
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
原
則
論
の
解
釈

加
藤
篤
子

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
物
へ
の
問
』
二
U
圃
Φ
閃
茜
ゆ
Q
Φ
轟
o
ゴ
α
Φ
日
コ
ロ
ひ
Q
．
．
（
一
九
六
二
年
出
版
。
一
九
三
五
／
六
冬
学
期
講
義
が
元
の
テ

キ
ス
ト
）
は
、
《
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
原
則
論
に
寄
せ
て
》
の
副
題
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
カ
ン
ト
の
「
原
則
論
」
の
解
釈
で
あ

る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で
に
一
九
二
九
年
初
版
の
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
（
『
カ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

書
』
）
で
「
演
繹
論
」
第
一
版
に
専
ら
依
拠
し
て
超
越
論
的
構
想
力
の
構
想
を
介
し
て
『
存
在
と
時
間
』
の
時
間
性
へ
と
強
引
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

解
釈
を
試
み
て
い
る
。
「
カ
ン
ト
に
お
い
て
超
越
論
的
構
想
力
へ
の
洞
見
が
第
一
版
で
い
は
ば
一
瞬
間
開
け
た
」
が
、
純
粋
理
性

　
ヘ
　
　
　
へ

が
理
性
と
し
て
一
層
カ
ン
ト
を
呪
縛
し
た
が
故
に
第
二
版
で
は
再
び
覆
い
か
く
さ
れ
、
超
越
論
的
構
想
力
は
悟
性
に
席
を
ゆ
ず
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

解
釈
し
直
さ
れ
た
と
し
て
、
自
ら
の
強
引
さ
を
正
当
化
し
て
い
る
。
し
か
し
二
十
年
後
の
『
カ
ン
ト
書
』
第
二
版
で
そ
の
的
は
ず

、
　
　
・
　
・
（
3
）

れ
と
欠
陥
を
自
ら
認
め
、
一
九
六
五
年
第
三
版
で
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
『
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
』
（
一
九

六
一
二
年
）
に
並
ん
で
『
物
へ
の
問
』
を
指
示
し
て
い
る
。

　
「
原
則
論
」
の
第
二
版
で
は
多
く
の
証
明
手
続
が
鋭
く
さ
れ
た
が
作
品
の
総
体
的
性
格
は
不
変
の
ま
ま
だ
と
し
て
、
『
物
へ
の
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問
』
で
は
両
版
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
カ
ン
ト
だ
け
が
語
る
べ
き
だ
」
と
言
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
解
釈
は
時
折

の
指
示
、
一
種
の
道
標
に
す
ぎ
な
い
と
言
う
。
し
か
し
「
物
を
問
う
」
こ
と
へ
定
位
し
て
、
そ
の
道
は
も
は
や
カ
ン
ト
自
身
が
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

わ
な
い
問
へ
と
導
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
は
「
時
空
」
N
①
貯
碧
ヨ
の
地
平
で
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
言
う
。
『
カ
ン
ト
書
』

と
『
有
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
』
の
間
に
位
置
す
る
『
物
へ
の
問
』
は
一
見
極
め
て
カ
ン
ト
に
即
し
た
解
釈
で
あ
る
。
以
下
に
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
道
標
に
従
っ
て
追
行
す
る
。

一、

J
ン
ト
の
歴
史
的
地
盤

　
ガ
リ
レ
オ
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
法
則
の
発
見
に
み
ら
れ
る
近
世
的
思
惟
動
向
は
数
学
的
公
理
的
性
格
を
も
つ
。
そ
れ
は
諸
物

の
上
を
跳
び
越
え
る
物
体
性
の
先
行
的
企
投
と
規
定
で
き
よ
う
。
近
世
的
な
自
然
科
学
、
数
学
、
形
而
上
学
は
広
義
の
数
学
的
な

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
と
い
う
同
一
根
源
か
ら
発
現
し
、
そ
の
中
で
形
而
上
学
が
最
も
広
く
深
く
存
在
す
る
も
の
の
存
在
の
把
握
へ
向
っ
た
が
故
に
、

自
ら
の
数
学
的
根
拠
を
「
岩
盤
に
到
る
ま
で
掘
り
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
（
刈
㎝
）
。
そ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
『
純
粋
理
性

批
判
』
が
生
起
し
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
オ
ン
ト
ロ
ギ
シ
ョ
に
カ
ン
ト
を
歴
史
の
内
に
位
置
づ
け
る
。

　
カ
ン
ト
に
先
駆
し
て
デ
カ
ル
ト
が
登
場
し
た
の
は
数
学
的
な
も
の
が
そ
れ
自
身
を
思
惟
の
一
切
の
尺
度
と
し
て
際
立
た
せ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
に
基
づ
い
て
諸
規
則
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
時
代
で
あ
る
。
「
原
則
」
つ
ま
り
「
根
拠
を
陳
述
す
る
命
題
」
O
歪
邑
ω
舞
N
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
の
数
学
的
な
も
の
に
準
拠
し
て
デ
カ
ル
ト
が
要
求
す
る
方
法
は
学
問
の
小
道
具
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
そ
も
そ
も
諸
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
追
求
す
る
行
き
方
（
方
法
）
が
諸
物
の
真
理
探
究
に
予
め
決
定
を
下
し
て
い
る
。
普
遍
数
学
の
構
想
は
総
体
的
な
知
識
を
基
礎
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づ
け
形
成
す
べ
き
も
の
と
し
て
卓
越
的
な
公
理
性
、
原
則
と
し
て
の
発
端
づ
け
を
要
求
す
る
。
端
的
に
数
学
的
な
命
題
と
し
て
の

ヘ
　
　
　
へ

公
理
に
は
何
物
も
先
与
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
命
題
は
そ
れ
自
身
の
根
拠
に
基
づ
い
て
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
根

底
に
横
た
わ
る
も
の
が
初
め
て
鮮
明
に
定
立
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
主
語
ω
ロ
σ
一
Φ
o
ε
ヨ
は
純
粋
に
命
題
そ
の
も
の
か
ら
数

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

学
的
に
定
立
さ
れ
る
絶
対
的
基
礎
で
あ
る
。
先
与
さ
れ
て
い
る
の
は
命
題
一
般
そ
の
も
の
、
陳
述
す
る
思
惟
と
し
て
の
措
定
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ギ
　
ト

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
思
惟
は
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
常
に
「
我
思
う
」
で
あ
る
。
か
く
し
て
直
接
的
に
命
題

そ
の
も
の
の
内
に
在
る
最
高
の
確
実
性
が
コ
ギ
ト
・
ス
ム
で
あ
る
。
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
は
そ
の
形
式
的
一
般
化
に
す
ぎ
ず
、

ス
ム
（
存
在
）
は
コ
ギ
ト
（
思
惟
）
か
ら
の
推
論
に
よ
る
帰
結
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
へ
の
根
拠
で
あ
り
基
礎
で
あ
る
と
解
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
問
題
視
す
る
の
は
、
こ
の
定
立
作
用
の
本
質
の
内
に
我
α
器
一
〇
げ
が
基
体
と
し
て
「
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

