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意
識
の
自
己
準
拠

ー

i
意
識
の
超
越
論
的
哲
学
と
シ
ス
テ
ム
論
の
関
係
に
つ
い
て
|
|

本

間

直

樹

我
々
は
世
界
の
内
に
生
き
、
世
界
の
内
の
出
来
事
を
観
察
す
る
。
そ
も
そ
も
観
察
と
い
う
行
い
は
、
観
察
さ
れ
る
べ
き
「
対
象
」
の

存
在
を
当
の
観
察
の
仕
方
に
負
っ
て
い
る
。
世
界
は
常
に
何
ら
か
の
観
点
か
ら
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
観
察
者
の
視
点
は
暗
黙
の
う

ち
で
あ
れ
、
表
明
的
で
あ
れ
既
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
知
覚
体
験
に
お
い
て
顕
著
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
界
は
「
パ

l
ス
ベ
ク
テ
ィ

ヴ
的
」
に
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
観
察
者
の
視
点
は
そ
の
偶
因
性
(
。
w
w
g
E
D山口
5
6
な
い
し
偶
発
性
(
同

o
E
E
m
g
N
)

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
象
学
の
洞
察
が
示
し
て
い
る
の
は
、

い
か
な
る
世
界
の
観
察
(
見
る
こ
と
)
も
観
察
者
の
存
在
の

仕
方
に
依
拠
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
象
学
の
試
み
は
、

「
世
界
」
の
意
味
を
意
識
の
経
験
に
準
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
フ
ッ
サ

l
ル
は
世

界
を
意
識
の
内
に
妥
当
す
る
「
意
味
」
と
し
て
捉
え
、
世
界
の
意
味
の
根
源
を
意
識
の
内
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
世
界
の

存
在
/
非
存
在
へ
の
聞
い
を
括
弧
に
入
れ
、
世
界
の
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
主
観
性
と
し
て
の
意
識
の
う
ち
に
探
る
と
い
う
点
で

15 

「
超
越
論
的
観
念
論
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
こ
の
考
察
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
世
界
を
構
成
す
る
意
味
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
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だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
「
発
生
」
の
解
明
を
も
自
ら
の
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
の
論
考
で
は
、
意
識
を

「
超
越
論
的
主
観
性
」
と
し
て
捉
え
る
フ
ッ
サ
l
ル
の
試
み
の
う
ち
か
ら
「
発
生
的
分
析
」
の
成
果
を
「
受
動
的
発
生
」
を
中
心
に
ま

と
め
、
そ
の
分
析
の
意
義
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
意
識
の
超
越
論
的
性
格
を
「
自
己
準
拠

(ω
己
宮
可
止
2
8
N
)」

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
置
き
換
え
、

「
発
生
」
の
観
点
を
社
会
的
な
意
味
の
問
題
ま
で
拡
大
し
よ
う
と
す
る
ニ
ク
ラ
ス
・
ル

l
マ
ン
の

試
み
を
検
討
す
る
。

意
識
に
お
け
る
意
味
の
発
生
的
構
造

フ
ッ
サ

i
ル
に
よ
れ
ば
、
意
識
を
構
成
し
て
い
る
の
は
(
知
覚
や
想
像
な
ど
の
〉
諸
体
験
で
あ
る
。
諸
体
験
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て

互
い
に
無
関
係
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
根
源
的
現
在
に
そ
の
起
源
を
も
っ
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
生
成
の
流
れ
」
(
自
¥
Y
5
3

で
あ
り
な
、
が
ら
、

「
内
的
時
間
意
識
」
の
綜
合
に
よ
っ
て
「
意
識
流
」
と
い
う
統
一
的
連
闘
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

根
源
的
な
現
在
に
お
い
て
産
出
さ
れ
た
諸
体
験
は
、
潜
在
性
へ
と
移
行
し
な
が
ら
「
過
去
把
持

(
H
N
O
Z
E
Eロ
)
」
の
働
き
に
よ
っ
て

絶
え
ず
そ
の
つ
ど
の
現
在
的
体
験
へ
と
繋
ぎ
止
め
ら
れ
つ
つ
、
潜
在
性
の
う
ち
に
秩
序
だ
て
て
保
存
さ
れ
、
想
起
に
よ
る
体
験
の
再
生

を
準
備
す
る
過
去
地
平
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
過
去
把
持
が
「
予
持

(
P
O
R
E古
ロ
)
」
の
働
き
と
結
び
つ
い
て
「
予
期
」
が
形

成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
「
未
だ
な
い
」
と
い
の
仕
方
で
規
定
さ
れ
た
体
験
の
未
来
地
平
が
成
立
す
る
。

し
た
が
っ
て
時
間
意
識
の
働
き
は
、
意
識
の
外
部
に
実
在
す
る
時
間
系
列
を
「
主
観
的
」
に
写
し
取
る
の
で
は
な
く
、

ま
た
体
験
を

単
に
直
線
的
な
時
間
軸
に
沿
っ
て
序
列
化
す
る
の
で
も
な
く
、

「
意
識
が
意
識
自
身
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
の
能
動
性
と
受

動
性
を
含
め
た
自
己
関
係
性
の
最
も
基
礎
と
な
る
体
験
連
関
を
受
動
的
に
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
諸
体
験
の
連



