
ヴ
ァ
ー
ル
に
お
け
る
瞬
間
と
時
間

樋

口

雄

哉

は

じ

め

に

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
博
士
学
位
の
申
請
に
あ
た
っ
て
、
彼
の
最
初
の
著
作
と
な
る
主
論
文
『
英
米
の
多
元
論
哲
学
』（
一
九
二
〇
）

と
と
も
に
、
副
論
文
と
し
て
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
観
念
の
役
割
』（
一
九
二
〇
）
を
提
出
し
て
い
る
。
後
者
の
論
文
の
ヴ
ァ

ー
ル
は
、
形
而
上
学
的
著
作
に
お
い
て
で
あ
れ
自
然
学
的
著
作
に
お
い
て
で
あ
れ
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
全
体
に
「
諸
事
物
を
瞬
間
の
な
か

に
見
る
」
と
い
う
同
じ
「
努
力
」（R

II,101

）
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
以
降
、「
瞬
間
」
は
、
ヴ

ァ
ー
ル
が
繰
り
返
し
主
題
化
す
る
問
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
概
念
は
、『
プ
ラ
ト
ン
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
研
究
』（
一
九

二
六
）
や
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』（
一
九
三
八
）
と
い
っ
た
著
作
で
取
り
上
げ
な
お
さ
れ
て
い
る
し
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』（
一
九

四
四
）
の
「
序
文
」
で
は
、「
実
在
」
を
示
す
語
の
ひ
と
つ
と
し
て
言
及
さ
れ
る
（EH

T,24

）。

「
瞬
間
」
を
「
実
在
」
と
み
な
す
こ
の
立
場
は
、
一
見
す
る
と
、
諸
瞬
間
の
継
起
と
し
て
表
象
さ
れ
る
時
間
を
「
空
間
化
」
さ
れ
た
時

間
と
し
て
退
け
、
連
続
的
な
持
続
を
実
在
と
み
な
す
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
と
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
実

情
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
他
方
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
を
明
確
に
支
持
し
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
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え
ば
『
形
而
上
学
概
論
』（
一
九
五
四
）
第
一
巻
第
六
部
第
二
章
「
質
的
空
間
、
質
的
時
間
、
質
的
数
」
の
Ｃ
節
「
時
間
」
で
は
、「
生
き

ら
れ
た
時
間
」、「
原
初
的
時
間
」、「
具
体
的
時
間
」
を
め
ぐ
る
哲
学
者
た
ち
の
考
察
を
分
析
し
た
あ
と
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。「
具
体
的
時
間
と
は
、
本
質
的
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
持
続
の
面
か
ら
研
究
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
数
と
の
関

係
を
欠
い
た
こ
の
質
的
不
均
等
性
で
あ
る
」（TM

,307

）。
い
っ
た
い
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
連
続
の
哲
学
者
な
の
だ
ろ
う
か
、
非
連
続
の
哲
学

者
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
両
方
な
の
だ
ろ
う
か
。「
瞬
間
」
の
概
念
に
こ
だ

わ
る
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
持
続
の
概
念
を
支
持
す
る
ヴ
ァ
ー
ル
と
ど
の
よ
う
に
両
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
一
九
九
四
年
に
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
観
念
の
役
割
』
が
再
版
さ
れ
た
と
き
に
付
さ
れ
た
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
序
文
⑴
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
読
解
は
あ
き
ら
か
に
、
哲
学
者

の
思
想
の
外
面
的
な
複
雑
さ
の
根
底
に
あ
る
「
単
一
の
直
観
」⑵
を
捉
え
る
こ
と
、「
共
感
」
す
る
こ
と
を
読
解
上
の
方
法
と
し
て
推
奨
し

た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
講
演
「
哲
学
的
直
観
」
を
参
照
し
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
読
解
は
、『
創
造
的
進
化
』
の
デ
カ
ル
ト

解
釈
に
背
い
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
第
四
章
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
時
間
の
す
べ
て
の
瞬
間
を
同
列
に
置
き
⑶
対
象
を
任
意
の
瞬
間
に
お
い

て
研
究
す
る
⑷
近
代
科
学
型
の
「
映
画
的
」
認
識
方
法
に
、
持
続
そ
の
も
の
と
関
わ
る
第
二
の
認
識
方
法
を
対
置
し
た
あ
と
で
、
デ
カ
ル

ト
の
な
か
に
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
の
あ
い
だ
の
「
躊
躇
」
な
い
し
「
揺
れ
動
き
」
を
見
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は

普
遍
的
機
械
論
を
主
張
す
る
限
り
に
お
い
て
第
一
の
方
法
を
取
り
、
他
方
で
人
間
の
自
由
意
志
を
信
じ
る
限
り
に
お
い
て
、
第
二
の
方
法

を
採
用
し
て
い
る
⑸
。
対
し
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
読
解
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
は
、「
諸
事
物
を
瞬
間
の
な
か
に
見
」
よ
う
と
す
る
。
ヴ
ォ
ル

ム
ス
の
表
現
に
従
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
も
は
や
「
揺
れ
動
く
」
こ
と
な
く
、
一
方
の
側
、
瞬
間
の
側
へ
と
、
完
全
に
「
傾
い
」
て
し
ま
っ

て
い
る
⑹
。

「
序
文
」
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
を
読
む
ヴ
ァ
ー
ル
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
離
反
す
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
第
一
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に
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
自
身
の
方
法
が
、『
創
造
的
進
化
』
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
を
哲
学
史
上
の
単
な
る
一
段
階
と
み
な
す
こ
と
を
許
さ

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
⑺
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
実
践
し
て
い
る
の
は
、
著
者
の
「
単
一
の
直
観
」
に
「
共
感
」
す
る

と
同
時
に
、
自
己
に
固
有
の
問
題
に
取
り
組
む
、
そ
の
よ
う
な
読
解
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
の
哲
学
史
的
研
究
は
、「
著
者
と
解
釈
者
、
あ

る
い
は
著
作
と
伝
統
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
同
じ
『
歴
史
』
の
あ
る
契
機
と
別
の
契
機
を
接
触
さ
せ
」、
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
自
体
は
「
歴

史
」
に
属
さ
な
い
諸
々
の
「
問
い
」
の
前
に
置
き
直
す
と
い
う
仕
方
に
お
け
る
、
哲
学
の
実
践
で
あ
る
⑻
。
第
二
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
に
「
共
感
」
し
つ
つ
、「
瞬
間
」
の
実
在
性
を
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
哲
学
史
的
│
哲
学
的
方
法
が
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
読
解
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
デ
カ
ル
ト
に
見
出
し
た
「
瞬
間
」
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
デ
カ
ル
ト

に
見
て
い
た
瞬
間
と
は
同
じ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
⑼
。
そ
こ
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
自
身
に
と
っ
て
「
瞬
間
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
が
問
題

に
な
る
。

以
上
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
議
論
に
倣
う
な
ら
ば
、『
形
而
上
学
概
論
』
第
一
巻
第
六
部
第
二
章
で
ヴ
ァ
ー
ル
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
援
用
し
な

が
ら
提
示
し
て
い
る
時
間
理
解
と
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
瞬
間
」
概
念
が
ど
の
よ
う
に
両
立
す
る
か
と
い
う
問
題
も
ま
た
、
ヴ
ァ
ー
ル
自
身
の

「
瞬
間
」
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
ま
ず
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
が
簡
潔
な
仕
方
で

描
出
す
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
瞬
間
」
概
念
の
発
展
史
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
わ
れ
わ
れ
な
り
の
仕
方
で
こ
の
「
瞬
間
」
概
念
の
展
開
を
概
観
し

て
み
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
第
一
節
で
、『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
観
念
の
役
割
』
の
議
論
を
手
短
に
確
認
し
た
あ
と
で
、『
プ
ラ

ト
ン
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
研
究
』、『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
瞬
間
」
を
ど
の
よ
う
に
問
題
化
し
て
い
る
か
を

確
認
す
る
。
続
い
て
第
二
節
で
は
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
に
目
を
向
け
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
三
人
の
思
想
家
の
著
作
の
読
解
か
ら
取
り

出
し
た
「
瞬
間
」
概
念
を
、
ど
う
捉
え
直
し
て
い
る
か
を
見
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
、『
形
而
上
学
概
論
』
の
時
間
論
と
「
瞬
間
」
を

め
ぐ
る
議
論
が
ど
の
よ
う
に
合
わ
さ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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第
一
節

デ
カ
ル
ト
、
プ
ラ
ト
ン
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
読
解
と
瞬
間

（
ａ
）『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
観
念
の
役
割
』（
一
九
二
〇
）

ま
ず
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
最
初
に
「
瞬
間
」
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
観
念
の
役
割
』
に
、
簡
単
に
触
れ

て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
読
解
を
通
じ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
全
体
に
「
諸
事
物
を
瞬
間
の
な
か