直
前
に
横
た
わ
る
も
の
、
存
在
す
る
も
の
」
（
。
。
一
）
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
我
は
優
先
的
に
主
体
α
p
ω
ω
二
豆
①
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
ザ
イ
ン

と
な
り
そ
れ
に
対
す
る
諸
物
は
客
体
O
げ
冨
ζ
Φ
と
な
る
。
こ
れ
は
現
存
在
す
な
わ
ち
存
在
す
る
も
の
の
「
明
け
開
け
」
い
同
o
『

ε
コ
σ
q
を
数
学
的
な
も
の
の
支
配
に
基
づ
い
て
根
底
か
ら
揺
が
す
変
遷
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
。
。
・
。
）
。
今
や
理
性
は
我
思
う
と
共
に

最
上
の
根
拠
と
な
り
そ
の
最
高
の
原
則
は
自
我
律
「
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」
で
あ
る
。
つ
ね
に
主
語
の
内
に
存
し
て
い
る
も

の
を
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
主
語
に
反
し
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
自
我
律
の
内
に
等
根
源
的
に
矛
盾
律
が
定
立
さ
れ
て

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
。
単
な
る
理
性
に
基
づ
い
た
こ
れ
ら
原
則
が
純
粋
理
性
の
公
理
で
あ
り
形
而
上
学
の
根
本
命
題
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
思
惟
動
向
の
地
盤
の
上
で
『
批
判
』
は
理
性
自
身
の
独
自
の
諸
原
則
に
基
づ
き
、
そ
の
本
質
を
規
定
し
同
時
に
限

界
設
定
し
徹
底
的
に
測
量
す
る
企
投
と
し
て
生
起
す
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
「
真
理
の
確
固
た
る
大

地
」
（
〉
器
9
し
d
N
逡
）
と
は
、
根
拠
づ
け
ら
れ
得
る
認
識
の
境
域
、
つ
ま
り
「
経
験
」
国
「
融
冨
琶
α
Q
で
あ
る
。
経
験
は
本
質
的
に
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

二
重
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
主
体
の
生
起
、
行
為
と
し
て
の
経
験
作
用
と
経
験
さ
れ
る
も
の
、
対
象
。
対
象
の
総
体
が
自
然
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
問
う
「
物
」
は
可
能
的
経
験
的
対
象
と
し
て
自
然
物
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
現
象
と
し
て
の
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
お
い
て
不
可
避
的
に
物
自
体
が
共
に
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
規
定
さ
れ
た
物
と
し
て
認
識
で
き
る
の
は
現
象
す
る
自
然
物
だ

け
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
物
を
問
う
」
出
発
点
は
日
常
的
に
直
接
個
別
的
に
出
会
う
物
で
あ
る
。
し
か
し
「
カ
ン
ト
の
眼
差

し
は
直
ち
に
数
学
的
物
理
学
的
対
象
と
し
て
の
物
に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
る
」
（
H
8
）
。
日
常
性
が
跳
び
越
さ
れ
て
い
る
。

一一

A
判
断
の
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
原
則
○
歪
邑
ω
讐
N
の
命
題
ω
緯
N
は
陳
述
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
判
断
で
あ
る
。
判
断
す
る
理
性
は
悟
性
で
あ
り
、
「
純
粋
悟
性

の
諸
原
則
の
体
系
」
（
》
＝
。
。
”
b
d
冨
Φ
）
の
章
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
核
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
第
一
節
は
次
の
文
で
は
じ
ま

る
。　

「
ど
の
よ
う
な
内
容
を
私
た
ち
の
認
識
が
も
っ
て
お
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
の
認
識
が
そ
の
客
観
と
連
関
す
る
に
せ
よ
、

あ
ら
ゆ
る
私
た
ち
の
判
断
一
般
の
、
た
と
え
消
極
的
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
普
遍
的
な
条
件
は
、
そ
の
判
断
が
自
己
矛
盾
し
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
…
…
。
」
（
＞
5
ρ
じ
u
冨
㊤
）

　
判
断
は
伝
統
的
に
矛
盾
律
の
制
約
下
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
越
え
て
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
述
べ
る
決
定
点
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次

の
よ
う
に
解
す
る
。
何
よ
り
も
我
々
の
認
識
つ
ま
り
人
間
的
認
識
、
有
限
的
認
識
が
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
矛
盾
律
の
制
約
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
の
は
認
識
で
は
な
く
判
断
で
あ
る
。
更
に
我
々
の
認
識
は
何
ら
か
の
内
容
を
も
つ
。
客
観
な
い
し
対
象
へ
の
関
係
を
も
つ
。
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「
感
性
論
」
に
お
い
て
は
直
観
が
際
立
た
さ
れ
る
が
（
〉
一
ρ
し
u
ω
ω
）
、
人
間
的
認
識
は
概
念
的
な
判
断
形
式
を
も
つ
直
観
で
あ
り
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

直
観
と
思
惟
の
統
一
と
し
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
二
面
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
認
識
さ
れ
得
る
も
の
（
可
能
的
対
象
）
も

二
面
的
に
規
定
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
我
々
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
直
接
に
見
い
出
さ
れ
る
一
過
性
の
視
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

覚
、
聴
感
覚
等
々
が
す
で
に
対
象
な
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
知
覚
判
断
さ
れ
た
も
の
も
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
の
現
象
が
原

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

因
と
結
果
と
い
う
概
念
に
お
い
て
一
般
的
に
恒
常
的
に
把
握
さ
れ
て
は
じ
め
て
対
象
と
し
て
現
前
す
る
。
経
験
判
断
は
概
念
に
お

け
る
表
象
の
仕
方
を
要
求
す
る
。
経
験
は
所
与
に
対
し
て
固
有
な
仕
方
で
先
把
握
す
る
新
た
な
概
念
的
表
象
作
用
を
通
し
て
は
じ

め
て
可
能
と
な
る
。
カ
ン
ト
の
厳
密
な
意
味
で
の
対
象
は
、
所
与
の
必
然
的
普
遍
的
規
定
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
本

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

来
的
対
象
は
経
験
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
思
惟
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
だ
知
覚
や
感
覚
の
所
与
も
本
来
の
対
象
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
即
せ
ば
知
覚
は
経
験
か
ら
見
れ
ば
経
験
に
関
し
て
「
ま
だ
な

い
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
学
的
認
識
と
し
て
の
経
験
が
前
学
問
的
認
識
の
意
味
で
の
知
覚
に
関
し
て
「
も
は
や
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
カ
ン
ト
は
、
経
験
の
対
象
の
対
象
化
に
先
立
っ
て
我
々
に
出
会

う
「
開
現
さ
れ
た
も
の
」
畠
ω
O
駿
Φ
づ
げ
費
Φ
を
そ
の
独
特
の
本
質
に
即
し
て
問
い
求
め
規
定
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
批
判
す
る
（
目
O
）
。

　
確
か
に
カ
ン
ト
は
合
理
的
形
而
上
学
の
要
求
に
対
し
て
経
験
と
し
て
の
認
識
を
厳
密
に
限
界
づ
け
た
。
判
断
の
本
質
は
何
よ
り

