
は

じ

め

に

カ
ン
ト
に
お
け
る
自
己
意
識
の
問
題

超
越
論
的
主
観
と
統
覚
の
総
合
的
統

一

一戸

淳

デ
カ
ル
ト
が
コ
ギ
ト
の
原
理
を
哲
学
に
お
け
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
と
し
て
打
ち
だ
し
、
い
っ
さ
い
の
明
証
性
の
根
拠
を
そ
こ

に
求
め
て
以
来
、
自
己
意
識
の
問
題
は
近
代
哲
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
も
っ
と
も
奥
深
い
迷
宮
で
あ
り

つ
づ
け
た
。
デ
カ
ル
ト
以
後
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ル
ソ
ー
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
は
み
な
、
自
己
意
識
と

い
う
根
拠
を
求
め
、
そ
の
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
な
迷
官
の
な
か
で
さ
ま
よ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
終
わ
り
に
カ
ン
ト
は
、
自
我
と

自
己
意
識
の
理
論
を
定
式
化
し
、
そ
こ
に
明
確
な
す
が
た
を
与
え
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
理
論
は
迷
宮
の
入
り
日
と
出
口
と
を
確

認
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
残
し
た
こ
の
暗
が
り
の
な
か
を
辿
り
つ
く
そ
う
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー

ゲ
ル
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
は
、
新
た
な
時
代
の
観
念
論
哲
学
の
構
築
に
邁
進
し
て
ゆ
く
―
―
。
哲
学
史
の
記
述
に
お
い
て
、
カ

ン
ト
の
主
観
性
の
哲
学
あ
る
い
は
自
己
意
識
論
の
位
置
は
し
ば
し
ば
以
上
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
自
己
意

識
論
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
い
く
つ
も
の
試
み
の
理
論
的
集
大
成
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
意
識
に
潜
伏
す
る
諸
難
題
を
隠
蔽
し
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よ
う
と
す
る
旧
弊
な
構
築
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
ヘ
ン
リ
ツ
ヒ
は

『
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
源
的
洞
察
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
理
論
を

「自
我
の
反
省
理
論
」

と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
思
惟
の
主
体
は
そ
も
そ
も
対
象
に
向
か
う
表
象
作
用
を
自
分
自
身

へ
と
振
り
向

け
る
こ
と
で
帰
行
的
に
自
己
自
身
と
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
思
惟
作
用
と
思
惟
対
象
と
の
不
断
の
統

一
が
実
現
さ

れ
る
。
自
我
を
客
体
と
し
て
思
惟
す
る
さ
い
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
自
我
主
体
が
前
提
さ
れ
る
の
で
、
自
己
意
識
は
自
我
主
体
の
ま

わ
り
を
循
環
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ン
リ
ツ
ヒ
は
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
反
省
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
し
か
し

「自
分
自
身
を
め

ぐ

っ
て
た
え
ず
循
環
し
て
い
る
の
は
、
自
我
で
は
な
く
、
自
我
の
反
省
理
論
の
ほ
う
で
あ
る
」
と
い
う
裁
定
を
く
だ
す
。
な
ぜ
な

ら

一
方
で
は
反
省
に
よ
っ
て
成
立
す
る
は
ず
の
自
我
主
体
は
、
し
か
し
そ
の
反
省
に
先
立

っ
て
反
省
す
る
自
我
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
他
方
で
は
自
我
客
体
と
し
て
同
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
し
か
し
そ
の
同
定
に
先
立

っ
て
同

一
の
自
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
こ
こ
に
は
潜
伏
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
反
省
モ
デ
ル
に
よ
る
な
ら
、
「意
識
が
…
…
客
体
と
し
て
想
定

さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
つ
ね
に
主
体
が
前
提
さ
れ
な
が
ら
、
こ
の
主
体
は

〔無
限
後
退
の
背
後
に
あ

っ
て
、〕
け
っ
し
て
見
出
さ
れ
な

い
。
…
…
こ
の
よ
う
な
詭
弁
が
…
…
カ
ン
ト
の
体
系
の
根
底
に
す
ら
置
か
れ
て
い
た
｝
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
言
う
。

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に

「自
己
意
識
の
本
性
を
不
都
合
と
呼
び
、
な
に
か
欠
陥
の
あ
る
も
の
と
し
て

循
環
と
呼
ぶ
の
は
、
ま
っ
た
く
笑
う
べ
き
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
循
環
の
な
か
に
こ
そ
自
己
意
識
の
本
質
的
な
構
造
が

告
げ
ら
れ
て
い
る
。
自
己
意
識
が
自
己

〈意
識
〉
で
あ
る
の
は
、
意
識
さ
れ
る
私
が
私
か
ら
ひ
と
ま
ず
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

他
方
で

〈自
己
〉
意
識
で
あ
る
の
は
、
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
同

一
性
が
ふ
た
た
び
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
に
お

け
る
区
別
と
同

一
と
の
両
立
と
い
う
こ
の
事
態
を
、
カ
ン
ト
は
だ
が
説
明
不
可
能
な
事
実
と
し
て
放
置
し
た
。

デ
カ
ル
ト
以
来
の
一
時
代
の
終
着
点
と
し
て
の
カ
ン
ト
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
史
の
見
立
て
を
、
人
々
は
こ
れ
ま
で
踏
襲

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
見
取
り
図
の
な
か
で
は
、
自
我
と
自
己
意
識
を
め
ぐ

っ
て
カ
ン
ト
の
思
索
が
辿

っ
た
い
く
つ
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も
の
足
跡
が
、
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『オ
ー
プ
ス
・ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
や

『人
間
学
』
な
ど
で
の
諸
構
想
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し

『純
粋
理
性
批
判
』
（以
下

『批
判
し

に
か
ぎ
っ
て
も
、
演
繹
の
問
題
圏
の
な
か
で
狭
間
を
縫
う
よ
う
に
鍛
え

あ
げ
ら
れ
た
自
己
意
識
モ
デ
ル
も
、
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
直
観
モ
デ
ル
か
ら
の
離
反
と
そ
の
第
二
版
で
の

さ
ら
な
る
重
点
変
更
も
、
第
二
版
の
観
念
論
論
駁
と
そ
の
周
辺
で
調
べ
あ
げ
ら
れ
た
内
的
経
験
の
可
能
性
の
問
題
も
、
あ
る
い
は

第
二
版
に
破
片
の
よ
う
に
書
き
ち
り
ば
め
ら
れ
た

８
”】８
ｏ“
ｏ
∽ｃ日
の
新
解
釈

へ
の
自
己
破
壊
的
な
試
み
も
、
こ
の
見
取
り
図
で

は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
は
ま
る
で
死
せ
る
巨
大
な
廃
墟
の
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
は
新
た
な
諸
洞
察

へ
の
な
ん
の
胎
動
も
聞
え
な
い
ら
し
い
。

た
し
か
に
カ
ン
ト
は
、
自
己
意
識
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
は

「し
か
し
実
際
そ
う
で
あ
る
ほ
か
な
く
」
●

願
９
、
「疑
い
え
な
い

事
実
」
父
ｘ
ヽ
９

な
の
だ
と
言
い
は
っ
て
、
諸
々
の
疑
義
を
突
き
返
し
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
つ
て
カ
ン
ト
が
こ
の
問
題
を
全

面
的
に
放
置
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
批
判
哲
学
の
読
者
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
カ
ン
ト
の
強
弁
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
カ
ン
ト
が
そ
う
強
弁
し
た
理
由
は
お
そ
ら
く
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
洞
察
に
自
己
意
識
論
と
し
て
の
適
切
な
表
現
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
対
象
へ
向
か
う
表
象
能
力
を
自
己
へ
振
り
向
け
る
反
省
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
同

一
と
非
同

一
の
論
理
学
で
も
な
く
、
私
と
い
う
働
く
も
の
の
意
識
が
非
対
象
的
に
成
立
す
る
原
初
的
場
面
へ
と
、
カ
ン
ト
の
思
索
は
い
く
ど

も
挑
戦
す
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
切
り
開
こ
う
と
し
た
道
は
、
行
く
手
に
明
か
り
が
見
え
た
と
た
ん
に
塞
が
れ
て
し
ま
う
。
誤
謬

推
理
論
で
は
、
問
題
と
道
具
立
て
を
純
化
し
、
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
っ
た
結
果
、
ほ
と
ん
ど
な
に
も
残
ら
な
か
っ
た
。
演
繹
論
で
は
、

自
己
意
識
へ
の
新
た
な
構
想
は
、
す
ぐ
に
馴
染
み
の
概
念
枠
の
な
か
に
絡
め
と
ら
れ
、
押
し
こ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
コ
ギ
ト
と

自
我
存
在
を
め
ぐ
る
試
み
は
、
は
じ
め
か
ら
行
き
詰
ま
り
を
約
束
さ
れ
て
い
た
。
自
己
意
識
と
い
う
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

も
歩
み
ぬ
く
こ
と
の
で
き
な
い
院
路
だ
っ
た
。

カ
ン
ト
が
み
ず
か
ら
塞
ぎ
、
そ
し
て
解
釈
者
た
ち
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
き
た
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
の
い
く
つ
か
の
足
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跡
を
、
私
は
ふ
た
た
び
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
の
遠
近
法
の
な
か
で
は
影
に
な
っ
て
隠
さ

れ
て
き
た
カ
ン
ト
の
思
考
の
息
吹
を
、
我
々
の
も
と
に
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
研
究
の
前
編

と
し
て
、
超
越
論
的
な
レ
ベ
ル
の
自
己
意
識
の
問
題
に
的
を
絞
っ
て
、
ま
ず
第

一
節
で

一
七
七
〇
年
代
に
自
己
意
識
が
統
覚
と
し

て
演
繹
の
問
題
圏
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
跡
づ
け
、
つ
い
で
第
二
節
で
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
自
己
意

識
モ
デ
ル
と
そ
の
重
点
移
動
を
確
認
し
、
最
後
に
第
三
節
で
演
繹
論
に
お
け
る
新
た
な
自
己
意
識
の
総
合
モ
デ
ル
の
構
築
の
試
み

を
探
り
だ
す
こ
と
に
す
る
。

一
七
七
〇
年
代
の
問
題
設
定

演
繹
の
諸
構
想
と
統
覚

１
　
演
繹
問
題
の
生
成

―
―

一
七
七
二
年
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
と
そ
の
周
辺

カ
ン
ト
が
主
観
性
あ
る
い
は
自
己
意
識
の
テ
ー
マ
を
理
論
哲
学
の
中
心
に
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、　
一
七
七
〇
年
代
の
半

ば
頃
の
こ
と
で
あ
る
。　
一
七
七
五
年
頃
の
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
遺
稿
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
は
じ
め
て

「統
覚
」
と
い
う
術
語
を
用

い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
演
繹
の
問
題
に
答
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
遺
稿
を
検
討
す
る
ま
え
に
、
そ
れ
以
前
の
問

題
設
定
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
演
繹
の
問
題
は

一
七
七
二
年
の
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
で
は
じ
め

て
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
こ
で
、　
一
七
七
〇
年
の
正
教
授
就
任
論
文

『感
性
界
と
叡
知
界
の
形
式
と
原
理
』

に
は

「ま
だ
な
に
か
本
質
的
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
」
貸

お
９

と
し
て
、
「対
象
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で
触
発
さ
れ
る

こ
と
な
し
に
対
象
に
関
係
す
る
よ
う
な
表
象
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
責
Ｘ
【８
こ
と
い
う
新
た
な
問
い
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
こ
の
問
い
に
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
は
、
同
じ
頃
の
遺
稿
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

「我
々
の
内
な
る
あ
る
種
の
概
念
が
含
む
も
の
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
経
験
が
我
々
に
と
っ
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
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も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
概
念
は
、
経
験
に
先
立

っ
て
、
だ
が
し
か
し
我
々
に
い
つ
か
現
れ
る
だ
ろ
う

一
切
の
も
の
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
言
い
表
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
た
し
か
に
物

一
般
に
は
妥
当
し

な
い
が
、
し
か
し
経
験
に
よ
っ
て
い
つ
か
我
々
に
与
え
ら
れ
う
る
も
の
す
べ
て
に
は
妥
当
す
る
。
と
い
う
も
の
そ
れ
ら
の
概

念
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
条
件
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
（刃
ま
い♪
ｘ
≦
ま
一●

こ
の
演
繹
の
要
諦
は
、
概
念
が
経
験
を
可
能
に
す
る
条
件
を
含
む
な
ら
、
そ
れ
は
経
験
の
対
象
に
も
妥
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
い
つ
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
「経
験

一
般
の
可
能
性
の
条
件
は
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」
０

も
ミ

＞
い路
〕話
一
＞
【〓
）
と
い
う

『批
判
』
の
テ
ー
ゼ
に
つ
な
が
る
考
え
か
た
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

「客
観
的
演
繹
」
の
構
想
の
骨
子

が
す
で
に
こ
の
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
演
繹
の
考
え
か
た
に
は
、
カ
ー
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
決
定
的
な
難
点
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
空
間

時
間
と
い
う
感
性
の
受
容
性
の
形
式
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
悟
性
の
自
発
性
の
規
則
と
が
、
と
も
に
等
し
く
経
験
の
可
能
性
の

条
件
と
見
倣
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
演
繹
に
お
い
て
は
我
々
は
い
わ
ゆ
る