に
見
る
」
と
い
う
同
じ
「
努
力
」
を
発
見
す
る
。

そ
も
そ
も
デ
カ
ル
ト
と
っ
て
瞬
間
が
問
題
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
確
実
な
真
理
を
探
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ

ァ
ー
ル
の
読
解
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
確
実
な
真
理
は
、
推
論
に
よ
っ
て
は
決
し
て
獲
得
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
推
論
の
歩

み
の
各
段
階
は
、
そ
れ
ま
で
の
推
論
の
記
憶
に
基
づ
き
、
ま
た
仮
説
に
お
い
て
真
理
を
先
取
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
記
憶
と
仮
説
は
確

実
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。（R

II,49-51
）。
し
た
が
っ
て
、
求
め
る
べ
き
真
理
の
確
実
性
は
、
記
憶
に
も
予
期
に
も
関
わ
り
の

な
い
、
現
在
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
確
実
性
、「
瞬
間
的
な
確
実
性
」（R

II,53

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト

を
発
見
す
る
。「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
と
は
、
確
か
に
著
作
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
を
推
論
の
形
で
提
示
し
て
い
る
が
、

瞬
間
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
真
理
な
の
で
あ
る
（R

II,54

）。
そ
し
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
思
惟
の
こ
の
瞬
間
的
作
用
を
皮
切
り
に
、
デ
カ
ル
ト

の
諸
著
作
を
横
断
し
な
が
ら
、
神
の
瞬
間
的
作
用
、
諸
物
質
間
の
瞬
間
的
相
互
作
用
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
確
認
し
て
ゆ

く
。た

だ
し
、
思
惟
の
作
用
の
瞬
間
、
神
の
作
用
の
瞬
間
、
物
質
の
作
用
の
瞬
間
の
う
ち
、
神
の
作
用
の
瞬
間
に
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い

て
、
特
別
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
の
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
思
惟
と
物
質
、
作
用
因
と
し
て
の
神
が
こ
れ
ら
に
対
し
て
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も
つ
瞬
間
的
因
果
関
係
に
依
存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
瞬
間
に
お
い
て
し
か
存
在
し
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
思
惟
と
物
質
が
時
間
に

お
い
て
持
続
す
る
た
め
に
は
、
瞬
間
毎
の
神
の
創
造
が
、
つ
ま
り
神
の
連
続
創
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
連

続
的
創
造
の
神
の
作
用
も
ま
た
単
一
で
あ
り
、
不
可
分
な
瞬
間
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
考
え
る
（R

II,71

）。
も
っ
と
も
、
こ
の
神
の
作

用
が
瞬
間
的
で
あ
る
の
は
、
神
の
視
点
か
ら
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
決
し
て
瞬
間
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
の
な
い

「
時
間
と
諸
瞬
間
の
上
方
の
瞬
間
」（R

II,71

）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
の
「
諸
事
物
を
瞬
間
の
な
か
に
見
る
」
と
い
う
「
努
力
」
に
は
、
デ
カ
ル
ト
が
自
ら
の
有
限
性
ゆ
え
に
決
し
て

「
瞬
間
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
な
い
「
神
の
作
用
」
を
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
瞬
間
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
努
力
が
含
ま
れ
て
い

る
。

（
ｂ
）『
プ
ラ
ト
ン
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
研
究
』（
一
九
二
六
）

『
プ
ラ
ト
ン
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
研
究
』
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
「
時
間
と
諸
瞬
間
の
上
方
の
瞬
間
」
に
向
か
う
努
力
を
、『
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
』
の
プ
ラ
ト
ン
に
見
出
し
て
い
る
。

『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
を
注
釈
的
に
読
み
進
め
て
ゆ
く
こ
の
著
作
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
第
一
部
と
第
二
部
の
あ
い
だ

に
、
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
第
一
部
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
二
人
の
エ
レ
ア
派
哲
学
者
と
の
対
話
を
通

じ
て
、
イ
デ
ア
説
の
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
を
炙
り
出
し
て
い
る
。
ま
ず
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ゼ
ノ
ン
に
対
し
、
事
物
は
「
一
」
と
「
多
」
の

イ
デ
ア
を
「
分
有
」
す
る
こ
と
で
一
で
も
多
で
も
あ
り
う
る
が
、「
一
」
そ
れ
自
体
は
多
で
は
あ
り
え
ず
「
多
」
そ
れ
自
体
は
一
で
は
あ

り
え
な
い
と
主
張
す
る
⑽
。
こ
う
し
な
が
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
感
性
的
世
界
と
諸
イ
デ
ア
か
ら
な
る
知
的
世
界
と
を
分
離
す
る
と
同
時

に
、
イ
デ
ア
同
士
を
分
離
す
る
。
だ
が
、
続
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
対
話
は
、「
分
有
」
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
定
義
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上
一
な
る
も
の
で
あ
る
イ
デ
ア
が
、
同
時
に
多
な
る
も
の
と
し
て
諸
事
物
に
内
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
⑾
。
こ

こ
か
ら
イ
デ
ア
説
は
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
単
一
性
が
、
同
時
に
多
に
お
い
て
現
前
す
る
か
」（EPP,30

）

と
い
う
問
題
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
一
な
る
イ
デ
ア
が
、
多
で
あ
り
う
る
の
か
」（EPP,28

）
と
い
う
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
感

性
的
世
界
と
知
的
世
界
と
を
「
分
有
」
に
よ
っ
て
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
で
「
存
在
」「
動
」「
静
」
の
あ
い
だ
に
示
さ

れ
る
よ
う
な
「
混
じ
り
合
い
」
が
、
諸
イ
デ
ア
の
あ
い
だ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
「
混
じ
り
合
い
」
は
、
諸
イ
デ

ア
が
一
な
る
も
の
と
し
て
互
い
に
分
離
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
で
は
、
諸
イ
デ
ア
の
あ
い
だ
の
分
離
と
「
混
じ
り
合
い
」
は
、

イ
デ
ア
の
「
一
」
と
「
多
」
は
、
ど
の
よ
う
に
両
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
第
二
部
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
一
」
と
「
多
」
の
両
立
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ヴ
ァ

ー
ル
は
、
第
二
部
で
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
検
討
す
る
九
つ
の
仮
説
の
う
ち
第
三
仮
説
を
除
く
八
つ
を
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
。
第

一
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
一
」
を
絶
対
的
な
「
一
」
と
し
て
仮
定
す
る
第
一
仮
説
と
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
第
五
、
第
七
、
第
九
仮
説
で
あ
る
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
一
」
を
、『
国
家
』
の
存
在
の
彼
方
の
「
善
」
に
似
た
、「
存
在
」
を
含
む
他
の
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
ア
と
の
一
切
の
関

係
を
欠
い
た
も
の
、
な
い
し
無
と
し
て
提
示
し
、「
一
」
に
い
か
な
る
賓
述
も
認
め
な
い
。
イ
デ
ア
を
こ
の
意
味
で
の
「
一
」
と
し
て
理

解
す
る
な
ら
ば
、
イ
デ
ア
は
、
第
一
部
で
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
示
す
よ
う
に
、
全
く
不
可
知
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
ー
ル

の
言
葉
で
言
え
ば
、
超
越
の
「
一
」
で
あ
る
（EPP,210

;
219

）。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
一
」
を
相
対
的
な
「
一
」
と
し
て
仮
定
す

る
第
二
仮
説
と
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
第
四
、
第
六
、
第
八
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
「
一
」
は
、「
存
在
」
を
分
有
し
、
ま
た
し

た
が
っ
て
他
の
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
ア
と
の
「
混
じ
り
合
い
」
を
受
け
入
れ
、
あ
ら
ゆ
る
賓
述
を
受
け
入
れ
る
も
の
、
な
い
し
無
で
あ
る
。
そ

れ
は
、「
多
」
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
弱
い
意
味
で
の
「
一
」
で
あ
り
、
内
在
の
「
一
」
で
あ
る
（EPP,210

;
219

）。「
分
有
」
が

可
能
と
な
る
の
は
、
イ
デ
ア
の
「
一
」
を
、
こ
ち
ら
の
意
味
で
解
す
る
場
合
で
あ
る
。
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そ
し
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
残
る
第
三
仮
説
⑿
の
役
割
を
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
こ
れ
ら
二
種
類
の
「
一
」
の
逆
説
を

解
消
し
、
両
者
を
調
停
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
（EPP,167

）。
で
は
第
三
仮
説
は
二
つ
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
の
か
。
二
つ
の
「
一
」

は
同
時
に
は
成
り
立
た
な
い
。「
一
」
が
一
方
で
あ
る
と
き
に
は
、「
一
」
は
他
方
で
は
な
い
。
そ
こ
で
第
三
仮
説
は
、
二
種
類
の
「
一
」

は
、
異
な
る
二
つ
の
時
間
に
お
い
て
成
立
す
る
と
主
張
す
る
⒀
。
つ
ま
り
、「
一
が
存
在
を
獲
得
す
る
時
間
」
と
「
一
が
存
在
を
喪
失
す

