠
ろ
う

と
し
た
」（「
創
世
記
」：22.2,9-10
『
聖
書

新
共
同
訳
』
日
本
聖
書
教
会
、
一
九
九
五
年
、
三
一
頁
）。

⑸

H
anson,

N
.
R
.,
Patterns

of
D
iscovery,

A
n
Inquiry

into
the

C
onceptual

Foundations
of
Science,

C
am
bridge

U
niversity

Press,
1958,

p.19.

Ｎ
・
Ｒ
・
ハ
ン
ソ
ン
『
科
学
的
発
見
の
パ
タ
ー
ン
（
講
談
社
学
術
文
庫744

）』
村
上
陽
一
郎
訳
、
講
談
社
、
一
九
八
六
年
、
四
一
頁
。

⑹

H
anson,op.cit.,p.2.

⑺

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
倫
理
学
入
門
』
に
お
い
て
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
る
懐
疑
主
義
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
思
想
、
古
代
の
快
楽
主
義
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の

倫
理
思
想
と
国
家
論
、
快
楽
主
義
的
倫
理
思
想
、
利
己
主
義
と
し
て
の
快
楽
主
義
、
利
他
的
功
利
主
義
、
一
七
世
紀
の
悟
性
道
徳
と
感
情
道
徳
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
的
道
徳
哲
学
、
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
の
倫
理
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
う
し
た
倫
理
思
想
と
の
批
判
的

対
決
の
な
か
で
、
超
越
論
的
現
象
学
を
土
台
と
す
る
現
象
学
的
倫
理
学
の
可
能
性
を
探
究
し
て
い
る
。
こ
の
探
究
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
生
の
刷

新
の
た
め
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
倫
理
学
」（
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
（
同
志
社
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リhttps:
//doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/17555/?lang＝

0

）。

⑻

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
並
行
関
係
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
も
ろ
も
ろ
の
数
学
的
真
理
は
わ
た
し
た
ち
の
精
神
が
そ
れ
ら
に
従
事
し
て
い

る
か
ど
う
か
に
ま
っ
た
く
関
係
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
に
従
事
す
る
思
惟
す
る
も
の
に
よ
っ
て
創
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設
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
幾
何
学
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
知
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
〔
そ
の
こ
と
と
は
無
関
係
に
〕
そ
れ
自
体

で
実
存
す
る
。
人
倫
性
の
根
本
法
則
も
事
情
は
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
」（X

X
X
V
II,129

）、
と
。

⑼
R
aw
ls
J.,Lectures

on
the

H
istory

ofPoliticalPhilosophy,
Freem

an
S.

（ed.

）,H
arvard

U
niversity

Press,2007,p.417.

ま
た
、
柘
植
尚
則

も
ロ
ー
ル
ズ
と
同
様
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（
柘
植
尚
則
『
良
心
の
興
亡
│
│
近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
研
究
│
│
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二

〇
〇
三
年
、
第
二
章
「
第
一
の
完
成
│
│
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ト
ラ
ー
」
参
照
）。

⑽
『
倫
理
学
入
門
』
に
お
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
学
説
に
つ
い
て
の
批
判
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
批
判
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。

⑾

こ
の
学
問
的
衝
動
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
第
一
哲
学
』（
一
九
二
三
／
二
四
）
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
そ
れ
ら
〔
諸
学
問
〕
は
、
徹

底
的
な
反
省
に
お
い
て
、
認
識
す
る
理
論
的
な
働
き
を
、
固
有
独
自
の
、
最
後
ま
で
熟
慮
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ

え
、
無
前
提
の
端
緒voraussetzungsloser

A
nfang

へ
の
、
あ
る
新
し
い
、
本
当
に
徹
底
的
な
認
識
生
へ
の
哲
学
的
希
求
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

〔
そ
の
希
求
と
は
、〕
絶
対
的
な
正
当
化
に
も
と
づ
い
て
学
問
を
創
設
す
る
生
へ
の
希
求
、
そ
の
な
か
で
哲
学
者
が
、
己
れ
自
身
に
対
し
て
、
絶
対

的
に
善
い
良
心
に
お
い
て
、
認
識
す
る
活
動
者
と
し
て
存
在
し
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
行
為
と
そ
の
な
か
で
働
い
て
い
る
選
択
と
決
意
の
意
味
と
権
利

を
理
解
し
、
責
任
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
生
へ
の
希
求
で
あ
る
」（V

III,11

）、
と
。

― １６１ ― フッサール現象学における無前提性の問題