「経
験
と
い
う
事

実
」
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
客
観
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
は
そ
れ
が
経
験

の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
じ
つ
さ
い
に
客
観
へ
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
い
。

こ
の
証
明
に
は
、
我
々
の
経
験
の
概
念
は
空
虚
で
は
な
く
、
経
験
の
客
観
は
存
在
す
る
と
い
う
事
実
の
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
空

間
時
間
的
に
与
え
ら
れ
て
も
悟
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
え
な
い
よ
う
な

「思
想
な
き
直
観
」
９

〓
じ

が
あ
り
う
る
な
ら
ば
、
「諸

現
象
の
ひ
し
め
き
あ
い
が
我
々
の
魂
を
満
た
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
経
験
は
い
っ
こ
う
に
成
立
し
え
な
い
」
↑
ｇ
し

こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
経
験
と
い
う
事
実
の
必
然
性
を
保
証
す
る
に
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
経
験
的
直
観
が

あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
を
示
す
た
め
に
、
超
越
論
的
心
理
学
的
な
考
察
へ
と
カ
ン
ト
は
赴

い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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２
　
「統
覚
」
概
念
の
導
入

デ

ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
遺
稿

一
七
七
五
年
頃
の

一
連
の
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
遺
稿
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
演
繹
の
問
題
圏
の
中
心
に
自
我
を
据
え
、

統
覚
の
概
念
を
新
た
に
導
入
す
る
。
さ
て
、
そ
も
そ
も
統
覚
と
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の

（６
）

ラ
テ
ン
語

↑
署
ｏ８
８
一いｏ
）
を
ド
イ
ツ
の
哲
学
界
に
導
入
し
て
広
め
た
の
は
ヴ
ォ
ル
フ
で
あ

っ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
は

『経
験
的
心
理

学
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「精
神
が
み
ず
か
ら
の
知
覚
を
意
識
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
精
神
に
は
統
覚
が
帰
属
す
る
。
」

「我
々
の
内
に
起
こ
る
こ
と
と
、
我
々
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
も
の
と
を
、
我
々
が
意
識
し
て
い
る
と
き
に
、

（７
）

我
々
は
思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、す
べ
て
の
思
惟
は
知
覚
と
統
覚
Ｃ
ｏ【ｏ８
Ｂ

Ｔ
］
や
Ｓ
Ｏ
①『ｏ８
一ぃ３
を
含
ん
で
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
統
覚
と
は
、
知
覚
の
知
覚

（ａ
キ
鷺
『ｏｏｏ一中３

と
し
て
、
知
覚
が
思
惟
主
体
に
属
す
る
こ
と
を

意
識
す
る
と
い
う
、
思
惟
の
自
己
関
係
性
を
示
す
概
念
で
あ
っ
た
。

で
は
ど
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
概
念
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
演
繹
の
問
題
圏
に
も
ち
こ
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
遺
稿

で
の
演
繹
の
構
想
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
日
下
必
要
な
か
ぎ
り
で
骨
子
を
ひ
ろ
う
こ
と
に
す
る
。
演
繹
の
目
標
は
、
経
験
的
に
与

え
ら
れ
る
も
の
の
す
べ
て
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
働
き
に
服
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
経
験
的
直
観
は
現
象
で
あ
り
、

意
識
さ
れ
た
現
象
は
知
覚
で
あ
る

貧
よ
呵つ）ｘ
≦
Ｈ
ａ
い
じ
。
い
ま
我
々
は
じ
っ
さ
い
知
覚
を
有
し
て
い
る
。
知
覚
は
意
識
さ
れ
た

も
の
と
し
て
私
の
知
覚
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
す
る
私
に
帰
属
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
私
は
そ
の
知
覚
が
私
に
属
す
る
こ
と
を
意

識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
ち

て
す
べ
て
の
現
象
は
、
そ
れ
が
私
に
属
す
る
こ
と
を
教
え
る

「自
己
知
覚

♂
①〕げ
∽〓
，，日
，
ヨ
Ｅ
５
」
貧
ょ
劇メ
ｘ
≦
ま
い●

の
も
と
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
自
己
知
覚
を
カ
ン
ト
は
統
覚

と
言
い
換
え
る
の
で
あ
る
。

「統
覚
と
は
、
思
惟
す
る
主
観

一
般
と
し
て
の
自
己
自
身
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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統
覚
は
、
思
惟
の
意
識
、
す
な
わ
ち
心
の
な
か
に
措
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
表
象
の
意
識
で
あ
る
。」
貧
ま
劇♪
ｘ
≦
Ｈ
，
じ

知
覚
に
は

「主
観
の
意
識
」
貧
よ
呵い。ｘ
≦
〓
い９

が
伴
い
、
そ
の
思
惟
主
観
の
う
ち
で
知
覚
は
知
覚
さ
れ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト

に
お
け
る
統
覚
概
念
の
原
型
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
自
己
知
覚
と
し
て
の
統
覚
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど

「内
的
感
官
」

に
も
当
て
は
ま
り
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
じ

っ
さ
い

「直
観
は
対
象
の
直
観
で
あ
る
か

（覚
知

ｒ
署
８
，ｏ●
∽一ｏ
）
）
、
自
己
自
身
の
直
観
で
あ
る
か
で
あ
る
。
後
者

（統
覚
）
は
す
べ
て
の
認
識
に
関
わ
る
…
…
」
貧
ま
鶴い・ｘ
く
目

８
一）
と
言
わ
れ
、
統
覚
は
自
己
直
観
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
マ
イ
ア
ー

『論
理
学
綱
要
』
へ
の

一
七
五
〇
年
代
の
省
察
で

は
、
マ
イ
ア
ー
の
意
識
あ
る
い
は
統
覚

↑
Ｏ
ｏユ
罵
【ι

へ
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
「意
識
は
内
的
感
官

（∽８
∽易
〓
お
日
嘔
し

で
ぁ

る
」
貧

ま
∞ｐ
ｘ
≦

８
）
と
も
言
わ
れ
る
。
批
判
期
に
カ
ン
ト
が
内
的
感
官
と
統
覚
と
の
区
別
を
執
拗
に
繰
り
返
す
と
き

↑
”

＞

】ま
Ｐ
ｕ
８
Ｐ
≦
【
ま
【）、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
枠
組
か
ら
の
脱
却
を
図
る
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
遺
稿
群
に
お
い
て
も
、
統
覚
を
内
的
知
覚
と
捉
え
る
こ
と
の
不
都
合
は
す
で
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
演
繹

の
構
想
を
も
う
す
こ
し
辿
ろ
う
。
知
覚
は
主
観
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
主
観
は
思
惟
実
体
と
し
て
単
純
で
あ
り
統

一
体

で
あ
る
。
こ
の
主
観
の
も
と
に
多
様
な
も
の
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
多
様
を
関
係
づ
け
、
結
合
し
、
統

一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
結
合
作
用
は
感
覚
の
受
容
性
の
う
ち
に
は
な
い
の
で
、
思
惟
主
観
の
自
発
的
で
知
性
的
な
働
き
で
あ
り
、
「形
式
で
は
な

く
機
能
」
貧
よ
哺ヽ
ψｘ
≦
】
Ｒ
じ

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を

「統
覚
の
諸
機
能
」
，
ま
哺ヽ
ψｘ
≦
【
Ｒ
ｅ

と
呼
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
統
覚

は
、
た
ん
な
る
所
与
の
諸
表
象
の
意
識
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ

「思
惟
の
意
識
」
あ
る
い
は

「思
惟
す
る
主
観

一
般
」
の
意
識
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
発
性
の
意
識
と
し
て
、
主
観
の
な
か
で
諸
表
象
の
関
係
を
規
定
す
る
思
惟
の
機
能

（「悟
性
の
権
能
」
貧

よ
Ｓ
，ｘ
≦
Ｈ
いや
と

に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
統
覚
は

「す
べ
て
の
認
識
に
関
わ
る
」
貧
よ
↓軌・ｘ
≦
〓
い
じ

の
で
、
無

限
後
退
を
避
け
る
に
は
、統
覚
そ
の
も
の
は
知
覚
の
一
領
域
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
統
覚
は
感
性
的
な
受
容
性
で
は
な
く
、

思
惟
の

「知
的
な
機
能
」
貧
よ
呵つ）ｘ
≦
Ｈ
ａ
じ

だ
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「自
己
知
覚
の
権
能
」
貧
よ
ｑヾ
。ｘ
≦
〓
ｕｃ

あ
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る
い
は

「自
己
感
覚
の
諸
機
能
」
（①げこ

と
い
っ
た
、
批
判
期
の
用
語
法
か
ら
見
る
と
矛
盾
し
た
よ
う
な
表
現
は
、
カ
ン
ト
に
よ

る
統
覚
概
念
の
こ
の
よ
う
な
習
得
変
容

（＞
ヨ
ｏｌ
，ａ
】目
し

の
事
情
を
物
語
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
以
上
と
並
行
し
て
、
た
ん
な
る
現
象

（経
験
的
直
観
）
か
ら
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
、
対
象
あ
る
い
は
経
験
の
対
象
の
概

念
が
う
ち
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「私
の
諸
表
象
に
対
象
を
措
定
す
る
た
め
に
は
つ
ね
に
、
表
象
が
普
遍
的
な
法
則
に
し
た
が
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
普
遍
妥
当
的
な
点
に
ま
さ
に
対
象
は
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。」
（”
よ
呵い。ｘ
≦
Ｈ
Ｒ
ｅ

経
験
的
直
観
や
知
覚
と
は
異
な
り
、
対
象
あ
る
い
は
経
験
と
は
悟
性
の
諸
規
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て

「知
覚
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
統
覚
す
な
わ
ち
自
己
知
覚
の
規
則
の
も
と
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
貧
よ
ヨ

ｘヽ
≦
Ｈ
８
●

こ
と
に
な
り
、
統
覚
あ
る
い
は
思
惟
主
観
の
統

一
が
対
象
の
存
立
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
文

章
に
は
す
で
に
、
超
越
論
的
統
覚
を
対
象
の
相
関
者
と
し
て
考
え
る
と
い
う

『批
判
』
の
演
繹
論
の
基
本
構
想
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

「…
…
私
の
自
我
と
パ
ラ
レ
ル
な
な
に
か
へ
と
諸
表
象
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
私
は
…
…
現
象
を

（客
観

的
に
）
経
験
に
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。」
貧
ま
鋤Ｑ・ｘ
≦
Ｈ
Ｒ
ｅ

「客
観
は
主
観
の
諸
関
係
に
し
た
が
っ
て
の
み
表
象
さ
れ
う
る
。
客
観
は
、
（主
観
の
）
主
観
的
表
象
そ
の
も
の
、
だ
が
普
遍

的
な
も
の
に
さ
れ
た
主
観
的
表
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
私
が
す
べ
て
の
客
観
の
根
源

♂
コ．”一日
じ
だ
か
ら
で
あ

る
。」
（刃

電ヽ
♪
Ｘ
く
目
Ｒ
９

３
　
実
体
と
し
て
の
自
我
―
―

自
己
意
識
と
統
覚
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
前
史

し
か
し
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
対
象
概
念
を
そ
の
根
源
と
し
て
支
え
て
い
る
の
が
、
統
覚
の
諸
機
能
の
統

一
な
の
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か
、
そ
れ
と
も
思
惟
主
観
の
実
体
と
し
て
の
統

一
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
こ
の
遺
稿
群
の
み
に
基
づ
い
て
は

明
確
に
答
え
ら
れ
な
い
が
、
傍
証
と
し
て
誤
謬
推
理
論
に
つ
い
て
の
発
展
史
的
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
周
知
の
よ
う

に
、
魂
の
実
体
化
を
批
判
す
る
誤
謬
推
理
論
が
発
見
さ
れ
定
式
化
さ
れ
た
の
は

一
七
七
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
で
あ
る
。　
一
七
七
〇

年
代
後
半
の

『Ｌ
ｌ
形
而
上
学
講
義
』
に
お
い
て
も
、
合
理
的
心
理
学
的
な
推
論
が
提
示
さ
れ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
直
観

へ
の
信
頼
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
批
判
は
さ
れ
て
い
な
い
。

「自
我
と
い
う
実
体
的
な
も
の
は
、
我
々
が
実
体
を
直
接
に
直
観
し
う
る
唯

一
の
場
合
で
あ
る
。
…
…
私
は
私
の
な
か
で
実

体
を
直
接
的
に
直
観
す
る
。
…
…
自
我
が
実
体
の
根
源
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
。」
（Ｘ
Ｘ
≦
Ｈ〓
減
）

こ
こ
で
も
内
的
感
官
と
統
覚
あ
る
い
は
自
己
意
識
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
ず
、
「魂
」
と

「厳
密
な
意
味
で
の
自
我
」
と
が
同

一
視

さ
れ
る

（Ｘ
Ｘ
≦
Ｈ罵
いり
。
こ
の
よ
う
な
自
己
直
観
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
自
我
＝
魂
は
、
合
理
的
心
理
学
の
意
味
で
の
単
純
な
思

惟
実
体

（８
∽
８

言̈
●
し

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
レ
メ
の
表
現
を
使
え
ば
、
自
我
実
体
が
直
観
的
な
自
己
回
帰
関
係
を
有
す
る