る
時
間
」
の
二
つ
の
時
間
が
あ
る
（EPP,168

）。
そ
し
て
第
三
仮
説
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
時
間
の
あ
い
だ
の
移
行
が
、
あ
る
い

は
絶
対
的
な
「
一
」
か
ら
「
多
」
で
も
あ
る
「
一
」
へ
の
移
行
と
そ
の
逆
の
移
行
が
、「
い
つ
」
起
こ
る
の
か
と
問
う
。
そ
こ
で
提
出
さ

れ
る
の
が
「
た
ち
ま
ち
」⒁
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
時
間
の
あ
い
だ
に
位
置
し
、
そ
れ
自
体
は
い
か
な
る
時
間
に
も
属
さ
な
い

「
瞬
間
」
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
無
時
間
的
な
「
瞬
間
」
に
お
い
て
、「
超
越
」
は
「
内
在
」
と
な
り
、「
内
在
」
は
「
超
越
」
と
な
る
。

「
瞬
間
」
と
は
、「
時
間
に
お
け
る
穴
（trou

）」（EPP,169

）
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
「
瞬
間
」
を
提
示
す
る
第
三
仮
説
は
、「
諸
仮
説

の
連
な
り
に
お
け
る
穴
」（EPP,167

）
で
あ
る
。

著
作
の
構
造
を
以
上
の
よ
う
に
読
み
解
い
た
上
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
注
解
は
結
論
部
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
こ
の

著
作
そ
れ
自
体
を
、
ひ
と
つ
の
「
瞬
間
」
を
目
指
し
て
進
む
思
惟
の
「
旋
回
運
動
」
と
み
な
す
解
釈
を
提
示
す
る
。

『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
を
理
解
す
る
こ
と
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
思
惟
の
あ
る
運
動
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
複
数
の
運
動
を
追
跡
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
、
い
わ
ば
自
己
自
身
へ
向
か
っ
て
旋
回
し
、（
…
）
一
の
超
越
と
内
在
を
同
時
に
証
明
し
、
諸
仮
説
か

ら
な
る
道
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
仮
説
す
べ
て
を
追
い
払
う
と
と
も
に
そ
れ
ら
〔＝

諸
仮
説
〕
を
す
べ
て
結
集
し
よ
う
と
し
、
そ

し
て
こ
の
彷
徨
の
果
て
に
、
ひ
と
つ
の
瞬
間
の
な
か
へ
、
す
な
わ
ち
時
間
に
場
を
も
た
な
い
こ
の
不
条
理
な
も
の
の
な
か
へ
、
時
間

の
展
開
そ
の
も
の
を
圧
縮
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
弁
証
法
の
努
力
は
、
第
三
仮
説
に
お
け
る
よ
う
に
、
非
難
か
ら
賞
賛
へ
、
あ
る
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テ
ー
ゼ
か
ら
別
の
テ
ー
ゼ
へ
、
肯
定
か
ら
否
定
へ
と
移
行
す
る
の
で
は
な
い
仕
方
で
、
思
惟
が
そ
れ
ら
を
自
己
の
う
ち
に
同
時
に
含

む
仕
方
で
、
瞬
間
に
お
い
て
達
成
さ
れ
、
ま
た
無
化
さ
れ
る
。（EPP,219

）

し
た
が
っ
て
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
は
、
単
な
る
「
予
備
練
習
」
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
で
も
、
諸
仮
説
の
い
ず
れ
が

プ
ラ
ト
ン
の
自
説
か
と
問
い
な
が
ら
読
む
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
真
の
「
一
」
は
、
絶
対
的
「
一
」
で
も
あ
り
か
つ
相
対
的
「
一
」
で
も

あ
る
。「
一
」
と
は
同
時
に
全
て
の
仮
説
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
仮
説
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

「
一
」
が
思
惟
に
対
し
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
一
点
を
目
指
し
て
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
は
諸
仮
説
の
あ
い
だ
を
行
き
来
す
る
。『
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
』
の
プ
ラ
ト
ン
は
、
単
に
「
瞬
間
」
の
概
念
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
著
作
全
体
を
通
し
て
、
絶
対
的
「
一
」
と
相
対
的

「
一
」
が
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
「
瞬
間
」、
不
可
知
な
超
越
者
が
内
在
化
さ
れ
る
「
瞬
間
」
に
立
ち
合
お
う
と
試
み
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
に

よ
れ
ば
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
と
は
、
そ
の
よ
う
な
思
惟
の
努
力
の
実
践
の
場
な
の
で
あ
る
。

（
ｃ
）『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』（
一
九
三
八
）

超
越
が
内
在
化
す
る
出
来
事
と
し
て
の
「
瞬
間
」
と
、
そ
れ
を
目
指
す
哲
学
者
の
努
力
、
こ
れ
ら
に
、『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
の
ヴ

ァ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
読
解
を
通
し
て
、
よ
り
具
体
的
な
形
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
、「
超
出
」
と
「
回
帰
と
統
合
」
と
を
同
時
に
求
め
る
二
重
の
意
志
が
あ
る
（EK

,

207

）。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
に
お
け
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
の
分
析
に
現
れ
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
彼
が

「
信
仰
の
騎
士
」
を
代
表
さ
せ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
に
、
二
つ
の
運
動
を
見
る
。
第
一
の
運
動
と
は
、「
無
限
の
諦
め
」
の
運
動
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
欲
望
を
放
棄
し
つ
つ
、
放
棄
さ
れ
た
も
の
を
あ
る
意
味
で
常
に
所
有
し
続
け
る
意
識
の
働
き
、
知
性
の
働
き
で
あ
る
。
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「
彼
ら
〔＝

「
無
限
の
諦
め
」
を
実
行
す
る
ひ
と
た
ち
〕
は
引
き
裂
か
れ
、
苦
痛
を
覚
え
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
彼
ら
を
魅
了
し

た
も
の
と
和
解
し
て
い
る
。
彼
ら
は
一
種
の
内
在
的
永
遠
の
な
か
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
愛
は
若
く
あ
り
続
け
る
が
、
そ
の

愛
は
、
主
観
的
で
、
非
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
内
面
へ
と
向
き
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」（EK

,196

）。「
無
限
の
諦
め
」
を
実
践
す

る
人
は
、
愛
す
る
も
の
を
現
実
に
お
い
て
獲
得
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
が
、
そ
の
当
の
も
の
は
、
彼
ら
の
精
神
の
な
か
永
遠
に
あ
り
続
け

る
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
の
運
動
を
、『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
の
「
問
題
Ｉ
」
が
主
題
と
す
る
「
倫
理
の
目
的
論
的
停
止
」
と
同
一
視
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
命
令
に
従
い
つ
つ
、「
神
と
の
私
秘
的
な
関
係
」
で
あ
る
信
仰
へ
向
か
っ
て
、「
絶
対
的
神
中
心
主
義
で
も
あ
る
絶

対
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」、「
絶
対
的
放
棄
で
あ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
へ
と
向
か
っ
て
、
一
般
性
を
乗
り
越
え
る
運
動
で
あ
る
（EK

,188

）。

燔
祭
の
物
語
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
は
、
こ
の
運
動
に
加
え
て
、
信
仰
そ
の
も
の
の
運
動
が
あ
る
。
こ
の
運
動
に
お
い
て
ひ
と
は
、
神
に
と

っ
て
全
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
ら
現
実
に
お
け
る
獲
得
を
放
棄
し
た
も
の
が
現
実
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
こ

と
を
確
信
す
る
。
ひ
と
は
、
知
性
に
別
れ
を
告
げ
、
神
の
不
条
理
な
力
に
身
を
任
せ
る
の
で
あ
る
（EK

,197

）⒂
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
愛
す
る
イ
サ
ク
殺
そ
う
と
し
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
イ
サ
ク
を
取
り
戻
す
。
ひ
と
は
実
際
に
、
神
の
こ
の
不
条
理
な
力
に
よ
っ

て
、
放
棄
し
た
も
の
を
現
実
に
お
い
て
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。「
無
限
の
諦
め
」
に
よ
っ
て
、
時
間
的
で
現
実
的
な
所
有
が
諦
め
ら
れ
、

永
遠
的
で
非
現
実
的
な
所
有
物
と
な
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
お
い
て
、
時
間
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。『
畏
れ

と
お
の
の
き
』
を
読
む
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
、
現
実
に
お
い
て
、
時
間
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
点
が
、
こ
の
著
作
の
信
仰
概
念

に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
神
学
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ト
ゥ
ス
ト
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
信
仰
の
神
と
は
、
時
間
の
な
か
の
神
で
あ
り
、
神
は
そ
の
不
条
理
な
力
に
よ
っ
て
、
ひ
と
が
す
べ
て
の
時
間
的
広
が
り
に