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
直
観
即
ち
対
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
表
象
作
用
（
一
一
・
。
）
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
こ
そ
カ
ン
ト
の
発
見
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
「
論
理
学
」
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
は
第
二
版
序
文
で
は
じ
め
て
「
今
ま
で
一
歩
も
前
進

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
（
し
d
＜
＝
）
と
論
理
学
の
完
結
が
外
見
上
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
洞
察
す
る
。
第
二
版
「
演
繹
」
第
十

一25一
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ヘ
　
　
　
へ

九
項
で
「
判
断
と
は
二
つ
の
概
念
の
間
の
一
つ
の
関
係
」
と
い
う
論
理
学
者
達
が
与
え
て
い
る
説
明
に
は
決
し
て
満
足
で
き
な
か

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

っ
た
と
、
そ
の
不
十
分
さ
が
表
明
さ
れ
る
。
「
判
断
と
は
、
諸
々
の
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
仕

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

方
に
他
な
ら
な
い
」
（
b
σ
一
念
）
と
新
た
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
「
与
え
ら
れ
た
認
識
」
つ
ま
り
直
観
を
「
客
観
的
」
つ
ま
り
対
象
的

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

統
一
へ
と
も
た
ら
す
仕
方
が
判
断
で
あ
る
。
判
断
の
本
質
は
「
直
観
へ
の
関
係
」
と
「
対
象
へ
の
関
係
」
に
お
い
て
決
定
的
と
な

る
。
判
断
作
用
と
し
て
の
悟
性
は
単
な
る
表
象
結
合
能
力
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
「
与
え
ら
れ
た
諸
表
象
の
一
つ
の
客
観
に

対
す
る
一
定
の
関
係
の
内
に
存
立
す
る
認
識
」
（
し
d
一
ω
刈
）
の
能
力
で
あ
る
。
こ
の
定
義
に
お
い
て
は
認
識
の
客
観
的
統
一
が
問
題
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
直
観
の
統
一
は
表
象
関
係
と
し
て
全
体
が
客
観
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
直
ち
に
、
思
惟
し
判
断
す
る
自

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

我
と
し
て
・
王
観
へ
の
関
係
が
定
立
さ
れ
る
。
対
象
が
把
握
さ
れ
る
統
覚
の
内
に
は
自
我
へ
の
関
係
と
自
我
そ
の
も
の
が
何
ら
か
の
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

仕
方
で
把
握
さ
れ
る
。
対
向
す
る
も
の
を
再
現
前
せ
し
め
る
も
の
が
そ
の
際
、
対
象
と
し
て
で
は
な
い
け
れ
ど
、
共
に
居
合
せ
て

い
る
ヨ
潔
O
鼠
ω
①
耳
（
一
b
o
A
）
o
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三
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
判
断
を
伝
統
的
に
主
語
－
述
語
関
係
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
同
時
に
分
析
的
に
し
て
綜
合
的
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
そ
の

区
別
を
導
入
す
る
。
分
析
判
断
に
お
い
て
は
主
語
概
念
の
内
に
留
ま
り
つ
つ
主
語
概
念
か
ら
述
語
を
汲
み
出
す
。
そ
れ
は
認
識
を

内
容
上
拡
張
せ
ず
、
た
だ
解
説
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
述
語
が
対
象
を
通
過
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
か
つ
主
語
へ
の
帰
り
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ヘ
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へ

行
き
を
通
じ
て
主
語
に
対
し
て
何
か
が
付
加
的
に
定
立
さ
れ
る
よ
う
な
判
断
」
（
一
b
o
刈
）
は
綜
合
判
断
で
あ
る
。
主
語
ー
述
語
関
係
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
そ
れ
と
し
て
客
観
へ
関
係
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ロ
プ
リ
オ
リ

　
分
析
判
断
は
単
な
る
思
惟
の
境
域
に
留
ま
る
も
の
と
し
て
本
質
上
先
天
的
で
あ
り
、
綜
合
判
断
は
後
天
的
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
カ
ン
ト
の
提
起
す
る
「
如
何
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
は
可
能
か
」
の
問
は
差
し
当
っ
て
は
理
解
し
に
く
い
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
こ
と
の
可
能
性
を
現
示
さ
せ
た
こ
と
こ
そ
カ
ン
ト
の
決
定
的
発
見
で
あ
る
（
H
・
。
。
。
）
。
し
か
し
そ
れ
は
如

何
な
る
意
味
と
制
約
の
下
に
か
。
近
世
的
思
惟
動
向
に
従
え
ば
認
識
は
原
則
の
内
に
基
礎
を
置
く
。
経
験
と
し
て
の
人
間
的
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
可
能
性
の
諸
制
約
と
し
て
必
然
的
に
根
底
に
あ
る
原
則
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
と
い
う
性
格
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
の
洞
察
の
体
系
的
現
示
と
根
拠
づ
け
が
「
原
則
の
体
系
」
で
展
開
さ
れ
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
す
る
。

　
伝
統
的
論
理
学
の
矛
盾
律
と
、
分
析
判
断
の
原
理
で
あ
る
同
一
律
と
は
い
ず
れ
も
綜
合
判
断
に
か
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
他
方
で
カ
ン
ト
に
従
え
ば
対
象
の
規
定
に
は
必
然
的
に
思
惟
が
、
し
か
し
直
観
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
思
惟
と
し
て
、
綜
合

判
断
と
し
て
関
与
し
続
け
る
限
り
、
「
論
理
学
」
は
依
然
思
惟
の
教
説
と
し
て
存
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
際

「
論
理
学
」
の
本
質
も
変
貌
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
思
惟
を
対
象
へ
の
関
係
を
包
括
し
つ
つ
眼
差
し
の
内
に
捉
え

込
む
論
理
学
と
し
て
、
「
超
越
論
的
論
理
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
の
可
能
性
、
そ
の

妥
当
性
と
範
囲
に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
諸
学
問
の
総
て
の
真
理
判
断
に
お
い
て
す
で
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判

断
が
発
言
し
て
お
り
学
問
の
本
質
は
そ
の
よ
う
な
前
提
の
内
に
存
立
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
一
畠
）
。

　
綜
合
判
断
に
お
い
て
我
々
は
「
全
く
別
の
何
か
あ
る
も
の
を
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
た
め
」
・
王
語
概
念
か
ら
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
全
く
別
の
も
の
は
対
象
で
あ
ろ
う
（
H
島
）
。
そ
れ
が
概
念
に
関
わ
る
仕
方
は
思
惟
的
直
観
に
お

い
て
対
象
を
表
象
的
に
提
供
す
る
こ
と
（
＝
㎝
）
す
な
わ
ち
「
綜
合
」
で
あ
る
。
対
象
の
本
質
つ
ま
り
そ
の
内
的
可
能
性
は
我
々
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
入
り
込
む
こ
の
対
象
へ
の
関
係
と
共
に
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
綜
合
関
係
の
根
拠
は
ど
こ
に
存
立
す
る
の
か
。
根
拠
が
根
拠
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
は
っ
き
り
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
総
て
の
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
」
が
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