と
い
う
伝
統
的
な

「自
己
認
識
の
直
観
的

・
観
察
的

・
分
析
的
モ
デ
ル
」
が
、
ま
だ
カ
ン
ト
の
思
惟
の
趨
勢
を
支
配
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

と
す
れ
ば
カ
ー
ル
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
遺
稿
で
カ
ン
ト
が
、
統
覚
の
諸
機
能
の
統

一
を
、
そ
し
て
さ
ら
に

対
象
の
統

一
を
、
単
純
な
思
惟
実
体
と
し
て
の
自
我
に
基
づ
け
る
よ
う
な
、
い
わ
ば

「存
在
論
的
な
基
礎
づ
け
」
に
傾
斜
し
て
い

た
こ
と
は
、
容
易
に
予
想
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
実
体
が
そ
の
諸
偶
有
性
と
し
て
の
諸
表
象
と
関
係
し
、
そ
の
関
係
を
統
覚

‘
が
決
定
す
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
「あ
ら
ゆ
る
統
覚
の
条
件
は
思
惟
主
観
の
統

一
で
あ
る
」
貧
よ
劇い。ｘ
≦
ま
し
じ
、
あ
る
い
は

「自
我
が
規
則

一
般
の
基
体
を
な
す
」
，
ま
哺い。ｘ
≦
ま
い０

と
い
う
よ
う
な
言
明
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
解
さ
れ
る
。

付
け
加
え
て
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
に
表
象
の
関
係
を
統
覚
あ
る
い
は
自
我
の
統

一
の
う
え
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
発
想
は
、
な

に
も
カ
ン
ト
の
独
創
で
は
な
く
、
当
時
の
共
通
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
以
前
の
統
覚
を
め
ぐ
る
多
様
な
理
解
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の
な
か
に
は
、
ヴ
オ
ル
フ
以
来
の
諸
知
覚
の
意
識
と
し
て
の
統
覚
と
い
う
路
線
に
対
立
し
て
、
自
我

（の
端
的
な
存
在
）
の
意
識

と
し
て
の
統
覚
を
よ
り
根
源
的
な
も
の
と
捉
え
る
立
場
が
す
で
に
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
の
統
覚
は
知
覚
と
い
う
内
的
な
諸
状
態
に

つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
し
、
ま
た
統
覚
と
ほ
ぼ
同
義
の

「意
識
」
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
外
的
な
諸
事
物
を
区
別
し
、
さ
ら
に
諸

事
物
と
我
々
と
を
区
別
し
う
る
と
き
に
、
諸
事
物
か
ら
区
別
さ
れ
た
自
己
自
身
を
意
識
し
う
る
の
だ
か
ら
、
自
己
意
識
は
外
的
な

諸
事
物
の
意
識
を
前
提
す
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
路
線
は
お
よ
そ
、
テ
ュ
ミ
ッ
ヒ

（ｒ
ａ
二
”
「
ｒ
いＪ
●
弓
ョ
日
ヨ
ぃし
、
バ
ゥ

ム
ガ
ル
テ
ン
、
マ
イ
ア
ー
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
た
。

こ
れ
に
対
立
し
て
、
例
え
ば
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は

「我
々
は
諸
物
を
区
別
す
る
が
ゆ
え
に
諸
物
を
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、
我
々

が
意
識
す
る
か
ら
こ
そ
諸
物
を
は
じ
め
て
区
別
し
う
る
の
で
あ
る
。
意
識
は
本
性
か
ら
い
え
ば
区
別
に
先
立
つ
」
と
し
て
、
反
ヴ
オ

ル
フ
の
立
場
を
と

っ
て
い
た
。
ま
た
Ｃ
８

日
Ｆこ

の

一
連
の
研
究
が
教
え
る
よ
う
に
、
リ
ュ
ー
デ
イ
ガ
ー

（＞
巳
『①男
″
巳
一∞ｏじ

が
す
で
に
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の
先
鞭
を
付
け
て
い
た
し
、
カ
ン
ト
の
師
ク
ヌ
ー
ツ
ェ
ン

（〓
菫
〓
パ
ロ
一Ｎ８
）
も
、
区
別
に
先
行
す
る

「主
観
の
統

一
」
を
主
張
し
、
こ
の
主
観
を
非
物
質
的
実
体
だ
と
し
た
。
そ
し
て
ヒ
ス
マ
ン

（〓
【多
”２
〓
い
日
”ヨ
）
ゃ
マ
イ
ナ
ー

ス

お
，
諄
一ｏ
■

〓
ｏ】Ｒ
ι

は
、　
一
七
七
〇
年
代
の
諸
論
考
で
、
統
覚
と
自
己
意
識
と
を
区
別
し
、
統
覚
は
諸
表
象
の
意
識
だ
が
、

自
己
意
識
は
我
々
の
自
我
の
存
在
の
意
識
あ
る
い
は
感
情
だ
と
し
た
。
さ
ら
に
メ
リ
ア
ン

（〕３
，日

”
①日
ぎ
ａ
〓
ｏコ．営
）
は
、
諸

表
象
の
統
覚
と
自
我
存
在
の
統
覚
と
を
区
別
し
、
後
者
の
統
覚
を
い
っ
さ
い
の
認
識
活
動
に
先
行
す
る
も
の
と
捉
え
て
、
こ
れ
を

『批
判
』
に
先
立

っ
て

「根
源
的
統
覚
八
ξ
電
ｏ８
ｏ■
８

ｏ日．目
．暑
①こ

と
呼
ん
で
い
た

（こ
れ
は

一
七
七
八
年
に
ド
イ
ツ
語
に
翻

訳
さ
れ
た
）。
さ
ら
に
ク
レ
メ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の

『
フ
ェ
ー
ド
ン
』
（第

一
版

一
七
六
七
年
）
の
示
唆

に
基
づ
い
て
、
ヘ
ル
ツ
は
ま
さ
に
カ
ン
ト
の

一
七
七
〇
年
論
文
へ
の
解
説
書

『思
弁
哲
学
に
基
づ
く
諸
考
察
』
に
お
い
て
、
「
い
か

な
る

〔客
観
の
〕
関
係
も
な
ん
ら
か
の
主
観
を
前
提
」
し
、
そ
し
て
こ
の

「第

一
の
主
観
」
は

「必
然
的
に
単
純
な
実
体
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
た
。
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そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
い
っ
さ
い
の
認
識
の
基
礎
と
し
て
の
自
我
実
体
と
い
う
考
え
か
た
に
対
す
る
距
離
の
と
り
か

た
、
あ
る
い
は
統
覚
概
念
の
現
実
性
を
制
限
す
る
し
か
た
に
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
独
自
の
境
地
が
見
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
お
そ
ら
く

一
七
七
八
年
か
ら
七
九
年
頃
、
合
理
的
心
理
学
の
誤
謬
推
理
へ
の
批
判
が
構
想
さ
れ
、
自
我
＝
実
体
と
い
う
捉
え

か
た
の
難
点
が
決
定
的
に
な

っ
た
の
と
並
行
し
て
、
演
繹
論
に
お
け
る
自
我
あ
る
い
は
統
覚
の
構
想
も
軌
道
修
正
を
迫
ら
れ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
消
息
を
見
届
け
る
た
め
に
、
ま
ず
は

『批
判
』
の
誤
謬
推
理
論

へ
と
目
を
転
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
一　
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
統
覚
と
自
己
意
識

カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
論
理
的
機
能

ヘ

１
　
表
象

一
般
の
形
式
と
し
て
の
統
覚

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
誤
謬
推
理
論
の
基
本
テ
ー
ゼ
は
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
伴
う
た
ん
に
論
理
的
な
主
観
性
と
し
て
の
自
我
に

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
て
実
在
的
な
主
体
と
し
て
実
体
化
す
る
合
理
的
心
理
学
の
推
論
は
誤
謬
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
以
来
の
８
”３

か
ら

８
∽
８
∞ご
房

へ
の
推
論
に
ひ
そ
む
誤
謬
を
暴
く
も
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は

こ
の
誤
謬
を

「実
体
化
さ
れ
た
意
識

（実
体
的
な
統
覚
）
と
い
う
窃
取
」
，
さ
じ

と
も
呼
ん
で
い
る
。

さ
て
誤
謬
推
理
論
の
冒
頭
部
分
で
、
東
口
理
的
心
理
学
の
唯

一
の
テ
ク
ス
ト
」
０
さ
ミ
＞
〓
じ

と
し
て

「私
は
考
え
る

（Ｈ３

８
●５
）」
●
ｇ
・）
が
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
コ
ギ
ト
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
で
あ
り
、　
一
七
八

一
年
の

『批
判
』
第

一
版
に
お

い
て
こ
の
概
念
あ
る
い
は
命
題
が
現
れ
る
の
は
、
こ
の
誤
謬
推
理
論
の
箇
所
が
最
初
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
コ
ギ
ト
に
伴
わ
れ
て

「統
覚
」
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
。

「
こ
の
内
的
な
知
覚
は

〈私
は
考
え
る
〉
と
い
う
た
ん
な
る
統
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
…
…
。
…
…
と
い
う
も
の
内
的
経
験

一

般
そ
し
て
そ
の
可
能
性
は
…
…
、
経
験
的
認
識
で
は
な
く
、
経
験
的
な
も
の
一
般
の
認
識
と
見
倣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
可
能
性
の
探
究
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
超
越
論
的
な
も
の
で

あ
る
。」
（ｏげι

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
知
覚
の
知
覚
あ
る
い
は
内
的
知
覚
に
よ
っ
て
統
覚
を
定
義
す
る
の
は
ヴ
ォ
ル
フ
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。
だ

が
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
内
的
知
覚
の
対
象
を
、
あ
れ
こ
れ
の
個
々
の
知
覚
で
は
な
く
、
「経
験
的
な
も
の
一
般
」
だ
と
す
る
こ
と

で
、
こ
の
伝
統
か
ら
距
離
を
と
り
、
み
ず
か
ら
の
超
越
論
的
探
究
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次

の
箇
所
に
も
窺
わ
れ
る
。

「思
惟
す
る
自
我
…
…
に
よ
っ
て
は
、
思
想
の
超
越
論
的
主
観
＝
ｘ
以
外
の
な
に
も
の
も
表
象
さ
れ
な
い
…
…
。
我
々
は
こ

の
ま
わ
り
を
た
え
ず
循
環
す
る
ば
か
り
だ
。な
ぜ
な
ら
こ
の
超
越
論
的
主
観
に
つ
い
て
な
に
か
判
断
し
よ
う
と
す
れ
ば
、我
々

は
い
つ
で
も
す
で
に
そ
の
表
象
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合
は
超
越
論
的
主
観
か
ら
と
り
除
き
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
意
識
じ
た
い
は
、
特
殊
な
客
観
を
区
別
す
る
表
象
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
表
象
が
認
識
と
呼
ば
れ

る
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
表
象

一
般
の
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。」
（∪
さ
ミ

＞
〓
ｅ

「規
定
す
る
自
己
」
，
さ
じ

を
規
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に

「規
定
す
る
自
己
」
が
前
提
さ
れ
る
と
い
う
自
己
意
識

一
般

の
困
難
が
、
「循
環

（Ｎ
寿
と

」
と
し
て
印
象
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
「特
殊
な
客
観
を
区
別
す
る
表
象

で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
表
象
が
認
識
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
表
象

一
般
の
形
式
だ
」
と
い
う
箇
所
に
着
日
し

た
い
。
こ
の
ユ
ｏＦ
∽ｏ■
３
〓
二
８
Ｐ
ヨ
と
い
う
表
現
、
そ
し
て
８
お
日
と

８
澤
い
の
使
い
か
た
は
、
第
二
版
の
緒
論
に
お
け
る

「超
越
論
的
」
の
周
知
の
定
義
を
想
起
さ
せ
る
。

「私
は
、
対
象

一
般
に
関
わ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
対
象

一
般
に
つ
い
て
の
我
々
の
認
識
様
式
―
―
こ
の
認
識
様
式
が

ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
に
お
い
て
―
―
に
関
わ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
認
識
を
、
超
越
論
的
と
名
づ
け

る
。」
（”
じ
）
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こ
の
第
二
版
に
お
け
る
ユ
ｏＦ
８
■
３
〓

∽８
●ｏ日
と
ぃ
ぅ
表
現
は
、
第

一
版
の
定
義

，

〓
じ

に
も
共
通
す
る
。
こ
の
表
現

が
、
ヒ
ン
ス
ケ
や
久
保
元
彦
の
言
う
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て

一
般
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
が
方
法
論
と
し
て
先
行
し
、
そ
の
あ
と

に
対
象

一
般
の
認
識
つ
ま
り
形
而
上
学
そ
の
む
の
が
来
る
と
い
う
、
批
判
的
な
序
列
関
係
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
誤

謬
推
理
の
箇
所
も
同
様
で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
統
覚
の
意
識
は
、
〈認
識
が
可
能
で
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
に
お
け
る
表
象

一
般
の
形
式
〉

で
あ
り
、
〈統
覚
を
特
定
す
る
表
象
〉
で
も
あ
る
が
、
前
者
が
先
行
し
て
後
者
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
序
列
関
係
が
指
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
統
覚
は
、
認
識