お
い
て
〔＝

永
遠
に
〕（pour

toute
l’étendue

du
tem
ps

）
放
棄
し
た
も
の
を
、
時
間
に
お
い
て
再
発
見
さ
せ
る
」（EK

,198

）。

し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
騎
士
は
、「
無
限
の
諦
め
」
に
よ
っ
て
愛
す
る
も
の
を
手
放
し
、
信
仰
に
よ
っ
て
そ
れ
を
取
り
戻
す
。
ヴ
ァ
ー
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ル
は
こ
れ
ら
二
つ
の
運
動
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
も
い
る
。

無
限
の
諦
め
の
運
動
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
力
の
お
か
げ
で
、
そ
し
て
永
遠
の
な
か
に
逃
避
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
時
間
か
ら
逃
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
〔＝

信
仰
の
運
動
に
お
い
て
は
〕、
わ
れ
わ
れ
は
、
神
の
お
か
げ
で
、
時
間
の
な
か

で
時
間
に
打
ち
勝
つ
。
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
に
よ
っ
て
、
新
し
い
内
在
へ
と
赴
く
の
で
あ
る
。（EK

,200

）

信
仰
の
騎
士
は
、「
神
と
の
私
秘
的
な
関
係
」
へ
と
向
か
っ
て
時
間
を
超
出
す
る
。
そ
し
て
そ
の
超
越
の
運
動
が
達
成
さ
れ
る
ま
さ
に
そ

の
と
き
、
信
仰
の
騎
士
は
神
の
お
か
げ
で
時
間
へ
と
帰
還
す
る
。
信
仰
と
は
、
世
界
の
外
、
時
間
の
外
へ
と
向
か
う
運
動
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、「
外
面
的
な
も
の
が
内
面
化
さ
れ
る
」
運
動
で
あ
り
、「
新
た
な
内
面
性
」
を
獲
得
す
る
運
動
で
あ
る
（EK

,198

）。
ま
た
、
ヴ
ァ

ー
ル
に
よ
れ
ば
、
信
仰
の
騎
士
に
お
い
て
「
無
限
の
諦
め
」
と
信
仰
は
、
時
間
的
継
起
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
同
時
に
」

達
成
さ
れ
る
（EK

,200

）。
し
た
が
っ
て
、
時
間
の
超
出
と
神
の
力
に
よ
る
時
間
へ
の
こ
の
帰
還
は
、「
瞬
間
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、「
時
間
を
聖
別
し
、
新
た
な
時
間
を
開
始
す
る
瞬
間
」（EK

,195
;
199

）
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
反
復
」

の
概
念
を
、「
再
開
」、「
再
肯
定
」
と
言
い
換
え
つ
つ
、
こ
の
「
瞬
間
」
に
お
け
る
時
間
へ
の
帰
還
と
同
一
視
し
て
い
る
。

そ
し
て
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
以
降
の
信
仰
概
念
も
、「
超
出
」
と
「
帰
還
」
の
一
致
、「
超
越
」
と
「
内
在
」

の
一
致
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
と
『
反
復
』

の
以
降
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
読
解
に
お
い
て
ヴ
ァ
ー
ル
が
強
調
し
た
一
種
の
現
実
的
な
効
果
を
、
信
仰
に
求
め
な
く

な
る
。「
彼
は
、
宗
教
的
な
人
間
を
、
時
間
の
世
界
に
お
け
る
異
邦
人
と
し
て
描
く
よ
う
に
な
る
。
時
間
に
属
す
る
傷
が
癒
さ
れ
る
の
は
、

永
遠
に
お
い
て
他
は
な
い
こ
と
に
な
る
」。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
有
限
な
世
界
を
憎
悪
し
、
わ
れ
わ
れ
を
有
限
な
世
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界
に
つ
な
ぎ
と
め
る
女
性
を
憎
悪
す
る
こ
と
に
な
る
」（EK

,204

）
の
で
あ
る
。
ま
た
実
際
、
無
限
性
と
有
限
性
、
時
間
的
な
も
の
と
永

遠
的
な
も
の
、
自
由
と
必
然
と
い
っ
た
相
反
す
る
も
の
の
「
綜
合
」
な
い
し
「
関
係
」
で
あ
り
つ
つ
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
だ
両
者
の
消

極
的
統
一
で
し
か
な
い
人
間
が
、
神
の
う
ち
に
基
礎
を
置
き
つ
つ
こ
の
「
関
係
」
へ
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
己
」
と
な
り
両
項
の

積
極
的
な
統
一
を
実
現
す
る
、
と
い
う
『
死
に
い
た
る
病
』
の
信
仰
⒃
は
、『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
の
信
仰
と
別
物
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

だ
が
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
根
本
的
な
断
絶
は
な
い
、
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
死
に
い
た
る
病
』
に
お
い
て
彼
が
わ
れ
わ
れ
に
自
我
を
無
限
と
有
限
の
統
一
と
し
て
示
す
と
き
、
ま
た
、
自

ら
の
自
我
を
選
び
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
通
り
に
「
自
己
を
捕
ま
え
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
彼
が
強
調
す
る
と

き
、
そ
れ
〔＝

有
限
性
へ
の
回
帰
と
い
う
ア
イ
デ
ア
〕
は
別
の
形
式
に
お
い
て
現
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
我
の
内
面
に
お
い

て
、
必
然
性
と
自
由
、
有
限
と
無
限
の
あ
い
だ
に
実
行
さ
れ
る
統
一
と
い
う
根
底
的
な
ア
イ
デ
ア
を
、『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
は
世

界
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。（EK

,205

）

無
限
と
有
限
の
統
一
と
し
て
の
「
自
己
」
を
選
び
と
る
こ
と
と
し
て
の
信
仰
も
ま
た
、
ひ
と
が
自
己
を
超
出
し
つ
つ
自
己
へ
と
帰
還
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
他
の
箇
所
で
言
う
よ
う
に
、「
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
と
の
接
触
の
う
ち
に
置
か
れ
た

個
人
が
自
己
へ
と
回
帰
す
る
」
運
動
（EK

,328

）
に
他
な
ら
な
い
。
世
界
へ
の
回
帰
と
自
己
へ
の
回
帰
と
い
う
違
い
は
あ
っ
て
も
、
ま

た
新
た
に
レ
ギ
ー
ネ
を
取
り
戻
す
と
い
う
様
式
と
、
新
た
に
自
己
を
取
り
戻
す
と
い
う
様
式
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、「
超
越
に
よ
っ
て
、

新
し
い
内
在
へ
と
赴
く
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
。

他
方
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、『
不
安
の
概
念
』
の
「
瞬
間
」
を
、
彼
が
『
畏
れ
と
お
の
の
き
』
と
『
反
復
』
の
な
か
に
見
出
し
て
い
た
「
瞬
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間
」
と
連
続
さ
せ
る
。『
不
安
の
概
念
』
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
瞬
間
」
を
時
間
と
永
遠
の
接
触
と
し
て
定
義
す
る
⒄
。
こ
の
「
瞬
間
」

は
、
個
人
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
起
こ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
過
去
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
こ
れ
か
ら
個
人
に
起
こ
る
と
い

う
意
味
で
、
未
来
的
で
あ
る
。『
不
安
の
概
念
』
を
注
釈
す
る
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
瞬
間
」
を
「
反
復
」
の
概
念
に
引
き
付

け
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
の
未
来
の
こ
の
回
帰
を
知
る
人
は
、
新
た
に
、
そ
し
て
一
〇
倍
に
し
て
、
全
て
の
事
物
を
受
け
取
る
。

彼
は
、
超
越
の
輝
き
に
照
ら
さ
れ
た
内
在
全
体
を
受
け
取
る
。
彼
は
時
間
的
な
も
の
全
体
を
、
永
遠
の
地
平
に
お
い
て
受
け
取
る
。

彼
は
無
限
を
受
け
取
る
。
こ
れ
が
、
精
神
の
王
国
の
な
か
に
内
面
化
さ
れ
た
反
復
で
あ
る
。（EK

,244

）

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
『
不
安
の
概
念
』
の
「
瞬
間
」
も
ま
た
、「
超
越
」
と
「
内
在
」
へ
の
「
回
帰
」
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。

ヴ
ァ
ー
ル
が
描
く
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
常
に
、
世
界
で
あ
れ
、
自
己
で
あ
れ
、「
内
在
」
を
超
出
す
る
と
同
時
に
「
内
在
」
に
回
帰
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
「
外
面
的
な
も
の
が
内
面
化
さ
」
れ
、
超
越
者
が
「
内
在
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
「
瞬
間
」
へ
至
ろ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
他
方
で
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
こ
の
試
み
に
失
敗
し

続
け
て
い
る
こ
と
も
強
調
す
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
合
一
を
、
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て

も
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
自
我
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」（EK