条
件
は
、
同
時
に
経
験
の
諸
対
象
の
可
能
性
の
諸
条
件
で
あ
る
」
（
と
㎝
゜
。
”
b
u
6
刈
）
と
定
式
化
さ
れ
る
。
矛
盾
律
と
同
一
律
に
代

っ
て
登
場
す
る
こ
の
原
則
に
よ
っ
て
対
象
一
般
の
規
定
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
し
か
し
直
ち
に
分
明
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

ヘ
　
　
　
へ

原
則
は
そ
の
定
義
上
、
一
層
以
前
の
よ
り
一
般
的
な
認
識
に
お
い
て
も
は
や
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
（
㌧
r
一
幽
Q
Q
鴇
　
b
d
一
ω
Q
o
）
。
し
か
し
原

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

則
に
固
有
の
根
拠
づ
け
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
は
ず
だ
（
一
お
）
。
し
か
し
原
則
は
そ
れ
自
体
対
象
性
を
は
じ
め
て
可
能
に
す

る
も
の
と
し
て
、
対
象
か
ら
汲
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
た
単
な
る
思
惟
か
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ

れ
は
対
象
の
原
則
な
の
だ
か
ら
。

　
カ
ン
ト
は
原
則
の
支
配
す
る
近
世
的
思
惟
動
向
の
内
で
こ
れ
を
悟
性
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
。
「
…
純

粋
悟
性
は
…
一
切
が
そ
れ
に
従
っ
て
必
然
的
に
規
則
に
従
属
す
る
と
こ
ろ
の
諸
原
則
の
源
泉
で
す
ら
あ
る
」
（
〉
一
㎝
P
じ
d
お
。
。
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
、
純
粋
悟
性
は
規
則
の
能
力
（
〉
お
①
V
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
さ
ら
に
、
原
則
の
源
泉
と
し
て
徹
底
化
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
が

「
根
源
的
統
覚
の
綜
合
的
統
一
」
（
b
d
一
ω
一
）
と
し
て
際
立
た
せ
る
必
然
性
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
オ
ン
ト
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
に
説

明
し
よ
う
と
す
る
。

　
我
々
に
対
向
す
る
現
象
が
対
象
と
し
て
成
立
し
得
る
可
能
性
は
「
統
一
的
に
恒
常
的
に
現
前
す
る
こ
と
＞
p
－
≦
Φ
ω
①
コ
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
こ
と
が
純
粋
悟
性
の
統
一
的
思
惟
作
用
と
共
に
可
能
と
な
る
。
思
惟
作
用
は
我
思
う
H
o
げ
α
Φ
爵
Φ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

対
象
の
現
前
は
私
に
対
し
て
現
前
す
る
こ
と
に
お
い
て
露
わ
に
な
る
（
一
ミ
）
。
し
か
し
こ
の
私
と
は
誰
か
。
気
分
や
願
望
や
諸
見

解
を
も
つ
偶
然
的
自
我
か
、
あ
る
い
は
主
観
的
な
こ
と
一
切
を
差
し
置
き
対
象
そ
の
も
の
を
ま
さ
に
そ
う
在
ら
し
め
て
い
る
自
我
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
現
前
さ
れ
る
の
か
（
H
ミ
）
。
ど
の
よ
う
な
自
我
か
は
根
本
に
お
い
て
私
自
身
が
そ
れ
に
従
っ
て
自
己
で
あ
る
「
自
由
」
の
射
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
在
り
方
に
依
存
す
る
と
し
て
、
対
象
認
識
の
必
然
性
の
根
拠
と
し
て
の
悟
性
作
用
の
「
自
由
」
を
自
由
と
し
て
の
自
己
存
在
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

結
び
つ
け
る
。
源
泉
と
し
て
の
必
然
性
は
カ
ン
ト
に
従
え
ば
悟
性
が
諸
規
則
の
必
然
性
の
、
つ
ま
り
原
則
の
存
立
根
拠
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
ろ
に
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
こ
と
自
体
が
、
悟
性
そ
の
も
の
の
所
属
す
る
人
間
的
認
識
が
本
質
的
に
存
在
せ
ざ
る
を
え
な

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

い
と
い
う
必
然
性
に
基
づ
く
と
す
る
。
我
々
人
間
は
一
切
の
も
の
の
殺
到
の
只
中
に
在
り
そ
れ
に
対
し
て
た
だ
開
放
的
蹄
虫
で

あ
る
だ
け
な
ら
ば
こ
の
殺
到
に
抗
し
き
れ
な
い
。
殺
到
を
我
々
に
対
向
さ
せ
そ
れ
を
対
象
化
さ
せ
る
境
域
を
形
成
し
確
保
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
人
間
は
殺
到
を
自
由
に
持
ち
こ
た
え
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
要
求
に
純
粋
悟
性
の
必
然
性
の
根
拠
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

存
す
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
純
粋
悟
性
の
原
則
は
そ
れ
自
身
が
一
切
の
真
理
の
源
泉
、
つ
ま
り
経
験
が
対
象
と
合
致
し
得

－
る
可
能
性
の
源
泉
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

三
、
諸
原
則
の
証
明

　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
直
観
の
公
理
」
の
原
則
（
〉
♂
・
。
｝
b
d
・
。
O
い
。
）
は
「
す
べ
て
の
現
象
は
そ
の
直
観
か
ら
み
れ
ば
外
延
量
で
あ

る
」
（
〉
一
b
。
①
）
を
原
理
と
す
る
。
現
象
の
根
底
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
空
間
は
コ
つ
の
与
え
ら
れ
た
無
限
量
」

（
》
・
。
㎝
）
で
あ
り
、
一
切
の
何
処
や
そ
こ
や
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
純
粋
直
観
、
外
感
の
形
式
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
直
観
一
般

に
お
け
る
こ
の
意
識
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
客
観
の
表
象
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
か
ぎ
り
量
の
概
念
で
あ
る
」
（
＞
H
貴
じ
u
b
。
O
ω
）
。

空
間
に
お
け
る
同
種
的
な
も
の
の
合
成
は
諸
部
分
が
必
然
的
に
全
体
に
先
行
し
全
体
を
合
成
す
る
数
多
性
の
統
一
と
し
て
夘
延
量

一29
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で
あ
り
、
つ
ね
に
量
の
産
出
を
事
と
す
る
。
そ
れ
故
現
象
は
こ
と
ご
と
く
形
式
（
空
間
）
に
関
し
て
量
で
あ
り
、
空
間
は
外
延
的

に
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
超
越
論
的
に
各
々
の
現
象
を
空
間
的
形
成
物
と
し
て
出
会
わ
せ
る
。
外
延
量
と
い
う
規
定
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
こ
の
原
則
に
お
い
て
綜
合
的
に
対
象
に
つ
い
て
何
か
が
付
加
的
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
原
則
に
お
い
て
量
の

概
含
が
空
間
と
い
う
量
お
よ
び
空
間
内
に
現
象
す
る
対
象
に
転
用
さ
れ
る
。
転
用
の
可
能
性
は
こ
の
原
則
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜

合
判
断
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
「
知
覚
の
先
取
」
の
原
則
（
〉
一
①
9
u
d
・
。
ミ
）
は
第
二
版
で
「
す
べ
て
の
現
象
に
お
い
て
感
覚
の
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
実
在
的

な
も
の
は
薩
包
量
を
言
い
か
え
れ
ば
度
を
も
つ
」
（
u
d
8
刈
）
と
定
立
す
る
。
第
一
版
で
は
「
感
覚
に
対
応
す
る
実
在
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
フ
ェ
ノ
メ
ン
的
実
在
性
「
8
葺
器
9
器
8
∋
雪
o
口
）
」
が
言
わ
れ
る
。
こ
の
実
在
的
な
も
の
の
内
で
対
象
は
斯
々
に
性
質
づ
け
ら

れ
る
。
知
覚
の
対
象
と
し
て
の
諸
現
象
は
客
観
一
般
の
た
め
の
実
質
（
感
覚
の
実
在
的
な
も
の
）
を
単
に
主
観
的
な
表
象
と
し
て
、

主
観
が
触
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
識
し
か
な
い
。
そ
れ
が
覚
知
さ
れ
得
る
た
め
に
は
そ
れ
が
予
め
実
在
的
な
も
の
一
般
の
「
明

け
開
か
れ
た
周
域
」
（
一
＄
）
の
内
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
形
式
的
な
意
識
ま
で
へ
の
「
段
階
的
変
化
」
（
》
δ
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

bd

W
。
。
）
が
可
能
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
内
包
量
、
言
い
か
え
れ
ば
同
じ
性
状
の
「
度
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
。
結
論
は
、
表
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
象
化
作
用
に
と
っ
て
感
覚
に
お
け
る
殺
到
し
て
く
る
「
何
か
」
が
実
在
性
で
あ
り
、
実
在
性
の
量
が
内
包
量
、
度
で
あ
る
が
故

に
感
覚
は
－
対
象
の
事
物
性
と
し
て
I
l
内
包
量
と
い
う
対
象
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
感
覚
さ

れ
得
る
も
の
の
実
在
性
性
格
が
「
先
所
与
さ
れ
て
い
る
」
（
嵩
O
）
こ
と
に
あ
る
。
カ
ン
ト
は
第
一
版
か
ら
第
二
版
へ
の
移
行
の
苦

心
の
中
で
感
覚
に
対
す
る
超
越
論
的
洞
察
に
到
っ
た
の
だ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
評
価
す
る
。
人
間
的
認
識
に
お
い
て
は
認
識
で
き
る

自
然
物
は
与
沁
か
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
我
々
自
身
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
創
造
も
製
作
も
し
た
の
で
は
な

一30一
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い
の
だ
か
ら
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
「
開
顕
性
」
O
識
Φ
コ
げ
四
誉
Φ
詳
（
一
〇
一
）
に
お
い
て
示
す
の
が
日
常
的
経
験
の
周
域
内
で
生
じ

る
諸
印
象
、
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
殺
到
の
内
で
我
々
は
通
常
か
な
ら
ず
し
も
知
的
認
識
で
は
な
い
仕
方
で
も
の
を
経
験
し
て
い
る
。

し
か
し
近
世
的
思
惟
の
数
学
的
動
向
は
物
を
空
間
時
間
内
の
延
長
的
運
動
体
と
し
て
端
緒
づ
け
、
日
常
的
通
常
的
所
与
を
単
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

感
覚
的
多
様
へ
と
切
り
裂
い
た
。
カ
ン
ト
自
身
も
日
常
的
物
の
領
域
を
「
跳
び
越
え
て
し
ま
っ
た
」
（
一
①
ら
）
。
し
か
し
カ
ン
ト
の

感
覚
所
与
の
解
釈
は
他
を
凌
駕
し
た
。
対
象
の
対
象
性
を
対
象
に
お
け
る
感
覚
所
与
の
方
向
に
お
い
て
解
釈
し
、
知
覚
を
超
越
論

的
原
理
と
し
て
樹
立
す
る
こ
と
を
「
知
覚
の
先
取
」
の
証
明
で
試
み
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
評
価
す
る
。

　
カ
ン
ト
自
身
こ
の
命
題
の
語
り
出
す
奇
異
性
に
何
度
も
言
及
し
て
い
る
。
純
粋
な
受
容
作
用
と
し
て
の
知
覚
と
、
先
把
握
作
用

と
し
て
の
先
取
と
は
一
見
全
く
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
在
性
の
先
取
と
い
う
明
る
み
の
中
で
の
み
、
感
覚
は
受

容
さ
れ
得
、
あ
れ
こ
れ
の
感
覚
と
し
て
出
会
っ
て
く
る
。
実
在
性
の
概
念
な
し
に
は
い
か
な
る
実
在
的
な
も
の
も
な
く
実
在
的
な

も
の
な
し
に
は
い
か
な
る
感
覚
可
能
な
も
の
も
な
い
。
知
覚
的
受
容
作
用
の
境
域
に
は
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
先
把
握
が
推
測

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
よ
う
。
人
間
的
知
覚
は
先
取
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
綜
合
判
断
に
固
有
の
「
主
語
－
述
語
関
係
か
ら
全
く
別
の
関
係
へ
の
超

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

出
」
つ
ま
り
対
象
へ
の
超
出
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
地
平
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
現
象
が
自
ら
を
示
し
得
る
。

実
在
性
の
先
取
的
表
象
が
「
存
在
す
る
も
の
一
般
」
（
一
§
へ
の
眼
差
し
を
明
け
開
く
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
カ
ン
ト
も
最
後

の
段
落
で
「
諸
感
覚
一
般
に
対
応
す
る
実
在
的
な
も
の
は
、
否
定
性
1
1
0
と
は
反
対
に
、
そ
の
も
の
の
概
念
が
そ
れ
自
体
で
存
在

を
含
ん
で
い
る
も
の
だ
け
を
表
示
す
る
」
（
〉
嵩
伊
b
d
卜
。
嵩
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
ア
ナ
ロ
ギ
ロ

　
「
経
験
の
類
推
」
（
㌧
r
H
刈
①
　
　
b
d
N
一
〇
〇
　
　
　
　
1
）
の
原
則
は
第
二
版
で
「
経
験
は
諸
知
覚
の
必
然
的
連
結
の
表
象
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ

る
」
（
b
d
b
Q
H
Q
。
）
と
定
立
す
る
。
対
象
は
知
覚
の
偶
然
的
結
合
か
ら
独
立
し
て
そ
の
必
然
的
連
結
へ
も
た
ら
さ
れ
、
相
互
関
係
の
統
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ヘ
　
　
　
へ

一
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
連
結
は
先
の
二
つ
の
数
学
的
原
則
に
お
け
る
同
種
的
な
も
の
の
量
的
結

合
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
諸
現
象
は
変
易
し
各
時
点
ご
と
に
そ
の
現
存
在
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
実
在
的
な
も
の
の
現
前