一
般
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
超
越
論
的

主
観
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
自
己
実
体
直
観
に
基
づ
く
自
我
論
か
ら
の
カ
ン
ト
の
鮮
や
か
な
批
判
的
転
回
の
一

端
を
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

２
　
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
自
己
意
識
―
―

第

一
版
の
誤
謬
推
理
論
と
そ
れ
へ
の
諸
批
判

さ
て
誤
謬
推
理
の
批
判
と
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
主
観
性
の
実
体
化
を
戒
め
る
も
の
で
あ
る
。
表
象
の
諸
部
分
が
複
数
の

主
観

へ
と
分
割
さ
れ
て
い
る
と
単

一
の
思
想
を
形
成
し
え
な
い
こ
と
を
根
拠
に
単
純
な
実
体
と
し
て
の
自
我
へ
と
推
論
す
る

『Ｌ

ｌ
形
而
上
学
講
義
』
の
議
論

父
ｘ
≦
】〓
８
じ

は
、
こ
こ
で
は
拒
否
さ
れ
る

（＞
ピ
【
露
）。
私
が

一
つ
の
思
想
を
考
え
る
と
き
、

考
え
る
私
の
単
純
性
は
た
し
か
に
私
の
思
惟
の
形
式
的
条
件
で
あ
る
。
こ
の
と
き
私
の
単
純
性
は
私
が
思
惟
の
主
観
で
あ
る
か
ぎ

り
で
の
こ
と
で
あ
り
、
私
の
あ
り
か
た
は
私
に
と
つ
て
の
そ
の
知
ら
れ
か
た
に
依
存
し
て
い
る
。
私
が
私
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
私

‘
に
と

つ
て
の
私
と
い
う
超
越
論
的
な
極
点

へ
、
カ
ン
ト
は
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

「主
観
的
な
自
我
」
，

日
じ

の
現
場
を
離
れ
て
、
私
を
あ
た
か
も
眼
前
に
据
え
て
客
観
的
な
私
と
し
て
、
そ
こ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
と
き
、
私
の

自
我
の
超
越
論
的
な
性
格
が
対
象
化
さ
れ
実
在
化
さ
れ
る
と
い
う
誤
謬
推
理
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
他
方
で
誤
謬
推
理
の
解
決
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「内
的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
」
，

ど
こ

と
し
て
の

「魂
」
を
、
純
粋
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な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
対
象
と
し
て
理
念
の
領
域
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
と
言
う
。
た
と
え
ば
第

一
誤
謬
推
理
は
、
で
」
の

〔実
体
と
し
て
の
魂
と
い
う
〕
概
念
は
、
理
念
に
お
け
る
実
体
を
示
す
の
で
あ

っ
て
、
実
在
性
に
お
け
る
実
体
を
示
す
の
で
は
な

い
」
（＞
ｕ
】）
と
締
め
く
く
ら
れ
る
。
ま
た
第
二
誤
謬
推
理
で
は
、
ス
ロ
理
的
心
理
学
の
こ
の
基
本
命
題
に
は
、
（純
粋
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
基
づ
く
）
た
ん
な
る
理
性
判
断
の
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
る
」
貧

ｕ
じ

が
、

こ
の
こ
と
は
こ
の
命
題
を

「客
観
的
使
用
と
い
う
実
在
性
を
欠
い
た
た
ん
な
る
理
念
の
領
域
に
放
郷
し
た
」
（ｏσこ

の
と
同
じ
こ

と
に
な
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、　
一
七
八

一
年
の
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
主
観
に
つ
い
て
、
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
対
象
と

し
て
思
惟
す
る
可
能
性
を
承
認
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
カ
ン
ト
は
、
超
越
論
的
統
覚
の
レ
ベ
ル
で
の
自

己
意
識
の
可
能
性
を
、
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
働
き
か
た
を
手
引
き
に
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
、　
一
七

七
〇
年
代
の
デ
カ
ル
ト
的
な
親
密
な
自
己
直
観
モ
デ
ル
と
は
大
き
く
異
な
る
自
己
意
識
で
あ
る
。
外
的
な
対
象
に
関
し
て
は
、我
々

は
感
性
的
直
観
と
純
粋
悟
性
概
念
と
に
基
づ
い
て
、
規
定
さ
れ
た
客
観
的
認
識
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
我
の
内
的
な
諸
現

象
の
ば
あ

い
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
規
定
す
る
自
我
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
充
足
す
る
直
観
が
欠
け

て
い
る
の
で
、
我
々
が
こ
の
自
我
を
意
識
し
う
る
の
は
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
自
我
は
純
粋
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
客
観

一
般
と
し
て
は
思
惟
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
自
己
思
惟
は
、
こ
の
作
用
す
る
私
そ
の
も

の
に
接
近
す
る
た
め
の
独
特
の
新
た
な
方
法
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
錯
綜
し
た
批
判
と
解
決
を
支
え
て
い
る
の
は
、
主
観
的
自
我
の
客
観
化
と
い
う
構
図
と
、
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

実
在
化
と

い
う
構
図
と
が
重
な
り
あ
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
客
観
化
さ
れ
た
自
我
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
実
在
的
に
適
用
す
る
誤
謬

の
ち
ょ
う
ど
裏
側
に
、
主
観
的
自
我
と
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
解
決
を
カ
ン
ト
は
位
置
づ
け
る
。
ま
っ
た
き
主
観
性
の
な
か
で

も
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
「或
る
も
の

一
般

（超
越
論
的
主
観
と

，

日
し

を

「超
越
論
的
に
示
す
」
（ｏσこ

と
い
う
し
か
た
で
純
粋



に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
主
観
的
な
超
越
論
的
自
我
性
と
超
越
論
的
対
象
と
し
て
の
魂
と
は
、
と
も
に

超
越
論
的
な
或
る
も
の

一
般

（
＝
ｘ
）
と
し
て
、
超
越
論
的
な
地
平
に
お
い
て
は
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

感
性
的
直
観
を
欠
い
た
た
ん
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
思
惟
と
い
う
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
モ
デ
ル
は
、
こ
の
あ
と
カ
ン
ト
の

自
己
意
識
論
の
ひ
と
つ
の
導
き
の
糸
に
な
り
、
『批
判
』
第
二
版
で
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
他
面
で
は
、
こ
の
よ
う

な
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性

へ
の
疑
惑
が
、
第
二
版
で
の
誤
謬
推
理
論
の
全
面
改
訂
を
カ
ン
ト
に
余
儀
な
く
さ
せ
た

一
因
で
も

あ

っ
た
。
『批
判
』
第

一
版
に
対
し
て
合
理
的
心
理
学
者
の
陣
営
か
ら
、
も
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ

っ
て
超
越
論
的
主
観
が
思
惟
可
能

な
ら
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
自
我
＝
魂
を
認
識
す
る
こ
と
へ
は
ほ
ん
の
一
歩
で
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
カ
ン
ト
批
判
が
展
開
さ

れ
た
。
す
で
に
エ
ル
ト
マ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ウ
ル
リ
ツ
ヒ

（」３
，日

＞
話
“
∽一
目
ｏぃｏ
コ．Ｓ

Ｃ
】口．ｏこ

の

『論
理
学

・
形
而
上

学
講
義
』
二

七
八
五
年
）
に
代
表
さ
れ
る
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
統
覚
を
捉
え
る
こ
の
よ
う
な
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
、
書
き
改

め
ら
れ
た
誤
謬
推
理
論
の
目
的
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
ビ
ス
ト
リ
ウ
ス

（口
８
日
日

＞
ａ
『①以
コ
∽一３
ｃ
し

な
ど
か
ら

（２２
）

は
、
認
識
主
観
が
思
惟
実
体
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は

「た
ん
に
見
か
け
だ
け
の
論
理
的
主
観
」
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
い

う
反
対
方
向
の
批
判
も
あ
が
っ
た
。

３
　
論
理
的
機
能

へ
の
撤
退
―
―

第
二
版
の
誤
謬
推
理
論

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
的
な
批
判
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
回
答
は
、
で
つ
ま
で
も
な
く
ま
ず
新
し
い
演
繹
論
や

「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」

の
章
の
改
稿
に
現
れ
、
さ
ら
に
誤
謬
推
理
論
に
も
刻
ま
れ
る
。
も
し
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
自
我
の
認
識
が
可
能
な
ら
、
そ
れ
は

「我
々
の
全
批
判
に
対
す
る
巨
大
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
唯

一
の
蹟
き
の
石
」
０
お
３

に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
は
、

問
題
の
深
刻
さ
を
吐
露
し
て
い
る
。
ク
レ
メ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、　
一
七
八
七
年
の
第
二
版
に
お
け
る
誤
謬
推
理
論
の
基
本
的
な

・５
　

性
格
は
し
た
が
っ
て
、
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
手
引
き
に
し
て
超
越
論
的
主
観
を
語
る
こ
と
を
放
棄
す
る
点
に
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

カントにおける自己意識の問題



16人 文 科 学 研 究 第110輯

の
意
味
対
象
と
し
て
の
超
越
論
的
な
或
る
も
の
と
い
う
考
え
か
た
は
、
第
二
版
で
は

『批
判
』
か
ら
姿
を
消
す
。
第
二
版
で
書
き

改
め
ら
れ
た
文
章
か
ら
は
、
超
越
論
的
対
象
の
語
も
超
越
論
的
主
観
の
語
も
拭
い
さ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
か
わ
っ
て
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
た
ん
な
る
思
惟
の
論
理
的
な
機
能
で
あ
り
、
超
越
論
的
な
意
味
対
象
へ
の
妥
当
性
は
な
い
、
と
い
う
見
解
が
支
配
的
に
な

る
。
書
き
改
め
ら
れ
た
次
の
二
つ
の
文
章
は
、
第
二
版
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

「…
…
思
惟
じ
た
い
に
お
け
る
自
己
意
識
の
あ
ら
ゆ
る
様
式

（日
ａ
じ

は
、
ま
だ
客
観
の
悟
性
概
念

（カ
テ
ゴ
リ
ー
）
で
は

な
く
、
た
ん
な
る
機
能
に
す
ぎ
ず
、
思
惟
に
な
ん
ら
対
象
を
も
認
識
さ
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
私
じ
し
ん
を
も
対
象
と
し
て
認
識

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。」
（”
お
い
じ

「…
…
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
主
観
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
と
し
て
の
自
己
自
身
に

つ
い
て
概
念
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
思
惟
す
る
た
め
に
は
主
観
は
、
み
ず
か
ら
の
純
粋

な
自
己
意
識
を
根
拠
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
自
己
意
識
こ
そ
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。」
（”
お
じ

第

一
版
の
語
り
か
た
で
は
、
自
我
は
自
我
を
向
こ
う
が
わ
に
置
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
思
惟
す
る
が
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
対

象
と
し
て
の
自
我
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
根
拠
と
し
て
の
主
観
的
な
自
我
と
厳
密
に
同

一
で
あ
る
、と
い
う
構
造
に
な
る
。
あ
る
い
は
、

思
惟
す
る
主
観
の
諸
権
能
が
、
そ
の
思
惟
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
相
関
項
と
し
て
の
主
観
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
映
し
出
さ
れ

て
思
惟
さ
れ
る
の
だ
、
と
も
言
え
よ
う

↑
写
＞
お
じ
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
自
己
思
惟
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
自
己
意
識
の
反
省
モ

デ
ル
の
難
点
を
結
局
の
と
こ
ろ
逃
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
手
引
き
に
し
て
自
我
を
思
惟
す
る
と
き
、

自
我
は
、
経
験
的
認
識
の
意
味
で
の
客
観
で
は
な
い
に
し
ろ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
機
能
の
も
つ

（現
象
学
的
な
こ
と
ば
を
使
う

な
ら
）
志
向
的
な
意
味
と
し
て
の

「客
観

一
般
」
で
あ
り
、
内
的
な
意
識
作
用
の
志
向
的
な
相
関
者
と
し
て
の
０
日
∽̈
ｏご
①π
で
ぁ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
客
観

一
般
は
た
し
か
に
規
定
さ
れ
た
客
体
で
は
な
く
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
規
定
者
と
被
規
定
者
と
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の
同

一
性
を
規
定
す
る
さ
い
の
反
省
モ
デ
ル
の
ア
ポ
リ
ア
を
ひ
と
ま
ず
は
免
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
客
観

一
般
の
思
惟
は
思
惟
す
る
主
観
を
前
提
す
る
。
で
は
こ
の
と
き
、
思
惟
さ
れ
る
自
我
客
観
と
思
惟
す

る
主
観
と
の
同

一
性
を
保
証
す
る
は
ず
の
自
己
意
識
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
以
外
の
い
っ
た
い
何
を
手
引
き
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
同
定
な
ら
ば
無
限
後
退
を
避
け
ら
れ
な
い
が
、
だ
が
そ
れ
以
外
に
何
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
、
感
性
的
直
観
を

捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
す
る
自
我
の
自
己
思
惟
の
直
接
的
な
同

一
性
が
超
越
論
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う

提
案
は
、
す
で
に
足
下
に
開
い
た
乖
離
を
覆
う
に
は
手
遅
れ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
誤
謬
推
理
論
全
体
に
わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
警
告

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
我
を
超
越
論
的
な
或
る
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
と
き
、
そ
の
自
我
＝
魂
を
超
越
論
的
な
地
平
の
な
か
で
ふ

