
本
来
性
／
非
本
来
性
を
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
し
た
「
骨

太
の
読
解
の
試
み
」

【
書
評
】
須
藤
訓
任

著

『『
存
在
と
時
間
』
第

二
篇
評
釈

本
来
性
と
時
間
性
』
（
岩
波

書
店
）

近
年
日
本
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
関
連
す
る
出
版
物
の

刊
行
は
、
従
来
と
は
ま
た
異
な
る
雰
囲
気
で
の
活
況
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
『
存
在
と
時
間
』
そ
れ
自
体
の
新
邦
訳
が
三
種
類
出
版
さ

れ
、
ま
た
新
書
と
い
う
形
式
で
『
存
在
と
時
間
』
に
つ
い
て
入
門
的
な
解

説
を
提
供
す
る
出
版
も
相
次
い
で
い
る
。
そ
う
し
た
（
紙
の
）
出
版
物
が

広
く
一
般
読
者
の
手
に
取
ら
れ
て
お
り
、
学
問
研
究
に
お
い
て
も
、
狭
義

の
哲
学
の
範
囲
を
越
え
て
人
文
科
学
と
い
う
範
囲
に
さ
え
と
ど
ま
ら
ず
、

幅
広
く
読
ま
れ
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
で
は
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
籍
を
読
み
進
め
、
読
み
通
す

こ
と
は
な
か
な
か
簡
単
で
は
な
い
こ
と
に
お
よ
そ
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の

哲
学
書
が
、
「
そ
の
う
ち
で
も
特
に
第
二
篇
が
〔
…
〕
読
も
う
と
し
て
も
、

そ
う
簡
単
に
読
解
の
試
み
に
応
じ
て
く
れ
な
い
こ
と
に
、
苦
い
体
験
や
や

り
切
れ
な
い
思
い
を
味
わ
わ
さ
れ
た
こ
と
が
」
（
ⅴ
頁
）
あ
る
人
は
少
な

く
な
い
だ
ろ
う
。
「
本
書
は
そ
う
い
う
方
を
念
頭
に
記
さ
れ
た
、
と
言
っ

て
よ
い
」（
同
）。

簡
便
な
新
書
形
式
と
は
異
な
る
、
分
厚
い
単
行
本
と
い
う
か
た
ち
で
の

『
存
在
と
時
間
』
の
注
釈
書
と
し
て
、
こ
の
須
藤
訓
任
『『
存
在
と
時
間
』

第
二
篇
評
釈

本
来
性
と
時
間
性
』（
以
下
『
第
二
篇
評
釈
』
と
略
記
）

は
著
わ
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
。
た
し
か
に
こ
う
し
た
厚
い
注
釈
書
は
日
本
語

の
出
版
物
で
は
ジ
ャ
ン
・
グ
レ
ー
シ
ュ
『『
存
在
と
時
間
』
講
義

統

合
的
解
釈
の
試
み
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
以
来
の
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
日
本
語
原
著
と
し
て
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん

ど
類
例
の
な
い
書
籍
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
『
第
二
篇
評

釈
』
は
、
嵩
の
あ
る
重
厚
な
単
行
本
と
い
う
見
か
け
が
予
想
さ
せ
る
研
究

者
向
け
の
相
当
に
狭
く
専
門
的
な
論
述
構
成
と
い
う
体
裁
を
と
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
他
の
著
作
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
関
係
の
い

わ
ゆ
る
二
次
文
献
へ
の
言
及
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
と
い
う
趣
旨
で
、

執
筆
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
よ
り
広
い
読
者

層
へ
と
開
か
れ
た
あ
り
方
を
親
切
に
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
一
冊
、「
ハ
イ

デ
ガ
ー
な
い
し
『
存
在
と
時
間
』
に
大
き
な
興
味
を
も
つ
が
、
第
二
篇
の

読
解
に
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
悔
し
い
思
い
を
し
て
い
て
、
何
と
か
し

て
そ
の
文
面
に
理
解
の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
を
念
願
す
る
、
そ
う
い
う

一
般
読
者
」（
xi
頁
）
を
念
頭
に
置
い
た
新
刊
書
で
あ
る
。
一
読
者
と
し

て
、
こ
の
新
規
な
る
充
実
を
お
お
い
に
歓
迎
し
た
い
。

複
雑
な
内
容
が
豊
富
に
詰
ま
っ
た
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
書
に
つ
い

二三
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て
、
な
ん
ら
か
解
釈
な
い
し
解
説
を
論
文
や
単
行
本
の
形
で
提
示
す
る
際

に
は
、
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
、
解
釈
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
な
に
か
を
選
択