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

性
は
我
々
に
依
存
せ
ず
、
む
し
ろ
我
々
が
そ
れ
に
依
存
す
る
（
一
〇
①
）
。
こ
こ
で
の
類
推
は
不
等
な
も
の
の
関
係
の
類
推
で
あ
る
。

そ
れ
故
第
一
版
は
そ
の
原
則
を
「
す
べ
て
の
現
象
は
、
そ
の
現
存
在
か
ら
み
れ
ば
、
或
る
時
間
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
諸
現
象
の
相

互
関
係
を
規
定
す
る
諸
規
則
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
〉
嵩
①
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
「
時
間
」
に
注
意
を
促
す
。
諸
規
則
は
諸
現
象
の
現
存
在
つ
ま
り
存
続
性
に
関
す
る
現
象

相
互
の
関
係
に
関
わ
る
。
存
続
性
は
現
前
性
、
さ
ら
に
継
続
性
、
持
続
性
を
意
味
し
、
そ
れ
が
現
在
、
未
来
、
過
去
の
時
間
性
格

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
予
想
さ
せ
る
。
時
間
は
空
間
と
並
ん
で
規
定
さ
れ
る
が
さ
ら
に
「
時
間
の
内
に
於
て
の
み
現
象
の
総
て
の
現
実
性
〔
現
存
性
、

現
前
性
〕
が
可
能
で
あ
る
」
（
〉
ω
一
”
U
d
自
）
。
時
間
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
に
関
連
し
て
諸
現
象
の
様
々
な
関
係
を
与
え
る
（
一
お
）
。

そ
れ
ら
時
間
関
係
が
持
続
性
、
継
起
、
同
時
存
在
で
あ
り
、
そ
の
第
一
の
「
実
体
の
持
続
性
の
原
則
」
（
〉
一
。
。
・
。
’
b
d
・
。
・
。
幽
）
は
第
一

版
で
「
総
て
の
現
象
は
対
象
そ
の
も
の
と
し
て
の
持
続
的
な
も
の
（
実
体
）
と
、
そ
の
対
象
の
単
な
る
規
定
と
し
て
の
、
す
な
わ

ち
、
如
何
に
対
象
が
存
在
す
る
か
と
い
う
そ
の
仕
方
と
し
て
の
変
易
し
う
る
も
の
と
を
含
む
。
」
（
》
一
。
。
・
。
）
で
あ
る
。
す
べ
て
の
現

象
は
「
基
体
と
し
て
の
（
内
的
直
観
の
持
続
的
形
式
と
し
て
の
）
こ
の
時
間
に
お
い
て
の
み
」
（
b
u
・
。
誤
）
持
続
す
る
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

出
会
い
う
る
。
と
こ
ろ
で
「
時
間
そ
れ
自
身
だ
け
で
は
知
覚
さ
れ
な
い
」
（
b
d
・
。
・
。
㎝
）
。
し
た
が
っ
て
時
間
一
般
の
表
象
つ
ま
り
持
続

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

性
か
ら
対
象
性
は
概
念
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
変
移
の
中
で
の
持
続
作
用
の
表
象
は
現
象
に
お
け
る
基
体
と
し
て
、
知

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

覚
の
先
取
の
現
象
的
実
在
で
あ
る
。
こ
の
表
象
が
「
実
体
」
と
い
う
「
関
係
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
ら
れ
、
対
象
と
一
致
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

客
観
的
実
在
性
を
も
つ
。
他
方
で
現
象
に
お
け
る
変
化
は
持
続
的
な
も
の
へ
関
連
づ
け
ら
れ
て
の
み
、
実
体
と
偶
有
性
の
関
係
に
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

類
比
的
に
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
持
続
性
は
現
前
性
と
し
て
時
間
の
根
本
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
時
間
」
は
諸
対
象
の
対

象
成
立
の
規
定
的
役
割
を
演
ず
る
で
あ
ろ
う
（
一
。
。
一
）
。
時
間
は
一
方
で
す
べ
て
の
現
象
が
そ
の
内
で
出
会
っ
て
く
る
総
体
、
他
方

で
は
し
か
し
時
間
そ
れ
自
体
は
知
覚
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
時
間
に
お
け
る
現
象
の
現
前
性
の
可
能
的
規
定
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
各
対
象
の
そ
の
度
毎
の
時
間
位
置
、
時
間
関
係
は
先
天
的
に
時
間
経
過
そ
の
も
の
か
ら
決
し
て
構
成
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
残
る
の
は
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
し
か
し
現
実
的
な
対
象
の
時
間
性
格
を
、
そ
の
度
毎
に
現
前
し
て
い
る
も
の

（
知
覚
に
お
い
て
先
取
さ
れ
る
現
象
的
実
在
）
か
ら
、
か
つ
そ
れ
へ
の
可
能
的
関
係
に
お
い
て
先
天
的
に
規
定
す
る
と
い
う
統
制

的
可
能
性
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
求
め
ら
れ
う
る
手
引
き
が
獲
得
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
超
越
論
的
時
間
規
定
、

つ
ま
り
経
験
の
類
推
が
必
然
的
で
あ
る
。

　
「
直
観
の
公
理
」
「
知
覚
の
先
取
」
「
経
験
の
類
推
」
に
お
い
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
が
証
明
さ
れ
る
。
カ
テ
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ

リ
ー
で
表
象
さ
れ
る
統
一
が
対
象
に
お
い
て
多
様
を
規
定
す
る
諸
規
則
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
量
、
質
、
関

係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
区
分
に
従
っ
て
原
則
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
。
諸
原
則
は
共
通
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
対
象
の
事
象
性
一
般

を
先
行
的
に
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
「
如
何
な
る
限
り
に
」
そ
う
で
あ
る
か
を
定
立
し
証
明
す
る
。
つ
ま
り
原
則
は
、
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

テ
ゴ
リ
ー
が
現
象
の
実
在
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
対
象
つ
ま
り
客
観
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り

「
客
観
的
実
在
性
を
も
つ
」
こ
と
を
証
明
を
通
し
て
証
示
す
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
循
環
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ト
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ロ
ジ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
原
則
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
の
定
立
と
は
い
か
な

る
こ
と
か
。

　
そ
れ
で
は
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
」
（
＞
N
声
b
d
卜
⊃
①
㎝
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
の
原
則
は
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
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ハイデガーにおけるカントの原則論の解釈（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
i
（
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
）
は
対
象
の
い
か
な
る
実
在
的
述
語
で
も
な
い
。
こ
の
原
則
も
何
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

付
語
す
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ
に
は
客
観
的
実
在
性
の
証
明
は
成
り
立
た
な
い
。
た
だ
一
つ
の
対
象
を
可
能
的
、
現
実
的
、
必
然
的

対
象
と
し
て
規
定
す
る
た
め
に
何
が
要
求
さ
れ
る
か
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
ま
た
こ
の
必
要
要
件
が
対
象
の
現
存
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
存
在
の
仕
方
」
（
一
。
。
㎝
）
が
測
定
さ
れ
る
尺
度
と
し
て
妥
当
す
る
。

　
e
　
「
経
験
の
形
式
的
な
諸
条
件
（
直
観
お
よ
び
概
念
か
ら
み
て
の
）
と
合
致
す
る
も
の
は
、
可
能
的
で
あ
る
」
（
〉
・
。
一
。
。
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
d
・
。
①
㎝
）
。
可
能
性
は
、
一
般
に
現
象
が
現
象
す
る
こ
と
を
先
行
的
に
規
則
づ
け
る
空
間
、
時
間
、
お
よ
び
量
的
規
定
と
の
合
致
で