た
た
び

「循
環
」
へ
と
引
き
ず
り
こ
む
陥
穿
が
、
す
ぐ
そ
こ
に
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
版
に
お
け
る
思
惟
の
た
ん
な
る
論
理
的
機
能
を
手
引
き
に
し
た
自
己
意
識
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
の
純
粋
性
に
も
か
か
わ

ら
ず
惹
起
し
て
し
ま
う
、
自
我
を
対
象
化
す
る
距
離
を
廃
棄
し
て
、
自
己
意
識
を
よ
り
主
観
の
機
能
の
根
源
に
近
い
場
面
で
確
保

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「規
定
す
る
も
の
の
意
識
」
０
お
じ

は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
は
表
象
さ
れ
ず
、
む
し
ろ

た
ん
に
思
惟
の
論
理
的
機
能
が
働
い
て
い
る
そ
の
現
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
惟
の
諸
機
能
が
そ
こ
に
映
し
出
さ

れ
る
相
関
者
と
し
て
の
極
点
は
も
は
や
登
場
せ
ず
、
自
我
は
そ
の
働
き
の
内
側
か
ら
体
験
さ
れ
て
、
規
定
す
る
力
の

「内
包
量
」

ぁ
る
い
は

「度
」
（話
】』

含
じ

が
支
配
す
る
磁
場
の
中
心
と
な
る
。
ま
た
、
内
的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
と
し
て
の

「魂
」
に
つ

い
て
心
理
学
的
な
述
語
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
て
、
む
し
ろ
端
的
に

「私
」
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て

「私
は
単
純
で

あ
る
」
な
ど
の
心
理
学
的
諸
命
題
は
、
思
惟
の
概
念
に
含
ま
れ
る
た
ん
な
る
分
析
的
判
断
と
さ
れ
る

（”
さ
呵
魂
し
。
す
な
わ
ち
、

自
我
を
対
象
化
し
て
魂
と
し
て
捉
え
る
た
め
の
媒
介
的
な
反
省
を
入
念
に
排
除
し
、
そ
の
無
媒
介
性

・
直
接
性
の
ま
ま
に
私
の
自

我
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
論
述
は
主
観
性
の
極
点
を
め
ざ
し
て
揺
る
が
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
こ
と
ば
に
窮
し
て
い
る
と
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一言
っ
て
も
よ
い
。
第

一
版
も
第
二
版
も
全
体
と
し
て
見
れ
ば
そ
の
闘
争
目
的
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
第

一
版
で
の
道
具
立
て
を

切
り

つ
め
た
結
果
、
第
二
版
の
論
述
に
は
ほ
と
ん
ど
消
極
的
規
定
し
か
残

っ
て
い
な
い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
論
理
的
機
能

へ
の
撤

退
は
自
己
意
識
と
い
う
困
難
の
あ
り
か
を
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
撤
退
に
よ
っ
て
困
難
の
す
べ
て
が
隠
蔽
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か

っ
た
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
に
は
も
は
や
沈
黙
し
か
術
が
な
か

っ
た
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
じ

っ
さ
い
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
的
対
象
を
相
関
者
と
し
て
も
た
な
い
た
ん
な
る
論
理
的
な
機
能
は
、
み
ず
か
ら
の
働
き
を
知
る
手
掛
か
り
を
欠
い
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
意
識
と
し
て
は
も
は
や
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
カ
ン
ト
は
こ
の
と
き
同
時
に
、
個
人
の
な
か
で
体
験
さ
れ
る
事
実
的
な
自
己
意
識
の
現
場
を
と
り
お
さ
え
よ
う
と
哲
学

的
な
努
力
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
第
二
版
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
８
”ぃ８
ｏお
ｏ
∽“
日

の
解
釈
の
試
教
に
如
実
に
現

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
我
々
は
つ
ぎ
に
演
繹
論
に
お
け
る
自
己
意
識
論

を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
演
繹
論
に
は
、
誤
謬
推
理
論
で
の
否
定
的
な
議
論
の
裏
側
に
あ
る
、
自
己
意
識
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト

の
積
極
的
な
ア
イ
デ
ア
が
読
み
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〓
一　
演
繹
論
に
お
け
る
統
覚
の
統

一

自
己
意
識
の
総
合
モ
デ
ル
ヘ

１
　
構
想
力
と
統
覚

―
―

一
七
八
〇
年
の
遺
稿
か
ら

誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
問
題
圏
に
呼
応
し
て
、
第
二
版
の
カ
ン
ト
の
自
我
論
は
大
筋
で
は
次
の
よ
う
な
展
開
を

辿
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
な
自
己
認
識

（内
的
感
官
）
と
超
越
論
的
な
自
己
意
識

（統
覚
）
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
、
内
的
感

官
に
お
い
て
我
々
は
自
己
を
現
象
と
し
て
認
識
し
、超
越
論
的
統
覚
に
お
い
て
は
我
々
は
自
己
の
た
ん
な
る
現
存
在
を
意
識
す
る
、

と
い
う
二
正
面
作
戦
で
あ
る
。
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第
二
版
で
は
、
感
性
論
に
内
的
直
観
の
困
難
を
め
ぐ
る
論
述
が
追
加
さ
れ

０
３
職
し
、
演
繹
論
第
二
四
、
二
五
節
に
も
内
的
感

官
と
統
覚
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る

０

こ
い
魂
し
。
そ
こ
で
は
内
的
感
官
が
た
ん
に
受
容
的
な

「受
動
的
主
観
」

●

【毬
）
と
し
て
、
能
動
的
な
統
覚
自
我
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
る
。
統
覚
と
し
て
の
私
が
内
的
感
官
と
し
て
の
私
を
触
発
し
か
つ

規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
的
経
験
は
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
経
験
は
内
的
感
官
の
形
式
と
し
て
の
時
間
の
条
件
に
し

た
が
っ
て
お
り
、
た
ん
な
る
現
象
と
し
て
の
認
識
で
あ
る
。
容
易
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
自
己
意
識
は
外
的

な
経
験
的
認
識
を
モ
デ
ル
に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
内
側
に
折
り
畳
ん
で
、
触
発
す
る
物
自
体
と
規
定
す
る
統
覚
と
を
重
ね
合
わ
せ

た
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
外
的
認
識
に
つ
い
て
す
で
に
確
立
さ
れ
た
批
判
的
モ
デ
ル
を
内
的
経
験
に
も
も
ち
こ
む
こ
と
に

よ
つ
て
カ
ン
ト
は
、
ビ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
対
し
て
は
内
的
経
験
は
仮
象
で
は
な
い
こ
と
を
、
そ
し
て
ウ
ル
リ
ツ
ヒ
に
対
し
て
は
内
的

経
験
は
現
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
的
自
己
意
識
の
問
題
は
し
ば
し
ば
批
判
哲
学
最
大
の
謎
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
テ
ー
マ
だ
が
、
こ
こ
で
は
立
ち

入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
自
己
が
認
識
す
る
私
と
同

一
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
う
る
と
い
う
原

始
的
な
事
実
だ
け
は
、
経
験
的
な
自
我
客
体
の
も
つ
諸
規
定
に
先
立
っ
て
お
り
、
自
己
意
識
の
超
越
論
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
裏
付

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
問
題
は
、
純
粋
で
超
越
論
的
な
統
覚
と
し
て
の
自
己
意
識
で
あ
る
。

し
か
し
感
性
的
な
多
様
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
覚
は
自
己
を
意
識
す
る
た
め
の
質
料
的
な
媒
介
を
失
う
。
自
発
的
な
総

合
作
用
と
し
て
機
能
す
る
統
覚
が
自
己
を
意
識
す
る
と
き
、
そ
こ
に
意
識
さ
れ
る
べ
き
受
動
的
な
も
の
が
な
く
、
み
ず
か
ら
の
同

一
性
を
照
ら
し
あ
わ
せ
る
た
め
の
外
部
の
相
関
者
も
な
い
。
つ
ま
り
超
越
論
的
な
自
己
意
識
の
問
題
は
、
よ
り
先
鋭
化
さ
れ
た
か

た
ち
で
カ
ン
ト
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第

一
版
の
誤
謬
推
理
論
で
示
唆
さ
れ
た
よ
う
な
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
自

己
思
惟
は
、
す
で
に
断
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
映
さ
れ
る
べ
き
素
材
を
欠
い
た
ま
ま
合
わ
せ
鏡
の
あ
い
だ
を
行

き
来
す
る
よ
う
な
事
態
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。
或
る
も
の

（日
〓
圏
諄
①【ｒ
”ξ
じ

が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
ヘ
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と
意
識
が
回
帰
す
る
と
い
う
考
え
か
た
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
統
覚
と
い
う
自
己
同

一
の
意
識

を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

演
繹
論
に
お
け
る
統
覚
の
統

一
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
第

一
版
演
繹

論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
新
し
い
モ
デ
ル
の
ア
イ
デ
ア
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
ア
イ
デ
ア
を

『批
判
』
の
手
前
か
ら
跡
づ
け
て
お
こ
う
。
第

一
節
に
お
い
て
我
々
は

一
七
七
〇
年
代
お
け
る
演
繹
の
諸
構
想
を
辿

っ
た
が
、
そ
の

さ
い
自
我
実
体
の
統

一
が
統
覚
の
統

一
を
根
拠
づ
け
て
い
る
と
い
う
状
況
を
見
た
。
そ
の
後

一
七
八
〇
年
の
遺
稿

Ｆ
里
∪
尋
）

に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
新
た
な
演
繹
の
構
想
を
手
短
に
書
き
と
め
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は

「構
想
力
」
を
演
繹
の
中
心
に

据
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
演
繹
の
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（話
一
Ｘ
と
Ｈ〓
Ｄ
。
私
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
統
覚

の
な
か
で
見
出
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
現
象
は
構
想
力
の
総
合
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
は
じ
め
て
統
覚
に
属
す
る
こ

と
が
で
き
、
構
想
力
の
総
合
と
統
覚
の
統

一
は
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
構
想
力
の
超
越
論
的
総
合
の
統

一
の

も
と
に
、
そ
れ
ゆ
え

（構
想
力
の
総
合
に
し
た
が
っ
て
表
象
さ
れ
た
現
象
の
表
象
と
し
て
の
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
立
た
ね
ば

な
ら
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
、
統
覚
の
統

一
が

一
貫
し
て
構
想
力
の
総
合
作
用
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「構
想
力
の
能
力
と
の
関
係
に
お
け
る
統
覚
の
統

一
が
悟
性
で
あ
る
」
父
と
Ｈ〓
ｃ
。
「構
想
力
の
超
越
論
的
総
合
は
た
ん
に
、

構
想
力
に
よ
る
多
様

一
般
の
総
合
に
お
け
る
統
覚
の
統

一
へ
と
関
わ
る
責
①σι
。
「
…
…
構
想
力
の
総
合
は
統
覚
の
絶
対
的
統

一
と
合
致
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
父
と
Ｈ〓
じ
。

統
覚
の
統

一
は
、
自
我
実
体
の
統

一
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
様
を
総
合
す
る
構
想
力
の
働
き
と
の
関
係
の
な
か
で
現

れ
、
そ
の
働
き
の
統

一
性
が
統
覚
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。



カントにおける自己意識の問題21

２
　
機
能
の
同

一
性
へ
―
―

第

一
版
の
演
繹
論

こ
の
よ
う
な
統
覚
の
統

一
の
捉
え
か
た
は
、
第

一
版
演
繹
論
に
お
い
て
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
演
繹
論
に
お

い
て
は
、
「経
験
的
統
覚
」
と
区
別
さ
れ
て

「超
越
論
的
統
覚
」
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
が
い
つ
さ
い
の
認
識
に
伴
う
不
動
の
繋
留
点

に
な
る
。
経
験
的
統
覚
は

「ふ
つ
う
内
的
感
官
と
呼
ば
れ
る
」
↑

８
じ

も
の
で
、
「内
的
知
覚
に
お
け
る
我
々
の
状
態
の
諸
規
定

に
し
た
が
っ
た
自
己
自
身
の
意
識
」
（①げ３

で
あ
り
、
内
的
諸
状
態
は
外
的
諸
知
覚
に
依
存
す
る
の
で
変
易
的
な
意
識
で
あ
る
。

超
越
論
的
統
覚
は
い
っ
さ
い
の
感
性
的
直
観
に
先
行
し
、
自
己
の
数
的
な
同

一
性
を
意
識
す
る

「純
粋
、
根
源
的
、
不
易
の
意
識
」

●
ｇ
し
で
あ
り
、
「立
ち
留
ま
る
自
我
」
，

応
じ

と
も
言
わ
れ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
以
前
の
統
覚
概
念
の
な

か
に
は
お
よ
そ
、
ヴ
オ
ル
フ
以
来
の
内
的
な
諸
状
態
の
意
識
と
い
う
路
線
と
、
メ
リ
ア
ン
に
代
表
さ
れ
る
自
我
の
端
的
な
存
在
の

意
識
と
い
う
路
線
が
あ

っ
た
。
顧
み
れ
ば
、
内
的
な

「諸
表
象
」
の
意
識
と

「思
惟
す
る
主
観

一
般
」
の
意
識
と
を
た
ん
に
並
列

さ
せ
る
よ
う
な

一
七
七
〇
年
代
の
カ
ン
ト
の
統
覚
概
念
は
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
い
さ
さ
か
混
乱
し
た
ま
ま
受
け
容
れ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え