,205

）。
な
ぜ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
挫
折

す
る
の
か
。
そ
れ
は
、『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
の
結
論
部
で
ヴ
ァ
ー
ル
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
者
か
ら
引
用
し
つ
つ
指
摘
す
る
よ
う
に
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
試
み
と
は
、
彼
が
一
方
で
は
思
惟
し
え
な
い
も
の
と
し
て
提
示
す
る
キ
リ
ス
ト
教
を
、
他
方
で
思
惟
に
お
い
て
捉
え
よ
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う
と
す
る
試
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
無
限
と
有
限
、
永
遠
と
時
間
、
超
越
と
内
在
と
い
っ
た
背
反
す
る
も
の
の
合
一
と
い
う
キ

リ
ス
ト
教
の
逆
説
は
、
永
遠
を
思
考
す
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
精
神
に
と
っ
て
の
逆
説
で
し
か
な
い
（EK

,435

）。「
永
遠
の
真
理
は
、
そ

れ
自
体
に
お
い
て
逆
説
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
、
思
惟
す
る
主
観
的
実
存
に
対
し
て
現
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
逆
説
的
な
の
で

あ
る
」（EK

,437

）。
思
惟
に
対
し
逆
説
に
お
い
て
し
か
現
れ
な
い
、
思
惟
を
超
え
た
も
の
を
、
思
惟
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試

み
は
、
初
め
か
ら
挫
折
す
る
運
命
に
あ
る
。

だ
が
同
時
に
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
結
論
部
の
最
後
の
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
絶
望
的
な
試
み
を
高
く

評
価
し
て
い
る
。

そ
し
て
も
し
精
神
が
、
常
に
綜
合
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
と
り
わ
け
綜
合
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
純
粋
な
形
で

維
持
さ
れ
た
相
反
す
る
も
の
の
あ
い
だ
の
戦
い
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
こ
れ
ら
〔＝

相
反
す
る
も
の
〕
を
超
出
し
こ
れ
ら
の
上
方
に

あ
る
も
の
を
思
惟
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
し
そ
れ
〔＝

精
神
〕
が
、
そ
れ
を
掻
き
立
て
、
そ
れ
を
魅
了
し
、
か
つ

そ
れ
に
応
答
し
な
い
実
在
を
前
に
し
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
な
ら
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
と
は
、
精
神
の
性
格
が
も
っ
と
も
よ

く
現
れ
て
い
る
思
想
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。（EK

,452
）

こ
こ
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
惟
不
可
能
な
逆
説
の
思
惟
に
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
思
惟
の
努
力
を
認

め
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
試
み
も
ま
た
、
そ
こ
に
お
い
て
対
立
が
消
失
す
る
「
瞬
間
」
へ
と
向
か
う
思
惟
の

「
旋
回
運
動
」
な
の
で
あ
る
。
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第
二
節

実
在
と
瞬
間

ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
も
、
思
惟
を
超
え
る
も
の
を
思
惟
し
よ
う
と
す
る
思
惟
の
努
力
が
あ
る
。
こ

の
努
力
が
目
指
す
超
越
者
は
、
思
惟
に
対
し
て
、
逆
説
的
な
仕
方
で
し
か
提
示
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
思
惟
は
、
こ
の
逆
説
を
乗
り
越
え

て
、
超
越
者
そ
の
も
の
へ
到
達
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
到
達
点
に
お
い
て
、
超
越
者
は
内
在
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
到
達
点
が
、
い
ず

れ
の
思
想
家
に
お
い
て
も
「
瞬
間
」
と
呼
ば
れ
る
。
彼
ら
の
思
惟
は
自
ら
の
時
間
的
な
展
開
の
果
て
に
、
こ
の
「
瞬
間
」
に
立
ち
会
う
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
の
最
後
に
引
用
し
た
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
の
一
節
は
、
思
惟
の
外
部
を
思
惟
し
よ
う
と
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

試
み
を
、「
実
在
」
を
目
指
す
思
惟
の
努
力
の
一
つ
と
み
な
し
つ
つ
、
こ
の
努
力
を
、
人
間
の
精
神
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
だ
と
考
え

て
い
た
。『
人
間
の
実
存
と
超
越
』（
一
九
四
四
）
の
「
序
文
」
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
哲
学
史
そ
の
も
の
が
、
こ
の
思
惟
の
努
力
で
あ
る
と
い

う
考
え
を
披
露
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
実
在
論
を
取
り
上
げ
、
互
い
に
対
立
す
る
諸
説
が
継

起
す
る
「
弁
証
法
」
を
描
出
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

だ
が
、
実
在
論
の
弁
証
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
弁
証
法
が
説
明
的
な
語
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
弁
証
法

そ
れ
自
体
が
実
在
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
し
か
、
説
明
的
な
語
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
反
定
立
の
働
き
、
反
対
の
も
の

に
向
き
合
う
か
た
ち
で
反
対
の
も
の
を
輝
か
せ
る
こ
の
精
神
の
奇
妙
な
や
り
口
は
、
実
在
│
│
純
粋
に
知
的
な
接
触
を
全
て
拒
絶

し
、
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
、
モ
ン
テ
ル
ラ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
継
起
的
で
相
矛
盾
し
た
、
交
互
継
起
的
な
仕
方
で
し
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か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
実
在
│
│
へ
と
接
近
し
よ
う
と
い
う
、
精
神
が
も
つ
こ
の
欲
求
で
な
け
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
来
る
だ
ろ
う

か
。（EH

T,16

）

実
在
は
、
思
惟
を
拒
絶
す
る
。『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
に
お
い
て
、「
一
」
が
、
異
な
る
時
間
に
お
い
て
、
相
反
す
る
仮
説
に
お
い
て
し
か
思

惟
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
く
、
実
在
は
、
哲
学
史
に
お
い
て
、
代
わ
る
代
わ
る
現
れ
る
互
い
に
矛
盾
す
る
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
し
か
、
そ

し
て
そ
れ
ゆ
え
不
適
切
な
仕
方
で
し
か
、
与
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
人
間
の
精
神
は
、
こ
の
諸
テ
ー
ゼ
の
あ
い
だ
を
行
き
来
し
つ
つ
、

こ
の
実
在
を
思
惟
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
試
み
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
彼
自
身
、「
実

存
」、「
超
越
」、「
存
在
」、「
空
間
」、「
時
間
」
と
い
っ
た
概
念
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
弁
証
法
」
を
展
開
す
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
そ
の
つ
ど
、「
実
在
」
へ
と
向
け
た
思
惟
の
運
動
を
実
演
し
て
み
せ
る
。

そ
し
て
こ
の
著
作
で
は
、「
瞬
間
」
概
念
も
ま
た
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
概
念
と
同
様
の
扱
い
を
う
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
序

文
」
に
お
い
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
絶
対
」
の
概
念
に
つ
い
て
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
諸
仮
説
を
下
敷
き
に
し
た
「
弁
証
法
」
を
提
示
し
た

あ
と
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

瞬
間
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
〔＝
瞬
間
〕
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
哲
学
者
た
ち
と
作
家
た
ち
の
精
神
に
取

り
憑
い
て
き
た
。〔『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
〕
第
三
仮
説
か
ら
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
と
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
が
取
り
上
げ
な
お

し
た
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ポ
ス
の
瞬
間
的
快
楽
、
神
学
的
瞬
間
（
受
肉
の
瞬
間
、
復
活
の
瞬
間
、
一
瞬
の
う
ち
に
な
さ
れ
る
（in

ictu

oculi

）
最
後
の
審
判
の
瞬
間
）、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
瞬
間
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
瞬
間
、
瞬
間
を
聖
化
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
永
遠
回

帰
、
ラ
ン
ボ
ー
の
永
遠
に
い
た
る
ま
で
、
永
遠
を
探
求
し
瞬
間
の
な
か
に
再
発
見
す
る
こ
れ
ら
諸
思
索
の
経
過
を
辿
っ
て
し
か
る
べ
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き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近
代
の
思
想
家
に
と
っ
て
瞬
間
と
は
、
実
在
で
あ
る
以
上
に
彼
を
慰
め
る
神
話
、
永
遠
の
代
用
品
で
は
な
い
か

と
自
問
し
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
〔＝

瞬
間
〕
は
実
在
で
あ
り
、
絶
え
ず
与
え
ら
れ
、
絶
え
ず
失
わ
れ
る
実
存
的
実

在
で
あ
る
。（EH

T,24

）

と
こ
ろ
で
、
思
惟
を
拒
絶
す
る
こ
の
実
在
を
目
指
す
精
神
の
働
き
を
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
は
、「
超
越
」
と
呼
ん
で
い
る
。
他
方
、

同
著
作
「
超
越
に
つ
い
て
」
章
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
も
っ
と
も
偉
大
な
超
越
」
は
、「
超
越
を
超
越
す
る
こ
と
」、「
内
在
の
な
か
へ
再
び
落