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
矛
盾
し
な
い
と
い
う
思
惟
可
能
性
だ
け
で
は
対
象
の
現
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
何
事
も
決
定

し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
口
　
「
経
験
の
実
質
的
な
諸
条
件
（
感
覚
）
と
脈
絡
を
も
？
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
」
（
〉
曽
。
。
”
b
d
N
O
①
）
。
現
実
性
を
た
だ
思
惟

可
能
性
へ
の
補
完
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
は
何
事
も
決
せ
ら
れ
な
い
。
感
覚
の
実
在
的
な
も
の
に
対
す
る
表
象
作
用
の
関
わ
り
の

観
点
か
ら
の
み
決
定
さ
れ
る
。

　
日
　
「
現
実
的
な
も
の
と
の
脈
絡
が
経
験
の
普
遍
的
な
諸
条
件
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
必
然
的
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
必
然
的
に
現
存
す
る
）
」
（
〉
・
。
一
。
。
”
u
d
N
O
①
）
。
対
象
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
と
の
相
互
連
関
を
確
立
す
る
の
は
経
験
の
類
推
で
あ

る
。
そ
の
原
則
に
表
象
作
用
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
対
象
の
必
然
性
に
つ
い
て
決
定
が
下
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

思
惟
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
も
の
が
現
実
存
在
す
る
必
然
性
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
の
単
に
論
理
的
に
す
ぎ
な
い
合
理
的
形
而
上
学
の
定
義
は
拒
否
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
存
在
」
は
も
は
や
単
な
る
思
惟
か
ら
は
規
定
さ
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
原
則
に
よ
っ
て
「
存
在
の
仕
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ハイデガーにおけるカントの原則論の解釈（加藤）

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

方
」
を
可
能
的
、
現
実
的
、
必
然
的
と
規
定
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
「
存
在
」
が
「
経
験
の
対
象
」
に
制
限
さ
れ

た
（
一
〇
〇
①
）
と
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

　
こ
の
原
則
に
は
「
合
致
」
「
脈
絡
」
と
い
う
相
互
連
関
の
関
係
が
く
り
か
え
さ
れ
る
。
こ
れ
は
我
々
の
認
識
能
力
が
対
象
の
可

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

能
性
の
諸
条
件
へ
の
関
係
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
対
象
を
そ
の
成
立
条
件
へ
と
三
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
仕
方
で
関
係
づ
け
る
。
し
か
し
こ
の
対
象
と
な
る
た
め
の
条
件
が
同
時
に
対
象
と
さ
せ
る
た
め
の
条
件
、
つ
ま
り
主
観
の
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　

作
用
の
条
件
で
あ
る
。
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
の
意
味
で
（
実
在
的
な
い
み
で
は
な
く
）
綜
合
的
で
あ
る
。
諸
要
請
は
先
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

つ
の
原
則
が
規
定
す
る
対
象
の
本
質
（
実
在
性
）
を
、
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
主
観
の
在
り
方
へ
三
様
の
可
能
的
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

お
い
て
定
立
す
る
。
そ
の
意
味
で
主
観
的
綜
合
判
断
で
あ
る
。
存
在
の
三
つ
の
仕
方
（
可
能
的
で
あ
る
、
現
実
的
で
あ
る
、
必
然

的
で
あ
る
）
は
、
先
の
三
原
則
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
先
の
三
原
則
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
存
在
の
三
つ
の
様
相
を
前
提

と
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
第
四
の
原
則
が
他
の
原
則
の
上
位
に
位
置
す
る
純
粋
悟
性
の
綜
合
的
原
則
の
最
上
位
の
原
則
だ
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
」
に
定
位
し
て
解
釈
す
る
。
し
か
し
逆
に
諸
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
先
行
の
原
則
に
お
い
て
定
立
さ
れ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
へ
と
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
規
定
さ
れ
る
。
要
請
の
原
則
は
た
だ
こ
の
事
態
を
解
明
す
る
だ
け
だ
。
先
行
の
三
つ
の
証

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

明
と
同
様
に
こ
の
解
明
も
循
環
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
必
然
的
循
環
」
（
一
゜
。
刈
）
だ
と
言
う
。
そ
こ
で
肝
要
な
の
は
「
循
環

を
明
晰
に
認
識
す
る
こ
と
」
「
循
環
そ
の
も
の
を
遂
行
す
る
こ
と
」
（
嵩
心
）
だ
と
い
う
。
原
則
は
そ
れ
の
成
立
を
原
則
が
可
能
な

ら
し
め
る
も
の
（
経
験
）
へ
と
帰
り
行
く
行
程
で
証
明
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
原
則
が
照
ら
し
出
す
べ
き
も
の
は
こ
の
循
環
行
程
そ

の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
の
循
環
そ
れ
自
身
が
、
直
観
と
思
惟
の
統
一
と
し
て
、
経
験
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
原
則
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
は
自
ら
の
証
明
根
拠
、
す
な
わ
ち
経
験
を
、
自
ら
ま
ず
も
っ
て
可
能

一35一



ハイデガーにおけるカントの原則論の解釈（加藤）

と
し
、
そ
し
て
こ
の
経
験
に
お
い
て
つ
ね
に
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
性
を
も
つ
」
（
》
刈
ω
メ
b
σ
♂
ω
）
。
そ
の
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
原
則
の
根
拠
で
あ
る
経
験
の
本
質
が
決
し
て
眼
前
存
在
す
る
物
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
経
験
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
循
環
す
る
生
起
○
Φ
ω
o
げ
Φ
げ
Φ
コ
で
あ
り
、
こ
の
生
起
を
通
し
て
円
の
内
部
に
在
る
も
の
が
明
け

開
か
れ
る
（
一
。
。
。
。
）
。
「
こ
の
明
け
開
か
れ
た
も
の
は
1
問
－
我
々
と
物
と
の
間
」
（
一
。
。
。
。
）
に
他
な
ら
な
い
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述

べ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
カ
ン
ト
の
解
釈
を
通
し
て
行
き
当
っ
た
根
本
的
生
起
と
は
、
「
我
々
人
間
は
自
分
自
身
が
そ
れ
で
な
い
存

在
す
る
も
の
を
、
自
ら
造
っ
た
の
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
」
「
諸
対
象
は
そ
の
対
象
成
立
は
我
々

に
よ
っ
て
生
ず
る
に
せ
よ
、
対
象
そ
れ
自
身
と
し
て
す
で
に
対
向
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
た
だ
「
経
験
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

用
の
可
能
性
の
諸
条
件
は
同
時
に
経
験
の
諸
対
象
の
成
立
の
諸
条
件
」
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
前
述
の
循
環