し
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
道
具
」

が
ポ
イ
ン
ト
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「
不
安
」
を
軸
に
し
て
解

釈
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
あ
る
い
は
「
時
間
」
、
あ
る
い
は
「
現

前
」
、
ま
た
「
被
制
作
性
」
や
、
な
い
し
は
特
定
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
以
前
の

哲
学
者
の
思
想
と
の
対
決
・
破
壊
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
『
第
二
篇
評
釈
』
は
、
私
の
理
解
で
は
、
本
来
性
／
非
本
来
性
と

い
う
概
念
を
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
設
定
す
る
種
類
の
『
存
在
と
時

間
』
論
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
来
性
／
非

本
来
性
と
い
う
概
念
を
綿
密
に
問
い
進
め
る
際
に
本
書
で
重
要
と
み
な
さ

れ
る
の
は
、
本
来
性
と
非
本
来
性
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
の

だ
と
し
て
、
し
か
る
に
本
来
性
と
非
本
来
性
と
に
共
通
の
ベ
ー
ス
と
な
る

よ
う
な
構
造
が
な
に
か
あ
る
の
か�

ど�

う�

か�

、
も
し
あ�

る�

と
す
れ
ば
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
も
し
そ
の
よ
う
な
〝
第
三
の
も
の
〟

（
な
い
し
〝
よ
り
根
本
的
な
第
一
の
も
の
〟）
な
ど
は
な�

い�

の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
場
合
に
は
本
来
性
と
非
本
来
性
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
構
造
を

し
て
お
り
ど
の
よ
う
に
非
対
称
的
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結

と
し
て
見
え
て
く
る
の
か
、
と
い
っ
た
論
点
で
あ
る
。

本
来
性
／
非
本
来
性
に
徹
底
し
て
焦
点
を
あ
て
た
、
こ
う
し
た
緻
密
な

問
題
設
定
か
ら
の
『
存
在
と
時
間
』
解
釈
の
試
み
は
、
た
と
え
ば
仲
原
孝

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
洞
察

「
時
間
と
存
在
」
の
挫
折
と
超
克
』（
昭

和
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
に
先
行
す
る
類
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
は
た
し
て
実
際
に
、『
第
二
篇
評
釈
』
で
は

先
述
し

た
よ
う
に
本
書
で
は
研
究
的
二
次
文
献
へ
の
表
立
っ
た
言
及
は
ご
く
抑
制

さ
れ
て
い
る

フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
の
仕
事
と
こ
の
仲
原
氏
の
仕
事
は
、

数
少
な
い
、
例
外
的
に
表
立
っ
て
論
及
さ
れ
る
文
献
に
な
っ
て
い
る
（
１
）
。

「Indifferenz

」
と
い
う
語
の
解
釈
・
訳
し
方
な
ど
に
か
ん
し
て
須
藤
氏

の
見
解
は
仲
原
氏
の
そ
れ
と
類
似
し
つ
つ
と
き
に
異
な
る
も
の
と
し
て
展

開
さ
れ
て
ゆ
く
が
、「Indifferenz

」
に
非
常
に
注
意
深
く
着
目
す
る
と

い
っ
た
問
題
設
定
の
枠
組
み
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
両
著
作
が
た
い
へ

ん
有
意
義
な
近
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

本
来
性
／
非
本
来
性
と
い
う
事
柄
を
ク
リ
ア
に
軸
と
し
て
据
え
つ
つ
、

じ
っ
く
り
と
ロ
ジ
カ
ル
に
第
二
篇
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
本
書
の
歩
み
は
、

そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
歩
調
を
同
期
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
読
者
に
と
っ
て

は
、
一
種
の
爽
快
さ
、「
清
風
」（
ⅸ
頁
）
を
提
供
し
う
る
も
の
だ
。
と
こ

ろ
で
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
部
分
の
第
一
篇
と
第
二
篇
と
の
論
の
つ
な

が
り
を
明
示
し
う
る
概
念
・
事
柄
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
「
不
安A

ngst

」

が
着
目
さ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
従
来
も
比
較
的
頻
繁
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、『
第
二
篇
評
釈
』
も
ま
た
「
不
安
」
概
念

を
重
視
し
つ
つ
も
、
し
か
し
同
時
に
「
不
安
」
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
論
述
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
不
十
分
さ
の
指
摘
も
紙
幅
を
割
い
て

二四
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お
こ
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
指
摘
の
な
か
で
の
極
点
の
ひ
と

つ
は
、
三
五
二
―
三
五
六
頁
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
『
存
在
と
時
間
』
の