下
す
る
こ
と
」
に
存
す
る
「
超
越
」
だ
、
と
も
述
べ
て
い
る
（EH

T,38

）。
実
在
を
目
指
す
精
神
の
「
超
越
」
は
、
こ
の
「
も
っ
と
も

偉
大
な
超
越
」
を
目
指
し
て
い
る
。『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
が
「
超
越
に
よ
っ
て
、
内
在
へ
赴
く
」「
外
面
性
が
内
面
化
さ
れ
る
」
と
定

式
化
し
て
い
た
、
超
越
者
の
内
在
化
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
も
っ
と
も
偉
大
な
超
越
」
は
、
思
惟
に
お
い
て
は
決
し
て
果
た
さ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
「
超
越
」
が
人
間
に

と
っ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
九
四
四
年
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
超
越
者
の
内
在
化
と
し
て
の
実
在
の
経
験
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。「
序
文
」
の
次
の
箇
所
に
注
目
し
よ
う
。

実
際
、
わ
れ
わ
れ
が
話
題
に
し
て
い
る
弁
証
法
は
、
隔
た
り
、
断
絶
、
亀
裂
、
意
識
を
含
ん
で
い
る
。
意
識
と
は
つ
ね
に
隔
た
り

で
あ
る
。
意
識
が
あ
る
と
き
に
は
も
う
、
常
に
、
意
識
と
実
在
と
の
あ
い
だ
に
、
踏
み
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
歩
が
、
し
か
も

決
し
て
踏
み
越
え
ら
れ
な
い
一
歩
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
が
判
断
の
な
か
に
あ
る
な
ら
ば
、
実
在
は
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
〔
こ
れ
か
ら
こ
の
著
作
で
〕、
存
在
の
観
念
、
絶
対
の
観
念
、
超
越
の
観
念
、
空
間
の
観
念
と
い
っ
た
諸
観
念
を
研
究
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す
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
〔＝

諸
観
念
〕
が
、
そ
の
つ
ど
、
諸
観
念
の
彼
方
あ
る
い
は
む
し
ろ
手
前
に
あ
る
な
に
も
の

か
へ
と
、
つ
れ
て
い
く
の
を
見
る
。

ま
た
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
は
、
真
の
経
験
で
あ
る
こ
の
超
関
係
的
経
験
の
な
か
で
、
経
験
さ
れ
な
い
経
験
（l’expérience

non
expérim

entée

）
の
な
か
で
、
破
壊
さ
れ
、
融
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

同
様
に
こ
れ
は
、
理
性
に
お
い
て
以
上
に
感
情
に
お
い
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
精
確
な
近
似
を
見
出

す
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。（EH

T,22-23

）

実
在
を
目
指
す
思
惟
の
弁
証
法
的
運
動
は
意
識
の
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
常
に
実
在
と
の
隔
た
り
が
あ
る
。
思
惟
が
成
就
し
よ
う
と
す

る
「
超
越
」
の
運
動
が
真
に
果
た
さ
れ
る
の
は
、
意
識
に
お
い
て
で
は
な
く
、「
無
意
識
」、
隔
た
り
を
欠
い
た
「
超
関
係
的
経
験
」
に
お

い
て
で
あ
る
。

さ
ら
に
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
「
無
意
識
」
を
、
特
殊
な
思
惟
の
目
標
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
条
件
で
あ
る
と
す
る
。

と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
は
、
こ
の
「
無
意
識
」
へ
と
向
か
う
「
超
越
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

反
省
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
し
か
反
省
は
な
い
し
、
無
意
識
が
あ
る
と
き
に
し
か
意
識
は
な
い
。
私
が
思
惟
す
る
も
の
に
先
立

っ
て
、
常
に
な
に
か
が
あ
る
。
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
な
に
か
が
思
惟
さ
れ
て
い
る
、
だ
が
そ
れ
は
〔
そ
れ
ま
で
〕
思
惟
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
」
と
同
じ
く
ら
い
真
で
あ
る
。（EH

T,20

）

つ
ま
り
、
思
惟
は
常
に
、
思
惟
に
先
立
つ
実
在
の
「
超
関
係
的
経
験
」
を
前
提
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
以
来
哲
学
者
た
ち
が
「
瞬
間
」
の
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名
の
も
と
で
繰
り
返
し
思
考
し
て
き
た
超
越
者
の
内
在
を
、
私
た
ち
は
思
惟
の
手
前
で
経
験
し
て
い
る
。
思
惟
と
は
、
こ
の
経
験
に
つ
い

て
の
事
後
的
な
思
惟
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
本
当
に
思
惟
し
た
が
っ
て
い
る
も
の
を
常
に
取
り
逃
し
て
し
ま
う
思
惟
で
あ
る
。

同
著
作
の
「
実
存
に
つ
い
て
」
章
は
、
実
在
の
経
験
を
、
事
後
的
思
惟
と
事
前
的
な
思
惟
の
あ
い
だ
に
位
置
付
け
な
が
ら
、
こ
の
経
験

に
時
間
的
位
置
付
け
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
章
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
実
存
概
念
を
め
ぐ
る
弁
証
法
の
終
盤
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
自
己
の
将
来

の
実
存
と
自
己
の
過
ぎ
去
っ
た
実
存
は
思
考
で
き
て
も
、
私
が
今
実
存
し
て
い
る
こ
の
実
存
そ
の
も
の
は
決
し
て
思
惟
で
き
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
私
は
、
外
側
か
ら
し
か
、
背
後
か
ら
し
か
、
あ
る
は
前
か
ら
し
か
実
存
に
つ
い
て
語
れ
ず
、
決
し
て
実
存
そ
の
も
の

の
内
側
に
止
ま
れ
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
私
は
常
に
、
私
の
実
存
か
ら
一
定
程
度
隔
た
っ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
人
間
の
条
件
な
の
で
あ
る
。（EH

T,32

）

た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
、
実
存
が
、
将
来
の
実
存
と
過
ぎ
去
っ
た
実
存
と
い
う
形
式
で
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
〔＝

実
存
〕
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
実
存
者
が
、
自
己
を
過
去
と
未
来
の
う
ち
に
見
る
だ
け
で
な
く
、
し
か
じ
か
の
未
来
な

い
し
し
か
じ
か
の
過
去
を
も
つ
者
と
し
て
現
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
自
己
を
構
成
す
る
、
そ
の
よ
う
な
諸
行
為
の
な
か
に
あ
る
。
こ

れ
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
反
復
の
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。（EH

T,32-33

）
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曖
昧
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
ヴ
ァ
ー
ル
が
、
実
在
の
「
超
関
係
的
経
験
」、「
無
意
識
」
を
、
思
惟
す
る
実
存
の
「
現
在
」
の

「
瞬
間
」
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

第
三
節
「
実
在
」
と
し
て
の
時
間
と
瞬
間

一
九
四
四
年
の
著
作
で
「
瞬
間
」
は
、
思
惟
の
超
越
者
と
し
て
の
実
在
が
、
思
惟
の
現
在
に
お
い
て
、「
無
意
識
」「
超
関
係
的
経
験
」

と
い
う
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
出
来
事
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
こ
の
「
瞬
間
」
は
、『
形
而
上
学
概
論
』（
一
九
五
四
）
第
一

巻
第
六
部
第
二
章
「
質
的
空
間
、
質
的
時
間
、
質
的
数
」
の
Ｃ
節
「
時
間
」
が
提
示
す
る
時
間
概
念
と
ど
の
よ
う
に
両
立
す
る
だ
ろ
う

か
。『

形
而
上
学
概
論
』
は
、
思
惟
が
常
に
実
在
の
経
験
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
見
方
、
思
惟
は
こ
の
経
験
の
事
後
的
な
把
捉
だ
と
い
う

見
方
を
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
と
共
有
し
て
い
る
（TM

,26

）。
そ
の
上
で
、
一
九
五
四
年
の
著
作
は
、
哲
学
史
を
、
こ
う
し
た
条

件
に
置
か
れ
た
人
間
の
精
神
が
生
み
出
す
弁
証
法
的
運
動
の
過
程
と
み
な
し
、
様
々
な
主
題
に
即
し
て
こ
の
過
程
を
記
述
し
て
ゆ
く
。
時

間
に
関
し
て
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
す
で
に
第
一
巻
第
四
部
第
四
節
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
中
心
と
し
た
古
代
思
想
、
大
陸
合
理
論
、
イ

ギ
リ
ス
経
験
論
、
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
時
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
客
観
的
な
、
あ
る
い
は
「
量
的
な
」
時
間

概
念
の
歴
史
を
辿
っ
て
い
る
。
本
節
が
目
を
向
け
る
箇
所
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
そ
の
議
論
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
プ
ル
ー
ス

ト
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
と
い
っ
た
思
想
家
や
作
家
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
量
的
時
間
」

と
は
異
な
る
「
質
的
時
間
」、「
実
在
」
と
し
て
の
時
間
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
議
論
の
な
か
で
、「
瞬
間
」
は
、
こ
れ
ま
で
と
違
い
、