『批
判
』
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
整
理
は
、
二
つ
の
流
れ
を
自
覚
的
に
受
け
継
ぎ
、
批
判
哲
学
の
体
系
の
な
か
に
位
置

づ
け
な
お
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

こ
こ
で
俎
上
に
載
せ
た
い
の
は
、
超
越
論
的
な
統
覚
の
統

一
が
い
か
に
意
識
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
自
己
の
数
的
同

一
性
の
意
識
を
自
我
実
体
の
同

一
性
に
根
拠
づ
け
る
よ
う
な
伝
統
的
な
手
続
き
は
、
す
で
に
断
た
れ
た
選
択
肢
で
あ
る
。
カ
ン
ト

は
こ
こ
で
、
そ
れ
以
前
の
枠
組
に
は
収
ま
ら
な
い
新
た
な
解
決
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず

一
七
八
〇
年
の
遺
稿

を
受
け
継
い
で
、
「あ
ら
ゆ
る
現
象
は
…
…
統
覚
の
統

一
と
合
致
す
る
よ
う
に
…
…
覚
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
現

象
の
結
合
に
お
け
る
総
合
的
統

一
…
…
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
，

Ｓ
じ

と
言
わ
れ
、
統
覚
の
統

一
と
構
想
力
の
総
合
的

統

一
と
が
相
関
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
こ
こ
で
統
覚
の
が
わ
か
ら
見
て
、
統
覚
は
自
己
の
同

一
性
を
ど
の

よ
う
に
意
識
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
構
想
力
の
働
き
は
多
様
な
も
の
に
関
わ
る
の
で
、
総
合
さ
れ
統

一
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
つ
ど
意
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識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
統
覚
は
自
己
の
同

一
性
を
保
証
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
総
合
さ
れ
る
も
の
に
で
は
な
く
、
総
合
の
働

き
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
ほ
か
な
い
。

「
こ
の
意
識
の
統

一
は
、
多
様
な
も
の
の
認
識
に
さ
い
し
て
心
が
、
多
様
を

一
つ
の
認
識
に
お
い
て
総
合
的
に
結
合
す
る
と

こ
ろ
の
機
能
が
同

一
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
え
な
け
れ
ば
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
…
…
覚
知
の
あ
ら
ゆ
る
総
合
…
…
を
超
越

論
的
統

一
の
も
と
に
服
せ
し
め
る
…
…
と
こ
ろ
の
心
の
働
き
の
同

一
性
に
着
日
し
な
け
れ
ば
、
心
は
み
ず
か
ら
の
諸
表
象
の

多
様
性
に
お
け
る
自
己
自
身
の
同

一
性
を
、
そ
れ
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」
９

８
ｅ

内
的
諸
知
覚
の
意
識
に
で
も
、
単
純
な
自
我
の
意
識
に
で
も
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
を
繋
ぐ
機
能
の
同

一
性
の
意
識
に
、
カ
ン
■

は
同

一
性
の
根
拠
を
さ
ぐ

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
伝
統
の
狭
間
を
ゆ
く
第
三
の
道
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
た
ん
に
多
様
な
諸
知
覚

の
集
合
的
意
識
で
は
な
く
、
諸
知
覚
を
集
約
せ
し
め
る
機
能
の
同
二
性
の
意
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
同

一
性
を
単

独
で
自
己
確
証
で
き
る
統
覚
が
そ
の
諸
機
能
の
同

一
性
を
保
証
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
諸
機
能
の
同

一
性
が
意
識
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
諸
機
能
の
働
く
場
と
し
て
統
覚
の
統

一
が
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「概
念
に
し
た
が
う
総
合
に
お
い
て
の
み
統
覚
は
、

み
ず
か
ら
の
汎
通
的
で
必
然
的
な
同

一
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
証
明
で
き
る
」
９

〓
じ
。
さ
ら
に
言
え
ば
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
対
象

化
し
よ
う
と
す
る
と
循
環
に
巻
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
、
誤
謬
推
理
論
で
の
空
虚
な
私
の
自
我
表
象
を
も
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い

る
。
機
能
と
い
う
、
ま
さ
に
私
の
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
発
性
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
を
め
ぐ
る
原
初
的
意
識
が

非
対
象
的
に
成
立
す
る
場
面

へ
、
カ
ン
ト
の
分
析
は
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
自
己
意
識
の
総
合
モ
デ
ル
ー
ー

第
二
版
の
演
繹
論

以
上
の
よ
う
な
第

一
版
の
考
え
か
た
は
第
二
版
の
演
繹
論
に
お
い
て
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
て
、
そ
の
第

一
六
節
に
お
け
る
、
統
覚

の
分
析
的
統

一
は
統
覚
の
総
合
的
統

一
を
前
提
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
根
源
的
か
つ
超
越
論
的
な
統
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覚
の
同

一
性
は

「総
合
の
意
識
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
●

お
じ
。
し
か
も
こ
の
総
合
の
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
象
に
た

ん
に
私
の
意
識
を
伴
わ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
「私
が

一
つ
の
表
象
に
他
の
表
象
を
付
け
加
え
て
、
そ
れ
ら
諸
表
象
の
総
合
を
意
識

す
る
」
（①σι

」ゝ
と
で
あ
る
。

「
…
…
私
が
所
与
の
諸
表
象
の
多
様
を

一
つ
の
意
識
の
な
か
で
結
合
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
が
そ
れ
ら
の
諸
表
象

の
な
か
で
の
意
識
の
同

一
性
を
み
ず
か
ら
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
統
覚
の
分
析
的
統

一
は
な
ん
ら

か
の
総
合
的
統

一
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。」
（ｏｇ
じ

諸
表
象
は
私
の
意
識
の
な
か
で
統

一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
諸
表
象
た
り
え
、
逆
に
意
識
は
私
の
諸
表
象
が
そ
こ
で
統

一
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
の
意
識
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
た
し
か
に
堂
々
巡
り
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
す
く
な
く
と
も
足
場

の
な
い
空
虚
な
循
環
で
は
な
い
。
そ
し
て
私
と
い
う
意
識
は
、
向
か
い
合

っ
た
空
虚
な
自
我
極
ど
う
し
の
透
明
な
反
射
関
係
に
委

ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
総
合
作
用
が
そ
こ
か
ら
発
現
し
、
総
合
さ
れ
た
諸
表
象
が
そ
こ
へ
と
統

一
さ
れ
る
そ
の
意
識
に
お
い
て
、

諸
表
象
の
総
合
的
統

一
を
媒
介
に
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

「統
覚
の
分
析
的
統

一
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

〈私
は
私
で
あ
る
〉

と
い
う
自
己
同

一
命
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
脚
注

（”
一８
＞
●日
し

の
な
か
で
、
「赤
」
な
ど
の

「共
通
概
念
」
（①σこ

の
成
立
を

例
に
あ
げ
て
い
る
。
「赤
」
は
赤
い
薔
薇
や
赤
い
夕
日
な
ど
の
諸
表
象
か
ら
抽
象
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
表
象
に
お
け
る
共
通
の
徴

表
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は
赤
い
薔
薇
の
表
象
が
あ
ら
か
じ
め
総
合
さ
れ
統

一
さ
れ
て
成
立

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
し
か
し
統
覚
の
分
析
的
統

一
は
こ
こ
で
、
ペ
イ
ト
ン
の
誤

っ
た
示
唆
と
は
異

な

っ
て
、
た
ん
に
諸
表
象
か
ら
共
通
の
徴
表
を
分
析
し
て
抽
象
し
て
く
る
能
力
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
共
通
の
徴
表
が
ま
さ
に

共
通
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
徴
表
を
表
象
す
る
私
が
あ
ら
か
じ
め
共
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
七
八
二
―
三
年
の

『ム
ロ
ン
ゴ
ビ
ウ
ス
形
而
上
学
講
義
』
で
カ
ン
ト
は
、
「統
覚
に
よ
っ
て
概
念
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
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か
」
父
当
ｘ
∞∞３

と
問
い
、
「私
が
多
く
の
表
象
の
な
か
で
の
私
の
統
覚
の
同

一
性
を
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
（ｏσι

と
答
え
て
い
る
。
こ
の

「多
く
の
表
象
の
な
か
で
の
私
の
統
覚
の
同

一
性
」
が

「統
覚
の
分
析
的
統

一
」
（Ｏｇ
し
で
あ
る
。
「統
覚

の
総
合
的
統

一
」
（Ｏｇ
し

は

「
一
の
な
か
の
多

（く
こ
８
〓
ｏ一８
日
と

♂
げこ

で
あ
り
、　
一
つ
の
客
観
表
象

へ
と
多
様
を
総
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ

な
る
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
多
な
る
も
の
」
（ｏげ３

に
関
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
分
析
的
統

一
は

「論
理
的
な
機
能
」
（①σ３

と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
諸
表
象
を
普
遍
的
に
貫
く
単

一
性
を
表
示
す
る
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て

「多

の
な
か
の

一

（０い●８
〓
二
①【ｏ日
と

で
ぁ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
共
通
概
念
に
も
私
の
統
覚
に
も
妥

当
す
る
。
つ
ま
り
客
観
の
が
わ
で
い
え
ば
共
通
概
念
は
総
合
さ
れ
た
諸
表
象
を
前
提
し
、
相
関
的
に
主
観
の
が
わ
で
は

〈私
は
私

で
あ
る
〉
の
同

一
性
は
諸
表
象
の
総
合
を
前
提
す
る
。
よ
り
精
確
に
い
え
ば
、
〈赤
は
赤
で
あ
る
〉
と
い
う

一
般
概
念
の
分
析
的
同

一
性
は

〈私
は
私
で
あ
る
〉
と
い
う
主
観
の
分
析
的
同

一
性
と
軌
を

一
に
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
同

一
性
は
、
客
観
に
関
わ
る
、

そ
し
て
主
観
じ
し
ん
の
総
合
的
統

一
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。

＊
　
こ
こ
で
、
自
我
の
統

一
を
量
の
問
題
に
な
ぞ
ら
え
る
カ
ン
ト
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
な
思
考
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。　
一
七
八
三
―
四
年

頃
の
あ
る
省
察

（”
３
８
。ｘ
く
日

８
９

に
お
い
て
も
、
諸
概
念
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「す
べ
て
の
人
間
」
↑
Ｅ
し
な
ど
の
一

般
概
念
を
成
立
さ
せ
る

「意
識
の
論
理
的
統

一
」
Ｆ
〓
し
と
、
そ
れ
以
前
に
多
様
を
統

一
し
て
あ
る
物
の
概
念
を
成
立
さ
せ
る

「意
識

の
総
合
的
あ
る
い
は
超
越
論
的
統

一
」
↑
ｇ
し
と
が
区
別
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
つ
づ
け
て
、
「た
と
え
ば
、
多
く
の
物
は
た
が
い
に
並

存
す
る
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
空
間
は
多
く
の
も
の
を
た
が
い
に
並
存
さ
せ
て
包
括
す
る
一
者
で
あ
る
」
（３
０
し
と
い
う
例
を
あ
げ
て

い
る
。
前
者
が
諸
物
を
空
間
的
並
存
と
い
う
共
通
概
念
の
も
と
に

（日
一ｏし

ま
と
め
あ
げ
る
論
理
的
統

一
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
諸
物
を
唯

一
の
空
間
の
な
か
に

（一し

包
摂
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
間
的
な
物
と
い
う
単
位

（国
一３
野
）
の
概
念
を
ま
ず
も
っ
て

成
立
さ
せ
る
総
合
的
統

一
で
あ
る
。
前
者
の
統

一
は
単
位
と
し
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
多
数
の
諸
物
を
前
提
し
、
そ
の

「多
の
な
か

の
一
」
で
あ
り
、
後
者
の
統

一
は
多
様
を

一
な
る
も
の
の
な
か
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
を
含
む

一
、
す
な
わ
ち

「
一
の
な
か

の
多
」
を
つ
く
り
だ
す
。
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し
た
が
っ
て
前
者
の
論
理
的
統

一
は

「判
断
に
お
け
る
概
念
の
量

（燿
目
摯
器
”と

ａ
ｇ
し

に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
総
合

（３０
）

的
統

一
は

「量

（Ｅ
，コ言
ヨ
）
と
し
て
の
物
の
概
念
」
↑
ｇ
し

に
関
わ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
量
の
問
題
の
ふ
つ
う
の
文
脈
で

は
、
０
日
●
”“
日
は
直
観
的
に
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
る
分
析
的
総
体
を
、
０
暉
”邑
野

は
単
位
の
比
量
的
な

（０お
ご
≧
↓

総
括
に
よ
っ

て
成
立
す
る
総
合
的
総
体
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
統
覚
の
統

一
の
問
題
に
お
い
て
は
分
析
的

・
総
合
的
の
対
比
が
逆
転
し
て
お
り
、
ね

じ
れ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は

一
方
で
は
、
ｏ
ｃ
営
一“日
と
い
ぅ
分
析
的
総
体
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
総
合
作
用
と
い
う
ひ
と
つ
前
の
次

元
へ
と
話
が
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
は
総
括
さ
れ
た
総
体
性
の
量
と
し
て
の
０
日
巳
曇