原
著
三
四
四
ペ
ー
ジ
に
あ
る
二
つ
の
段
落
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が
「
不
必

要
」
で
あ
り
「
削
除
を
提
案
」
す
る
、
と
い
う
議
論
箇
所
で
あ
ろ
う
。
ス

リ
リ
ン
グ
で
興
味
深
い
「
提
案
」
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
読
者
は
賛
同
す

る
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
と
も
、
そ
う
し
た
プ
ロ
ク
ル
ス
テ
ス
的
手
続
き
に

は
賛
同
し
な
い
か
？

も
し
く
は
、
そ
の
興
味
深
い
「
提
案
」
の
内

実
を
さ
ら
に
も
っ
と
詳
し
く
教
え
て
ほ
し
い
、
そ
れ
か
ら
判
断
し
た
い
、

と
思
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
ひ
と
ま
ず
個
人
的
に
は
ご
く
間
接
的
な
コ
メ

ン
ト
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ど
の
よ
う
な
間
接
的
コ
メ
ン
ト

か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
『
存
在
と
時
間
』
第
一
篇
に
お
い
て
主
要
な
事

柄
・
概
念
と
し
て
登
場
し
て
い
た
、
「
世
界
」
（
あ
る
い
は
「
世
界
性
」）

に
か
ん
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
篇
の
読
解
に
丁
寧
に
専
心
す
る
『
第

二
篇
評
釈
』
に
お
い
て
は
、
「
世
界
」
概
念
に
つ
い
て
の
著
者
の
理
解
が

ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
を
読
者
が
つ
か
む
た
め
の
材
料
は
、
同
書
の
趣
旨

か
ら
し
て
当
然
で
は
あ
る
が
、
一
定
数
は
あ
る
（
２
）
も
の
の
、
必
ず
し
も

多
く
提
供
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
本
書
の
続

編
な
い
し
前
編
と
な
る
こ
れ
ま
た
分
厚
い
〝
第
一
篇
評
釈
〟
の
刊
行
が
ぜ

ひ
と
も
俟
た
れ
る
次
第
で
あ
る
。
そ
の
続
編
な
い
し
前
編
を
拝
読
玩
味
し

た
う
え
で
、
先
に
紹
介
し
た
「
削
除
」
提
案
等
に
か
ん
し
て
、
講
究
を
し

て
み
た
い
と
思
う
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
強
欲
す
ぎ
る
願
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
）
「
著
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
っ
た
ん
は
書
き
上
げ
た
と
さ
れ
る
第
一
部
第
三
篇

「
時
間
と
存
在
」
の
出
来
に
満
足
で
き
ず
そ
の
原
稿
を
破
棄
し
た
〔
…
〕
研

究
者
の
関
心
は
こ
の
第
三
篇
の
内
容
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
関
心

が
実
ら
せ
た
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
本
邦
で
は
仲
原
孝
氏
の
『
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
根
本
洞
察
』
（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

存
在
一
般
の
意
味
と
し
て
の
「
と
き
性
」
と
実
存
の
「
時
間
性
」
と
が
同
時

に
相
互
に
連
動
も
す
れ
ば
断
絶
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
と
い
う
、
一
方
を

立
て
れ
ば
他
方
が
立
た
な
い
ね
じ
れ
た
排
他
関
係
に
、
「
時
間
と
存
在
」
の

挫
折
の
最
大
の
理
由
を
見
極
め
る
同
書
は
、
世
界
レ
ヴ
ェ
ル
の
研
究
と
し
て

評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
果
た
し
て
「
時
間
と
存
在
」

だ
け
に
『
存
在
と
時
間
』
そ
の
も
の
の
未
完
成
の
根
拠
が
あ
る
と
考
え
て
よ

い
の
か
」（
ⅶ
頁
）

（
２
）
た
と
え
ば
三
二
〇
―
三
二
一
頁
に
は
、
「zeitlich

」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
単

語
が
「
「
時
間
性
」
と
い
う
と
い
か
に
も
抽
象
的
で
哲
学
的
な
用
語
に
響
く

が
」
、
そ
う
で
は
な
い
「
こ
の
世
の
時
間
と
い
う
か
、
う
つ
ろ
い
儚
い
時
間

的
存
在
と
し
て
の
浮
世
」
と
い
う
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
を
保
持
し
て
い
る
こ
と

と
の
関
連
で
、「
世
界
」
概
念
が
「
世
俗
」
や
「
俗
世
」
と
い
う
意
味
で
解

さ
れ
う
る
側
面
に
つ
い
て
の
指
摘
が
、
適
切
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
か
わ
ぐ
ち

し
げ
お
／
哲
学
）
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