の
意
味
も
こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
。
諸
原
則
は
根
本
に
お
い
て
つ
ね
に
最
上
位
の
こ
の
根
本
命
題
を
陳
述
し
て
い
る
。
だ
か
ら
諸

原
則
は
そ
れ
ら
相
互
の
共
属
に
お
い
て
、
経
験
作
用
の
本
質
と
経
験
の
対
象
の
本
質
の
全
内
容
に
所
属
す
る
一
切
を
殊
更
に
挙
示

す
る
と
解
さ
れ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
身
へ
の
反
省
を
込
め
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
理
解
の
困
難
さ
を
言
う
。
そ
の
困
難
は
、
我
々
が
日
常
的
な

考
え
方
か
ら
出
発
し
て
そ
こ
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
科
学
的
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
に
固
執
し
て
い
る
か
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
対
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
立
言
し
て
い
る
こ
と
」
に
準
拠
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
「
対
象
の
経
験

の
仕
方
に
つ
い
て
究
明
さ
れ
る
こ
と
」
に
準
拠
し
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
両
者
に
片
寄
る
こ

と
な
く
ど
の
よ
う
な
態
度
が
我
々
に
可
能
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
と
物
と
の
「
間
」
を
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ

れ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
間
が
在
る
の
だ
、
そ
の
た
め
に
は
物
へ
と
先
把
握
し
同
時
に
我
々
の
背
後
へ
と
立
ち
帰
っ
て
把
握
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

ハイデガーにおけるカントの原則論の解釈（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
『
物
へ
の
問
』
に
続
く
『
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
デ
ー
ゼ
』
で
は
存
在
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
主
導
理
念
が
「
存
在
と
思
惟
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…

と
し
て
際
立
た
せ
ら
れ
究
問
さ
れ
る
。
「
存
在
と
は
い
っ
た
い
何
を
謂
う
の
か
」
　
　
こ
れ
は
カ
ン
ト
が
も
は
や
問
わ
な
い
問
で

ヘ
　
　
　
へ

あ
る
　
　
こ
れ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
閑
↓
ミ
①
）
と
提
起
さ
れ
る
。
し
か
し
何
故
に
カ
ン
ト
は
こ
の
間
を
問
わ
な
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

か
。
そ
の
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
「
存
在
は
存
在
し
得
な
い
。
も
し
存
在
す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
も
は
や
存

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

在
で
は
な
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
囚
↓
ミ
⑩
）
と
言
う
場
合
、
そ
こ
に
は
危
う
い
二
義
性
が
存
す
る
。
少
な
く
と
も
存

・
（
5
V
・
・
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

在
を
そ
れ
自
体
と
し
て
問
う
こ
と
は
、
現
象
と
し
て
の
物
を
超
え
て
物
自
体
へ
と
限
界
超
出
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
超
え
て

は
な
ら
な
い
限
界
を
見
す
え
る
こ
と
こ
そ
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
注

（
1
）
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
演
繹
論
」
第
一
版
を
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
批
判
的
に
問
題
提
起
し
、
第
二
版
の
み
が
弁
明
に
耐
え

　
得
る
カ
ン
ト
思
想
の
展
開
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
『
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
演
繹
論
の
証
明
構
造
』
（
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
『
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
形
成
』

　
門
脇
卓
爾
監
訳
、
理
想
社
）

（
2
）
　
拙
論
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
有
限
性
と
超
越
論
的
認
識
』
（
『
研
究
年
報
』
（
3
6
）
十
四
ペ
ー
ジ
）

（
3
）
　
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
カ
ン
ト
書
』
の
帰
結
で
あ
り
前
提
で
あ
る
超
越
論
的
構
想
力
が
勿
論
カ
ン
ト
解
釈
の
立
場
か
ら
は
認
め
ら

一37一



ハイデガーにおけるカントの原則論の解釈（加藤）

　
　
れ
な
い
誤
解
と
失
敗
だ
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
独
自
性
を
も
際
立
た
せ
て
い
る
。
『
主
観
性
の
統
＝
（
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
前
出

　
　
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
4
）
　
ホ
ッ
ペ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
け
る
変
化
を
批
判
的
に
論
究
し
て
い
る
。

　
．
、
≦
餌
づ
α
ε
コ
ゆ
q
ヨ
ユ
巽
閑
四
葺
・
〉
二
噛
貯
ω
ニ
コ
ひ
q
国
Φ
こ
£
ひ
q
㊤
俄
、
”
国
四
器
伽
q
8
お
Φ
韻
o
ロ
O
ρ
（
、
．
N
員
区
薗
コ
窪
o
誘
o
『
二
＝
ひ
q
α
臼
○
①
o
q
雪
≦
霞
鷹
国
ひ
q
°
即

　
　
国
Φ
8
け
皿
F
『
Z
餌
σ
q
r
H
㊤
o
。
ど
ω
①
゜
。
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
へ

（
5
）
　
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
は
理
性
批
判
と
し
て
の
弁
証
法
の
立
場
か
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
を
論
究
す
る
が
、
両
者
に
は
外
見

　
　
上
の
相
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
構
造
的
に
同
じ
も
の
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ω
①
冒
と
ア
ド
ル
ノ
の
α
国
ω
Z
剛
∩
げ
二
匹
①
葺
凶
ω
∩
げ
①

　
　
の
両
語
を
呪
文
の
よ
う
に
取
り
囲
む
一
種
の
ア
ウ
ラ
の
共
通
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
こ
く
①
3
⊆
づ
津
　
琶
α
　
O
Φ
ω
〇
三
〇
7
落
．
．
℃
出
Φ
「
σ
Φ
再

　
　
ω
o
げ
5
餌
位
①
ぎ
魯
∩
互
ω
＝
ゴ
「
評
餌
∋
P
曾
≦
°
①
o
。
ω
層
ミ
㊤
｛

〈
引
用
〉

o
出
①
δ
①
σ
q
ゆ
q
①
び
U
δ
聞
冨
α
q
①
爵
∩
『
住
①
ヨ
9
5
ひ
q
b
°
〉
⊆
勢
ζ
四
×
Z
δ
ヨ
①
篇
「
盈
ひ
q
↓
↓
二
σ
凶
づ
α
q
Φ
ρ
一
¢
刈
㎝
層
ペ
ー
ジ
の
み
。
有
福
孝
岳
訳
『
物
へ
の
問
』

　
（
晃
洋
書
房
）
を
参
照
。

O
閉
き
戸
閑
葺
欝
α
臼
「
①
ぎ
Φ
コ
＜
①
∋
慧
陣
の
第
一
版
は
A
、
第
二
版
は
B
。
邦
訳
は
『
カ
ン
ト
全
集
』
（
理
想
社
）
を
参
照
。

o
国
①
己
Φ
α
q
o
q
①
5
閑
卿
葺
ω
↓
げ
Φ
ω
Φ
二
σ
Φ
「
匹
餌
ω
ω
虫
P
（
○
♪
o
σ
臼
P
魔
㎝
｛
）
は
閑
日
で
表
示
。
邦
訳
は
『
道
標
』
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
第
九
巻
、
創
文
社
）

　
を
参
照
。
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非
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講
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）