そ
の
も
の
を
で
は
な
く
、
こ
こ
で

は
た
ん
に
共
通
な
徴
表
の
同
定
と
枚
挙
を

（た
と
え
ば
記
憶
さ
れ
た
諸
表
象
の
集
合
を
で
は
な
く
、
た
ん
に
記
憶
し
て
い
る
自
我
の
同

一
性
を
）
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
統
覚
の
総
合
的
統

一
と
分
析
的
統

一
を
、
ま
ず
単

位
量

（０
日
目言
日
）
を
総
合
的
に
定
立
し
、
分
析
的
に
同

一
な
量
で
あ
る
そ
れ
ら
単
位
量
に
よ
っ
て
定
量

（Ｏ
ｃ
８
一３
し
を
測
定
し
て
ゆ

く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
て
い
た
。

さ
ら
に
例
文
に
あ
っ
た
唯

一
の
空
間
と
い
う

０
日
●”“日
と
単
位
と
な
る
物
と
し
て
の
０
日
●一ｃ日
と
の
関
係
は
、意
識
の
全
体
と
し
て

の
総
合
的
統

一
と
個
々
の
客
観
的
対
象
へ
の
総
合
的
統

一
と
の
関
係
に
相
当
し
、
統
覚
の
総
合
的
統

一
の
重
層
性
を
よ
く
表
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
い
っ
さ
い
の
認
識
を

「た
が
い
に
並
存
さ
せ
て
包
括
す
る

一
者
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
な

か
で
私
は
諸
認
識
を
そ
の
部
分
と
し
て
総
合
的
に
成
立
さ
せ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
そ
れ
ら
の
諸
認
識
を
単
位
と
し
て
、
諸

認
識
を
貫
く
分
析
的
に
同

一
な
る
私
が
測
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
あ
り
う
る
誤
解
を
封
じ
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
第
二
版
演
繹
論
で
の
カ
ン
ト
の
自
我
論
の
構
想
は
し
か
し
、
た

ん
に
私
の
諸
表
象

の
総
合
さ
れ
た
集
合
体
が
私
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な

「知
覚
の
東
」
と
し
て
の
自
我
理

解
で
は
、
演
繹
論
が
ま
さ
に
論
駁
相
手
と
し
て
い
る
経
験
主
義
的
な
見
解

へ
と
転
落
す
る
こ
と
に
な
る
。
経
験
主
義
的
見
解
の
致

命
的
な
弱
点
は
、
そ
れ
ら
の
諸
表
象
が
私
の
諸
表
象
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
問

い
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
諸
表
象
が
私
の
諸
表
象
で
あ
る
た
め
に
は
、
私
の
意
識

へ
と
統

一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
諸
表
象
の
総
合
的
統

一
に
よ

っ
て
成
立
す
る
私
の
意
識
が
、
諸
表
象
を
私
の
諸
表
象
と
す
る
。
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こ
の
よ
う
な
循
環
的
に
も
見
え
る
動
的
事
態
の
な
か
で
、
私
で
あ
る
こ
と
の
最
終
的
な
根
拠
は
総
合
作
用
と
い
う
自
発
性
に
求

め
ら
れ
る
。
自
発
性
の
特
質
は
、
そ
れ
が
私
の
も
の
た
ら
ぎ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
感
覚
な
ど
の
経
験
的
表
象
は
、
私

の
自
発
性
に
依
存
せ
ず
に

「与
え
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
空
間
時
間
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
で
さ
え
も
、
そ
れ
が
感
性
と

い
う
受
容
性
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
私
の
自
発
性
に
由
来
し
な
い

〈他
な
る
も
の
〉
で
あ
る

（く写

”
よ
」
り
。
こ
れ
に
対
し
て
悟
性

の
自
発
性
は
、
光
が
光
源
か
ら
発
す
る
よ
う
に
、
そ
の
発
現
点
と
し
て
の
私
に
必
然
的
に
由
来
す
る
。
逆
に
、
私
が
私
で
あ
る
こ

と
の
究
極
的
な
根
拠
は
、
私
が
自
発
性
の
発
現
の
中
心
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
そ
の
こ
と
の
認
知
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
点
に
あ
る
。
統
覚
が

「自
発
性
の
作
用
」
０

お
じ

で
あ
り
同
時
に
そ
し
て
等
根
源
的
に

「自
己
意
識
の
統

一
」
（０げ３

で
あ

る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
発
的
作
用
の
発
現
点
に
お
け
る
自
己
同
定
に
つ
い
て
の
最
終
審
級
的
な
権
能
が
統
覚
に
託
さ
れ
て
い
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
が
他
方
、
人
間
の
有
限
な
統
覚
作
用
は
被
作
用
項
と
の
関
係
な
し
に
は
発
現
せ
ず
、
照
ら
し
出
さ
れ
る
も
の
な
し
に
は
照
ら

し
出
す
光
と
そ
の
光
源
も
認
知
さ
れ
な
い
。
か
つ
て
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
が
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
統
覚
に
つ
い
て
強
調
し
た
よ
う
に
、

統
覚
を
そ
の
客
体
と
し
て
の
諸
表
象
か
ら
孤
立
さ
せ
て
、
い
わ
ば
そ
の
生
か
ら
切
り
離
す
な
ら
ば
、
統
覚
は
合
理
的
心
理
学
的
な

「空
虚
で
死
せ
る
抽
象
物
」
に
な

っ
て
し
ま
う
。
総
合
さ
れ
る
も
の
は
、
統
覚
作
用
の
発
現
と
自
己
同
定
の
い
わ
ば

「条
件
」
で
あ

る

↑
写

”
さ
い
＞
●
ヨ
）。
統
覚
は
、
諸
表
象
を
総
合
し
、
総
合
さ
れ
た
諸
表
象
に
み
ず
か
ら
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

生
け
る
自
己
の
働
き
を
意
識
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト
は
自
己
意
識
を
、
諸
表
象
の
総
合
的
統

一
と
い
う
回
り
道

を
経
て
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
「私
は
、
表
象

一
般
の
多
様
の
超
越
論
的
総
合
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
統
覚
の
総
合
的
か
つ
根

源
的
統

一
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
意
識
す
る
…
…
」
０

こ
じ
。

我
々
は
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
自
我
に
つ
い
て
の
構
想
を
、
カ
ン
ト
じ
し
ん
の
用
語
法
に
し
た
が
っ
て
、
自
己
意
識
の
総
合
モ

デ
ル
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
総
合
的
統

一
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
現
場
で
、
「私
」
と
い
う
原
初
的
な
事
態
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を
成
立
さ
せ
る
、
新
た
な
構
想
で
あ
る
。
統
覚
の
統

一
は
た
ん
な
る

〈
一
の
な
か
の
一
〉
な
の
で
は
な
く
、
多
様
か
ら
表
象
を
総

合
的
に
統

一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
ら
の
諸
表
象
を
貫
く
同

一
性
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば

「
一

の
な
か
の
多
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

「多
の
な
か
の
一
」
と
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
統
覚
は
、
多
と

一
と

を
手
ん
で
鼓
動
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば

〈
一
の
な
か
の
多
の
な
か
の
一

（口
一８
∽
Ｆ
≦
ｏ】ｏ日
〓
口
Ｒ
ヨ
と

な
の
で
あ
る
。

遅
ま
き
な
が
ら
付
言
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
光
源
と
光
の
比
喩
を
、
若
き
カ
ン
ト
が

『物
理
的
単
子
論
』
で
描
い
た
よ
う
な
モ

ナ
ド
と
そ
の
作
用
圏
の
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。む
し
ろ
同
じ
く
若
き
カ
ン
ト
が
『火
に
つ
い
て
』
で
と
り
あ
げ
た
「火

含
電
じ
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
ふ
さ
わ
し
い
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
う
よ
う
に
、
生
け
る
火
は
そ
の
ロ
ゴ
ス
に
し
た
が
っ
て
燃
え

あ
が
る
と
同
時
に
消
え
し
ず
ま
る
。
「散
り
、
ま
た
集
ま
り
…
…
、
寄
り
来
た
っ
て
は
離
れ
去
る
」
。
た
し
か
に
火
は
世
界
の
間
を

照
ら
し
て
明
る
い
空
間
を
つ
く
り
だ
す
光
源
で
あ
る
が
、
し
か
し
火
は
ま
た
そ
れ
じ
し
ん
中
心
点
な
き
光
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
光
の
な
か
に
偏
在
し
な
が
ら
光
源
は
、
燃
焼
力
を
発
現
し
て
は
集
約
す
る
運
動
を
支
配
し
て
い
る
。
燃
や
す
力
と
燃
え
る
多
な

る
も
の
と
は
、
こ
の
私
と
い
う
明
る
み
の
場
の
な
か
で
、
と
も
に
光
る
こ
と
へ
と
成
就
す
る
。

４

「私
は
考
え
る
」
の
位
置

「私
は
考
え
る
」
と
い
う
命
題
が
第
二
版
演
繹
論
に
導
入
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
第

一
六
節
の
冒
頭
に
お
い
て
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
こ
の
節
を
次
の
よ
う
な
宣
言
で
切
り
だ
す
。

天
私
は
考
え
る
〉
は
す
べ
て
の
私
の
諸
表
象
に
伴
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
で
な
け
れ
ば
、ま

っ

た
く
考
え
ら
れ
え
な
い
よ
う
な
或
る
も
の
が
私
の
な
か
で
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
…
…
ピ
●

お
〓
し

こ
の

一
文
は
自
己
意
識
の
原
理
を
認
識
論
の
中
核
に
据
え
た
も
の
と
し
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
の
メ
ス
が
入

れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
我
々
は
こ
こ
で
、
す
く
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

「私
は
考
え
る
」
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の
導
入
は
、
し
ば
し
ば
不
用
意
に
そ
う
想
定
さ
れ
る
の
と
は
異
な

っ
て
、
デ
カ
ル
ト
的
な
自
己
直
観
の
原
理
を
認
識
の
基
礎
づ
け

に
も
ち
こ
む
も
の
で
は
な
い
、
と
。
第

一
六
節
の
つ
づ
く
論
述
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ

ト
と
は
別
の
自
己
意
識
の
可
能
性
を
模
索
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば

「私
は
考
え
る
」
の
導
入
に
よ
っ
て
カ
ン

ト
は
、
第

一
版
に
お
け
る
構
想
力
の
総
合
と
い
う
原
初
的
な
働
き
か
ら
撤
退
し
て
、
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
的

な
自
我
実
体
に
頼

っ
た
の
で
も
な
い
。
統
覚
の
総
合
的
統

一
は
、
多
な
る
も
の
に
関
わ
る
構
想
力
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
そ
の
構
造

の
な
か
に
呑
み
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
第

一
版
の
誤
謬
推
理
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「私
は
考
え
る
」
を

天
口
理
的
心
理
学
の
唯

一
の
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
指

示
し
て
お
い
た
。
第
二
版
の
演
繹
論
へ
と
こ
の
命
題
を
導
入
す
る
に
あ
た

っ
て
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
認
識
論
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
か
ら
の
距
離
設
定
を
十
分
に
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
原
理
が
、
コ
ギ
ト
に
お
け
る
分
析
的
な
自
己

直
観
を
基
礎
と
し
て
、
い
っ
さ
い
の
考
え
ら
れ
る
も
の

（８
∞
富
Ｂ
●ｏし

を
そ
の
コ
ギ
ト
実
体

へ
と
関
係
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
コ
ギ
ト
は
む
し
ろ
逆
に
、
諸
表
象
の
総
合
的
統

一
に
よ
る
客
観
的
な
諸
認
識
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
働

き
の
な
か
か
ら
自
我
の
分
析
的
統

一
を
成
立
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
。
「私
は
考
え
る
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
な
原
理
を
み
ず
か
ら
の

演
繹
論
の
中
核
に
す
え
た
と
き
、
そ
の
と
き
同
時
に
カ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
以
来
の
伝
統
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
決
定
的
に
離
反
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

「私
は
考
え
る
」
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
演
繹
論
の
用
語
法
も
重
点
移
動
す
る
。
す
な
わ
ち
第

一
版
で
は
わ
ず
か
ニ
カ

所

，

〓
ｑ
＞
・Ｆ
〕＞
一ド
）
で
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た

「私

・
自
我

（日ｏじ
」
と
い
う
表
現
が
、
第
二
版
で
は
多
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「考
え
る
」
が
知
性
的
な
働
き
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
想
定
を
誘
う
。
す
な
わ
ち
、
そ

も
そ
も
諸
知
覚
の
知
覚
、
あ
る
い
は
内
的
な
知
覚
と
い
う
、
表
象
能
力
の
再
帰
的
関
係
を
表
示
し
て
い
た
統
覚
概
念
の
焦
点
を
、

カ
ン
ト
が
よ
り
限
定
的
に
、
ノ
エ
シ
ス
と
し
て
の
自
我
極
の
方
向

へ
と
、
そ
し
て
そ
の
知
性
的
な
自
発
的
機
能

へ
と
絞
り
こ
も
う
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と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
総
合
的
な
諸
作
用
が
働
い
て
い
る
そ
の
た
だ
な
か
で
自
己
意
識
を
成
立
さ
せ
る

モ
デ
ル
ヘ
の
洞
察
を
ま

っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
限
定
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
変
更
は
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る