否
定
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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「
質
的
時
間
」
を
め
ぐ
る
哲
学
史
を
彼
な
り
に
振
り
返
っ
た
あ
と
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
時
間
と
瞬
間
の
問
題
に
目
を
向
け
、
瞬
間
に
つ
い
て

の
哲
学
史
上
の
考
え
方
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
時
間
を
諸
瞬
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
す
る
考
え
方
、
二
、

実
在
を
諸
瞬
間
に
分
解
す
る
こ
と
は
絶
対
に
不
可
能
だ
と
す
る
考
え
方
、
三
、
時
間
は
瞬
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
瞬
間

に
お
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
組
み
す
べ
き
は
、
二
つ
目
と
三
つ
目
の
考
え
方
だ
と

宣
言
す
る
（TM

,300

）。

確
か
に
こ
の
著
作
の
ヴ
ァ
ー
ル
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
瞬
間
」
に
言
及
し
な
が
ら
、「
瞬
間
」
概
念
が
人
間
に
と
っ
て
あ
る
価
値
を

も
つ
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
価
値
と
は
、「
美
的
で
道
徳
的
な
価
値
」
で
あ
る
。「
瞬
間
」
と
は
、
人
間
が
そ
れ
に
よ

っ
て
「
永
遠
に
つ
い
て
の
内
在
的
感
情
」
に
達
し
よ
う
と
す
る
観
念
で
し
か
な
い
（TM

,301

）。
ひ
と
が
「
瞬
間
」
と
関
わ
る
と
き
、

そ
の
「
瞬
間
」
は
、
ひ
と
が
そ
れ
へ
向
か
い
つ
つ
永
遠
に
到
達
で
き
な
い
「
限
界
」
と
し
て
現
れ
る
の
み
で
あ
る
（TM

,301

）。
こ
こ

で
ヴ
ァ
ー
ル
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
哲
学
者
た
ち
の
言
う
「
瞬
間
」
が
決
し
て
現
実
に
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
⒅
。

こ
う
し
て
、『
形
而
上
学
概
論
』
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
瞬
間
」
概
念
を
「
実
在
」
と
し
て
の
時
間
か
ら
排
除
し
つ
つ
、
実
在
的
な
時
間
、

本
来
的
な
時
間
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
」
に
従
い
つ
つ
探
究
し
よ
う
と
す
る
。「
具
体
的
時
間
と
は
、
本
質
的
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

持
続
の
面
か
ら
研
究
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
数
と
の
関
係
を
欠
い
た
こ
の
質
的
不
均
等
性
で
あ
る
」（TM

,307

）。

だ
が
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
」

も
ま
た
、「
実
在
」
を
目
指
す
思
惟
の
運
動
が
不
適
切
に
捉
え
た
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
実
在
」
と
し

て
の
時
間
を
め
ぐ
る
弁
証
法
を
さ
ら
に
押
し
進
め
、
最
終
的
に
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
。

最
終
的
な
分
析
に
お
い
て
〔＝

要
す
る
に
〕、
あ
る
い
は
こ
う
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
終
的
な
綜
合
に
お
い
て
〔
こ
こ
に
〕
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あ
る
も
の
、
そ
れ
は
、
時
間
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
そ
れ
は
、
互
い
に
相
次
い
で
継
起
し
、
互
い
に
先
行
し
合
い
、
互
い
に

同
時
的
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
諸
々
の
出
来
事
で
あ
る
。
時
間
が
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
〔＝

時
間
〕
は
こ
れ
ら
の
出
来
事
の

質
で
あ
る
。（TM

,308

）

ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、「
実
在
」
と
し
て
の
時
間
を
「
時
間
」
を
み
な
す
こ
と
す
ら
、
不
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
時
間
を

依
然
と
し
て
「
枠
組
み
」（TM

,308

）
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
取
り
出
さ
れ
る
「
時
間
」
は
抽
象
物
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
具
体
的
な
時
間
と
は
、
出
来
事
の
継
起
の
「
枠
組
み
」
で
は
な
く
、
出
来
事
の
継
起
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

も
は
や
「
枠
組
み
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
時
間
は
、
同
じ
よ
う
に
「
枠
組
み
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
空
間
と
混
じ
り
合
う
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
質
的
空
間
、
質
的
時
間
を
真
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
下
方
へ
と
赴
き
、
互
い
に
近
し
く
ま
た

互
い
隔
た
っ
て
い
て
、
互
い
に
継
起
し
合
い
ま
た
同
時
性
で
あ
る
、
諸
々
の
出
来
事
か
ら
な
る
混
沌
（le

chaos
des

événem
ents

dans
ses

proxim
ités

et
ses

distances,dans
ses

succession
et
ses

sim
ultanéités

）
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
は
や
、
空
間

と
時
間
を
分
離
す
る
こ
と
さ
え
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
時
空
間
に
つ
い
て
の
物
理
数
学
的
理
論
に
お
け
る
よ

う
な
、
二
つ
の
知
的
所
与
の
合
一
で
は
な
く
て
、
二
つ
の
情
感
的
所
与
の
融
合
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
の
所
与
の
彼

方
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
下
方
に
あ
っ
て
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
感
情

を
も
つ
で
あ
ろ
う
（TM

,308

）。

こ
う
し
て
、「
実
在
」
と
し
て
の
時
間
を
め
ぐ
る
弁
証
法
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
お
い
て
、
諸
出
来
事
の
混
沌
に
行
き
着
い
た
。
そ
れ
は
、
時
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間
で
は
な
い
時
間
、
時
間
で
あ
る
と
と
も
に
空
間
で
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
出

来
事
に
、
わ
れ
わ
れ
は
思
惟
で
は
な
く
、
感
情
に
よ
っ
て
関
わ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
同
じ
著
作
の
第
一
巻
第
七
部
第
一
章
「
感
性
的
世
界
」
で
、
今
度
は
世
界
概
念
を
め
ぐ
る
弁
証
法
の
果
て

に
、
互
い
に
先
で
あ
っ
た
り
後
で
あ
っ
た
り
同
時
的
で
あ
っ
た
り
す
る
、
非
反
省
的
な
「
諸
事
物
」
と
い
う
、「
時
間
」
の
弁
証
法
の
場

合
と
同
様
の
結
論
に
行
き
着
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
箇
所
で
、
わ
れ
わ
れ
が
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
か
ら
引
用
し
た
文
章
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
文
章
を
挿
入
し
て
い
る
。「
反
省
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
反
省
し
か
な
く
、
は
じ
め
に
無
意
識
的
で
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の

意
識
し
か
な
い
。
私
か
思
惟
す
る
前
に
、
常
に
な
に
も
の
か
が
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
私
が
思
惟
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ

る
」（TM

,325

）。
こ
の
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
相
変
わ
ら
ず
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
超
越
者
の
内
在
化
と
し
て
の
、
実
在
の

「
超
関
係
的
経
験
」
で
あ
る
⒆
。『
形
而
上
学
概
論
』
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
時
間
の
構
成
要
素
と
し
て
の
瞬
間
概
念
を
退
け
、
ま
た
超
越
者
を

目
指
す
思
惟
の
「
限
界
」
と
し
て
の
瞬
間
概
念
を
退
け
、「
持
続
」
に
賛
意
を
表
し
つ
つ
思
索
を
進
め
て
ゆ
く
。
だ
が
、
そ
の
果
て
に
ヴ

ァ
ー
ル
が
諸
事
物
の
混
沌
へ
行
き
着
い
た
と
き
、
そ
こ
で
彼
が
見
て
い
た
の
は
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
が
現
在
の
「
瞬
間
」
と
し
て

提
示
し
て
い
た
も
の
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

お

わ

り

に

『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
瞬
間
観
念
の
役
割
』
以
来
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
索
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
た
「
瞬
間
」

は
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
に
お
い
て
、
実
在
と
の
「
超
関
係
的
経
験
」
が
成
就
さ
れ
る
現
在
の
「
瞬
間
」
と
な
る
。『
形
而
上
学
概

論
』
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
経
験
を
指
す
た
め
の
語
と
し
て
「
瞬
間
」
を
放
棄
す
る
が
、
他
方
で
、「
実
在
」
と
し
て
の
時
間
と
し
て
探
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究
さ
れ
な
お
し
た
「
超
関
係
的
経
験
」
の
概
念
に
は
、
諸
出
来
事
の
混
沌
と
い
う
よ
り
具
体
的
な
内
実
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ひ

と
は
、
思
惟
に
先
立
っ
て
、
感
情
に
お
い
て
、
こ
の
出
来
事
と
関
わ
る
。

だ
が
、
こ
の
感
情
と
は
、
誰
の
感
情
な
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
に
お
い
て
、
ひ
と
が
実
在
と
一
致
す
る

「
超
関
係
的
経
験
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
最
後
に
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
わ
れ
わ
れ

が
失
わ
れ
た
楽
園
を
再
び
見
出
し
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
見
出
さ
れ
た
楽
園
の
な
か
で
自
己
を
失
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
、
楽
園
を
再
び
見
出
す
た
め
の
条
件
で
す
ら
あ
る
」（EH

T,23

）。
実
在
と
の
隔
た
り
を
失
う
「
超
関
係
的
経
験
」
に
お
い

て
、
私
が
自
己
を
失
う
と
き
、
そ
こ
で
感
じ
ら
れ
る
感
情
は
、
そ
れ
で
も
私
の
感
情
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
実
在
と
の
一
切
の
隔

た
り
、
対
象
と
の
一
切
の
隔
た
り
を
欠
き
な
が
ら
、
感
情
が
私
で
あ
り
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
「
私
」
を
め
ぐ
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
議
論
の
あ
い
ま
い
さ
に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
問
い
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注⑴

Frédéric
W
orm

s,«D
’un

instantà
l’autre

:
D
escartes,B

ergson,Jean
W
ahletnous»,in

R
II,11-45.