「魂
」
か
ら

「私
」

へ
の
変
更
に
呼
応
し
、
第

一
版
か
ら
第
二
版

へ
の
純
化
の
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

自
己
意
識
の
総
合
モ
デ
ル
と
い
う
演
繹
論
で
の
構
想
は
、
自
発
性
を
、
そ
れ
も
対
象
と
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
総
合
作
用
と
し

て
の
私
の
自
発
性
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
諸
知
覚
に
つ
い
て
の
内
的
知
覚
と
い
う
自
己
意
識
と
、
自
我
実
体
を
め
ぐ

っ
て
循
環
す

る
自
己
意
識
と
の
狭
間
に
あ
る
、
ひ
と
す
じ
の
臨
路
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
も
の
だ

っ
た
。　
一
方
に
は
自
我
と
い
う
原
理
に
対
す

る
、
経
験
論
者
た
ち
に
よ
る

一
斉
砲
撃
が
あ

っ
た
。
他
方
に
は
合
理
的
心
理
学
の
諸
教
説
を
斥
け
る
こ
と
か
ら
帰
結
し
た
、
空
虚

な
自
我
表
象
と
そ
の
空
回
り
す
る
自
己
意
識
と
が
残
さ
れ
て
い
た
。
コ
ギ
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
い
て
も
危

機
に
瀕
し
て
い
た
。
こ
の
危
機
の
さ
な
か
か
ら
、
超
越
論
的
な
自
己
意
識
と
し
て
の
コ
ギ
ト
と
い
う
事
実
を
め
が
け
て
カ
ン
ト
の

思
索
が
反
転
し
て
く
る
、
そ
の
軌
道
を
こ
の
モ
デ
ル
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り

に

前
途
瞥
見
と
し
て

し
か
し
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
総
合
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
と
し
て
は
着
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
こ
の
モ
デ
ル
に
自
己
意
識
と
し
て
の
適
切
な
表
現
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
カ
ン
ト
は
ま
さ
に
第
二
版
の
演
繹
論
に
お
い
て
、
総
合
モ
デ
ル
の
洞
察
を
ほ
と
ん
ど
握
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
諸
定

式
を
自
己
意
識
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
演
繹
論
第
二
五
節

０

願
↓
魂
し
に
よ
れ
ば
、
超
越
論
的
統
覚
に
お
い
て
は
我
々
は
叡
知
体

と
し
て
自
我
の
た
ん
な
る
存
在
を
意
識
し
、
他
方
で
内
的
感
官
に
お
い
て
は
我
々
は
自
我
の
現
象
を
認
識
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自

己
意
識
と
自
己
認
識
と
の
対
比
は
、
思
惟
と
直
観
、
あ
る
い
は
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
客
観

一
般
の
思
惟
と
感
性
的
直
観
の
多
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様
に
よ
る
概
念
の
規
定
と
い
う
批
判
哲
学
の
お
な
じ
み
の
構
図
を
使

っ
て
、
幾
重
に
も
踏
み
固
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
超
越
論
的
統
覚

と
し
て
の
自
己
意
識
は
、
ふ
た
た
び
誤
謬
推
理
論
で
の
解
決
図
式
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
。
総
合
モ
デ
ル
は
統

覚
の
存
在
意
識
に
、
総
合
的
統

一
と
し
て
の
自
発
性
と
い
う
迂
回
路
を
用
意
し
た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
哲
学
の
体
系
の

な
か
に
は
、
自
我
存
在
へ
の
こ
の
よ
う
な
独
特
の
接
近
方
法
を
表
現
す
る
た
め
の
適
切
な
場
所
が
な
か
っ
た
。
認
識
で
な
け
れ
ば

意
識
し
か
な
く
、
そ
し
て
意
識
と
は
直
観
な
き
思
惟
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
他
方
で
、
自
我
は

「概
念
な
き
或
る
現
存
在
の
感
情
」
（マ

８
ヽ
＞
・ヨ
）
で
あ
る
と

『プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
言
う
と
き
、

あ
る
い
は
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は

「未
規
定
の
経
験
的
直
観
」
０
さ
い
＞
・ヨ
し
を
表
す
と
第
二
版
の
誤
謬
推
理
論
で
言
う
と
き
、

こ
れ
ら
の
断
片
の
な
か
で
カ
ン
ト
は
、
自
己
と
の
接
触
方
法
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
可
能
性
を
躊
躇
い
な
が
ら
も
模
索
し
て

い
た
。
な
に
か
へ
と
働
き
か
け
て
い
る
自
発
性
の
ざ
わ
め
き
が
私
の
な
か
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
個
人
の
コ
ギ
ト
の
事
実
へ
と
、

カ
ン
ト
の
思
索
は
ふ
た
た
び
近
づ
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
も
は
や
、
純
粋
な
悟
性
的
思
惟
と
経
験
的
で
未
規
定
な
感
情

と
い
う
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
極
端
な
振
幅
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
へ
の
道
行
き
は
引
き
裂
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

だ
が
許
さ
れ
た
紙
幅
も
す
で
に
尽
き
た
。
こ
れ
ら
の
積
み
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

カ
ン
ト
の
著
作
、
書
簡
、
遺
稿
、
講
義
録
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集

六
き
諄
飛
もヽ
ミ
ミヽ
導

で
や
ヽ
さ

耳
∽
”

６

●
Ｑ
ｑ

バ
ｇ

一”
【一３

”
８
ユ

い∽
３

８

＞
Ｆ

計

ヨ
一ｏ
８

【
く

諄

８

∽
３

郎

ｏ
●
省
ａ

ｚ
”
３

♂
幅

ヨ
）。
”
ｏ
『
Ｆ

Ｆ
Ｐ

も
８

魂

の
巻

数

と

頁

数

を

示

す
。
た
だ
し
『純
粋
理
性
批
判
』
は
原
書
第
二
版
を
Ｂ
、第

一
版
を
Ａ
と
し
て
原
書
頁
数
を
並
記
す
る
。
ま
た
遺
稿
「省
察
ガ
３
９
一８
８
と

は
、
Ｒ
の
略
号
と
ア
カ
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付
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。
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概
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げ
ｏ
邁
ｇ
い
［∽
ユ
コ
嘔
●
Ｑ
∪
一●
∞
”
●
２
ｏ
Ｆ
一●
Ｑ
①
「
バ
”
●
】̈∽
ｏ
ｒ
ｏ
口
”
コ
一】〇
∽
〇
●
ｒ
お

）
ヨ
¨
Ｏ
①
あ
）
い
ミヽ
ヽ
や
ヽ
＾
ミ
ヽ

ヽ
お
ヽヽ
ο
いｏヽ
ド
や

きヽ
ミ
ヽ
お
ミ
ミ
Ａ
ｓ
ヽ
お
・
ミ
一ヽ
や
ヽ
卜
）
％ヽ
％らヽ
ヽ
Ｑ
ｔ
ヽ
ヽヽ
ヽ
い
ヽ
ミ
き
ヽ
ο
ぉ
こ
さ
い
辞
６ざ
ヽ
Ｑ
ミヽ
ヽ
ヽ
ヽヽ
い
ヽヽ

（０
０
∽”ヨ
ヨ
・２
お
＞
σ
〓
”コ
Ｑ
一ｃ
●
∞
①コ
Ｃ
・

バ
”口
一降
巳
一８
‐田
“
鱗●
Ｎ暉
混
∽Ｆ
沖
①
〓
ｏ
パ
。
す

も
な
し
も
〓

い

（同
著

『カ
ン
ト
哲
学
の
形
成
と
形
而
上
学
的
基
礎
』
須
田
朗

。宮
武
昭

訳
、
未
来
社
、　
一
九
八

一
年
、　
一
八
九
頁
以
下
。
）

（
２６
）
こ
の
遺
稿
の
年
代
問
題
に

つ
い
て
は

０
巴
）
∪
ミ
％６ヽ
モ
ヽ
いヽ
§
や

０
ミ

”
・”
⇔

Ｌ
Ｌ
８

を
参
照
の
こ
と
。
同
書
は
こ
の
遺
稿

の
内

容
に
つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る

（話
】・の
Ｌ
Ъ
Ｅ
・）バ
Ｃ

マ
）。

（
２７

）

＜
”
Ｆ
口
①
３
ｏ
〓

旨
ヨ
８

”
”
一ｏ
Ｐ

穴
ざ
ミ
げ
ミ
ヽ
ヽヽ
ヽ
ご

％
ヽ

ミ

”
電
ミ

ミ̈

い
い

ヽ

９
ミ

ミ
§

ミ
Ｑ

ο
、
、卜
、
コ

ａ
ヽ
資
ヽ
気

象

ｓ
ヽ
べ
ヽ
キ
澪

ヽ
ミ

ミ
」ヽ
３

Ｓ

ミ
ミ
ミ
Ｆ
Ｄ
”
Ｏ
①
・・
い
つ
い
０
［Ｚ
①
Ｃ
Ｏ
日
ｏ
″
弓
ｒ
ｏ
①
ヨ
日
２
）
”
コ
．∽

δ
】
一
つ
つ
ヨ
）
”
，

Ｆ

∽
。
い
い
い
＞
●
ヨ
・

（
２８
）
「
一
の
な
か
の
多
」
と

「多

の
な
か
の

一
」
の
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
の
こ
と
。
≧
ｇ
〓
ど
ヨ
ヨ
８

∪
一①
言
いｏ
ｒ

・
六
ゞ
ヽ
お

い
ヽ
い
ミ
ヽ
¨ヽ
ヽ
』
Ｑ
ヽ
お
Ｎ
い
ヽ
ヽヽ

い
ヽ
ヽヽ
ヽ
ヽ
力
ヽ
ミ
ミ
‐Ｎ
ヽ
」ヽ
ヽヽ
ざ
ミ

ミ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
％
で
せ
ヽ
お
ヽ
や
ヽ
辞

Ｎ
ミ
い
ヽ
いヽ
ヽ
澪
・
＞
ひ
コ
”
●
Ｑ
】Ｃ
●
∞
０
●
Ｎ
“
『
”
ｒ
〓
〇
∽
ｏ
一
コ
いｏ

Ｃ
●
Ｑ
一Ｆ
【０『
０
０
∽ｏ，
お
ｒ
お
・
〓
①
沖
Ｑ
ｐ
目
≧
Ｆ
い０
一い
［Ｚ
”Ｏｒ
Ｑ
ａ
ｏ″
〇
一日
´
ェ
一一Ｑ
①
∽Ｆ
２
日
、
Ｎ
口
【ぉ
ｒ
ヽ
Ｚ
①
■
ν
び
晏
［
いつ
つ
呵
｝
も
，∽〓
ヨ
・
σ
①
，
∽
・
い
∞
「

（
２９
）
〓
∽一３

と

目
一ｑ
∽い，

と
の
対
比
は
、
〓
∽一３

が
直
観
を
、

日
一ｑ
∽一３

が
概
念
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
感
性
論
で
使
わ
れ

て
い
る
。
く
写

〕
お
・

（
３０
）
Ｏ
ｃ
”●
８
日
と

０
ロ
ュ
一営

の
区
別
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の

∪
０
諄
Ｆ
”
・”
・９
ψ
【
”甲
目
お
よ
び
三
宅
剛

一

『学
の
形
成
と
自
然
的
世

界
』

（初
版

一
九
四
〇
年
、
再
刊
、
み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
三
年
、
三
三
九
頁
以
下
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
次
の
拙
稿
に
お
い
て

も
こ
の
問
題
に
言
及
し
た

の
で
参
看
さ
れ
た

い
。
拙
稿

「
カ
ン
ト
と
無
限
の
問
題
」
日
本
カ
ン
ト
協
会
編

『日
本
カ
ン
ト
研
究
２

カ
ン
ト
と
日
本
文
化
』
理
想
社
、
二
〇
〇

一
年
、
所
収
。
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（３‐
）

一
七
七
〇
年
の
カ
ン
■
は
空
間
時
間
の
形
式
を

「心
の
作
用

（日
ｏ邑
∽
８
８
と

曾
会
ぶ
）
と
み
な
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
悟

性
の
自
発
性
に
由
来
し
な
い
結
合
機
能
を
ま
だ
感
性
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
く
寧

困
ｏ目
Ｈ
Ｌ
ｓ
おヽ
黒

ざヽ
●８
卜や
や
●
で
ミ
やヽユ

”
。，
ス
）
３
∽
・
ｕ
一
ｂ
ｐ

（
３２

）

国
■
日
∽
８
，
）
Ｆ
湧
０
●
】〓
オ

ψ訂

ｇ

■
巳

一∽ｏ
，

日

０
口

●
∞
目

■
ｏ
Ｆ
ヨ

鮮
】
パ
ロ
計

ｏ
Ｆ

三
Ｆ

一】ｏ
∽ｏ
●
Ｆ
，

Ｐ
，
。９

ｏ
９

×

９

（邦

訳

、　

一
九

五

一日ス。）

（
３３

）

〓

口

勢

ヽ
要

不

目
Ｎ
ｂ

」ヽ

「
ミ
ヽ

ヽ
ミ

き

ヽ
ざ

さ

や
ミ
ミ
膠
ぶ
∪
困

博

［工

”

Ｆ

付
記
、
本
稿
は
平
成

一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
　
　
　
、