⑵

B
ergson,La

pensée
etle

m
ouvant[1934],PU

F,1966,p.119.

な
お
、「
哲
学
的
直
観
」
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
方
法
と
ヴ
ァ
ー
ル
哲
学
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
も
参
考
に
な
る
。
村
松
正
隆
「
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
方
法
│
│
そ
の
「
相
補
性
」
を
巡
っ
て
│
│
」、『
哲
学
年

報
』
第
五
八
号
（
北
海
道
哲
学
会
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
、
一
│
一
七
頁
。

⑶

B
ergson,L’évolution

créatrice,
PU
F,2018,p.343

（
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
合
田
正
人
・
松
井
久
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

四
三
四
頁
）．

⑷

B
ergson,L’évolution

créatrice,op.cit.,
p.330

（『
創
造
的
進
化
』、
四
一
七
頁
）．

⑸

B
ergson,L’évolution

créatrice,op.cit.,
pp.344-345

（『
創
造
的
進
化
』、
四
三
六
頁
）．
な
お
、
こ
の
箇
所
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
神
の
連
続
創

造
説
を
主
張
す
る
デ
カ
ル
ト
を
、
持
続
の
立
場
の
方
の
デ
カ
ル
ト
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
対
し
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
連
続
創

造
を
内
世
界
的
時
間
を
貫
く
「
神
の
働
き
」
の
「
瞬
間
」
と
み
な
す
。
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⑹

W
orm

s,op.cit.,
p.27.

⑺
W
orm

s,op.cit.,
p.28.

⑻
W
orm

s,op.cit.,
p.33.

⑼

W
orm

s,op.cit.,
p.28.

⑽

プ
ラ
ト
ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
│
イ
デ
ア
に
つ
い
て
│
』
田
中
美
知
太
郎
訳
、『
プ
ラ
ト
ン
全
集
４
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
一
一
頁

（128
C

）。

⑾

同
書
、
一
六
頁
（131

A
-B

）。

⑿

こ
れ
ら
の
う
ち
第
三
仮
説
（155

E-157
B

）
を
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
仮
説
と
み
な
す
か
否
か
は
、
解
釈
者
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
田

中
美
知
太
郎
は
こ
の
部
分
を
独
立
し
た
仮
説
と
し
て
認
め
ず
、「
付
録
的
な
も
の
」、「
長
い
注
の
よ
う
な
も
の
」
と
み
な
し
、
諸
仮
説
を
八
つ
に

分
け
て
い
る
。
岩
波
版
邦
訳
に
付
さ
れ
た
田
中
美
知
太
郎
の
解
説
（
同
書
、
と
り
わ
け
三
六
〇
〜
三
六
一
頁
、
お
よ
び
三
六
七
〜
三
七
〇
頁
）
を

参
照
の
こ
と
。

⒀

同
書
、
一
一
一
頁
（155

E

）。

⒁

同
書
、
一
一
四
〜
一
一
六
頁
（156
D
-157

B

）。

⒂
「
彼
に
は
希
望
が
不
条
理
な
も
の
と
思
わ
れ
た
、
し
か
し
そ
れ
で
も
彼
は
そ
の
希
望
を
捨
て
さ
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
と
き
、
絶
頂
の
瞬
間

に
お
い
て
、
信
仰
の
騎
士
は
目
を
閉
じ
る
。
人
間
は
自
ら
の
知
性
す
べ
て
別
れ
を
告
げ
、
そ
の
ま
っ
た
き
弱
さ
に
お
い
て
、
神
に
身
を
委
ね
る
」。

⒃
「
人
間
は
無
限
性
と
有
限
性
と
の
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
、
自
由
と
必
然
と
の
綜
合
、
要
す
る
に
、
ひ
と
つ
の
綜
合
で
あ
る
。

綜
合
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ
る
」（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
死
に
い
た
る
病
』
桝
田
啓
三
郎
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六

年
、
二
七
頁
）。「
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
の
関
係
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
関
係
自
身
は
消
極
的
統
一
と
し
て
の
第
三
者
で
あ
る
。（
…
）
こ
れ
に
反

し
て
、
そ
の
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
関
係
は
積
極
的
な
第
三
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
自
己
な
の
で
あ
る
」（
同
書
、
二

八
頁
）。「
信
仰
と
は
、
自
己
が
自
己
自
身
で
あ
り
、
ま
た
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
に
当
た
っ
て
、
神
の
う
ち
に
透
明
に
基
礎
を
お
い
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
同
書
、
一
五
三
頁
）。

⒄
「
瞬
間
と
は
、
時
間
と
永
遠
と
が
互
い
に
触
れ
合
う
か
の
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間
が
絶
え
ず
永
遠
を
裂
き
取
り
、
永
遠

が
絶
え
ず
時
間
に
浸
透
す
る
時
間
性
の
概
念
が
提
立
さ
れ
て
い
る
」（『
不
安
の
概
念
』
大
谷
長
訳
、『
原
典
訳
記
念
版
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
全

集
第
三
巻
（
下
）』、
創
言
社
、
二
〇
一
〇
年
、
五
六
二
頁
）。
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⒅
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
で
も
、
こ
の
よ
う
な
「
瞬
間
」
概
念
は
、
否
定
的
な
意
味
合
い
で
、「
永
遠
の
代
用
品
（ersatz

）」
だ
と
言
わ
れ
て
い

た
。
た
だ
し
、
他
方
で
一
九
四
四
年
の
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
の
と
は
別
の
、
人
間
が
到
達
可
能
な
「
瞬
間
」
が
あ
る
と
も
考

え
て
い
た
。
た
と
え
ば
同
著
作
「
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
」
章
で
は
、「
時
間
」
を
め
ぐ
る
弁
証
法
を
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
締

め
く
く
っ
て
い
る
。「
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
時
間
の
非
連
続
性
の
観
念
が
、
瞬
間
の
観
念
の
お
か
げ
で
、
永
遠
に
つ
い
て
の
あ
る
考
え
方
に

至
ら
せ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
〔＝

時
間
の
非
連
続
性
の
観
念
〕
は
、
永
遠
に
つ
い
て
の
こ
の
考
え
方
を
前
提
し
て
い
る
。
／
今
日
私

は
、
こ
の
瞬
間
概
念
を
、
永
遠
観
念
の
代
用
品
（ersatz

）
で
し
か
な
い
、
亡
霊
で
し
か
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
／
し
か
し
な
が
ら
、
お
そ
ら

く
わ
れ
わ
れ
は
、
無
意
識
的
で
あ
る
い
く
つ
か
の
機
会
（m
om
ents

）
に
お
い
て
、
瞬
間
に
到
達
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
〔＝

瞬
間
〕
を
思
惟

す
る
や
い
な
や
、
そ
れ
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
／
そ
し
て
私
が
思
惟
す
る
瞬
間
は
す
で
に
私
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
」（EH

T,73

）。

⒆

他
に
も
、『
形
而
上
学
概
論
』
の
「
結
論
」
に
は
、
本
稿
第
二
節
で
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
か
ら
引
用
し
た
「
超
関
係
的
経
験
」
を
含
む
数
行

と
、
ほ
ぼ
同
じ
文
章
が
見
ら
れ
る
（TM

,716

）。

※

本
稿
はJSPS

科
研
費20K

12795
の
助
成
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

以
下
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
略
号
と
ペ
ー
ジ
番
号
を
本
文
中
に
記
し
た
。

Jean
W
ahl,D

u
rôle

de
l’idée

de
l’instantdans

la
philosophie

de
D

escartes
[1920],D

escartes
&
C
ie,1994

（R
II

）

│
│
│,Étude

sur
le
Parm

énide
de

Platon
[1926],V

rin,1951

（EPP

）

│
│
│,Études

K
ierkegaardiennes,

F.A
ubier,1938

（EK
）

│
│
│,Existence
hum

aine
ettranscendance,

la
B
aconnière,N

euchâtel,1944

（EH
T

）

│
│
│,Traité
de

M
étaphysique,

Payot,1968

（TM

）

― ２８１ ― ヴァールにおける瞬間と時間