関
の
形
式
的
統
一
に
基
づ
い
て
内
在
的
時
間
の
構
成
、

「
キ
ネ
ス
テ
l
ゼ
」
に
よ
る
空
間
構
成
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
基
盤
と
し

て
能
動
的
・
受
動
的
に
発
生
し
た
意
味
の
指
示
連
関
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ッ
サ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

る
対
象
は
そ
の
も
の
と
し
て
意
識
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
も
の
を
統
一
へ
と
も
た
ら
す
意
識
の
様
々
な
段
階
で
の
綜
合
の

働
き
の
う
ち
で
能
動
的
・
受
動
的
に
発
生
す
る
「
意
味
」
に
お
い
て
「
志
向
的
」
に
意
識
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
受
動
的
発
生
の
原
理
と
な
る
の
が
「
連
合
」
の
働
き
で
あ
る
。

「
連
合
」
と
は
、
時
間
意
識
に
お
け
る
諸
体
験
の
綜
合
を
基
盤

に
し
な
が
ら
、

「
あ
る
も
の
が
あ
る
も
の
を
想
起
さ
せ
る
」
、
「
あ
る
も
の
が
他
の
も
の
を
指
示
す
る
」
(
開
戸
話
)
と
い
う
内
在
的
連

関
を
形
成
す
る
。
連
合
の
働
き
は
「
同
質
性
と
異
質
性
に
よ
る
綜
合
」
(
開
門
戸
ゴ
)
と
い
わ
れ
、
等
質
な
も
の
ど
う
し
が
融
合
し
、
異

意識の自己準拠

質
な
も
の
ど
う
し
が
対
照
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
「
感
覚
野
」
(
明
d
w
吋
∞
)
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
多
く
の
感
覚

野
が
様
々
に
重
な
り
合
い
、
さ
ら
に
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
複
合
的
に
構
造
化
さ
れ
た
知
覚
野
が
成
立
す
る
。
こ
の
知
覚
野
に
お
い

て
は
あ
る
も
の
が
「
際
だ
つ
」
と
い
う
仕
方
で
様
々
な
強
度
を
も
っ
て
自
我
を
「
触
発
」
し
、
そ
の
能
動
的
な
「
注
意
」
を
促
す
。
注

意
と
と
も
に
知
覚
が
始
ま
り
、
知
覚
対
象
へ
の
「
関
心
」
が
目
覚
め
る
。
こ
の
対
象
へ
の
持
続
的
関
心
に
よ
っ
て
、
意
識
流
の
な
か
で

知
覚
対
象
の
様
々
な
現
出
が
統
一
的
な
も
の
と
し
て
統
覚
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
関
心
が
目
下
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
超
え
て
さ
ら

な
る
「
余
剰

(
1
5
己
守
山
)
」
(
開
戸
∞
ヴ
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
と
も
に
「
地
平
」
が
喚
び

起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
対
象
を
様
々
な
側
面
か
ら
規
定
し
、
知
覚
対
象
を
可
能
な
限
り
全
面
的
に
所
与
性
に
も
た
ら
す
の
に
寄
与
す

ハ
2
〉

る
の
が
「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
」
の
働
き
で
あ
る
。

ま
た
、
能
動
的
綜
合
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
新
し
い
対
象
に
つ
い
て
の
統
覚
的
意
味
は
意
識
流
の
潜
在
性
に
「
沈
殿
」
す
る
こ
と
に

17 

よ
っ
て
「
事
物
経
験
と
い
う
類
型
」
(
凶
〈
戸
出
叶
)
を
創
設
し
、
「
習
慣
性
(
出

mwzgm凶
宮
山
伊
丹
ど
と
し
て
保
存
さ
れ
る
。
こ
の
統
覚
的
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意
味
が
連
合
に
よ
っ
て
「
生
け
る
現
在
」
に
お
い
て
覚
起
さ
れ
、
意
味
の
「
転
移
」
を
惹
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
つ
ど

統
覚
さ
れ
た
意
味
は
時
間
地
平
の
働
き
を
介
し
て
「
発
生
的
な
後
へ
の
影
響
作
用

(
Z
2
V項
目
円
日
告
白
巴
」
(
凶
〈
戸
出
ヴ
を
有
し
て

お
り
、
こ
の
影
響
作
用
に
よ
っ
て
「
新
し
い
類
似
の
状
況
に
お
い
て
い
つ
も
の
よ
う
に
既
に
構
成
さ
れ
て
目
の
前
に
あ
る
も
の
が
類
似

の
仕
方
で
統
覚
さ
れ
」

(
5
E・
)
た
り
、
意
味
が
想
起
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
統
覚
の
働
き
に
は
常
に
「
一
般
に

無
規
定
で
あ
る
が
、
類
型
的
な
仕
方
で
規
定
さ
れ
た
も
の
を
類
型
的
に
予
め
馴
染
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
予
期
す
る
」
(
開
戸
お
)
と

い
う
予
期
の
地
平
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
発
生
的
分
析
に
よ
っ
て
、
意
識
(
そ
し
て
最
も
包
括
的
な
意
味
で
の
「
自
我
」
)
が
「
普
遍
的
発
生
の
統
一
の
も
と

に
結
合
さ
れ
た
無
限
の
連
関
」
(
戸
口
品
)
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
意
識
流
の
顕
在
野
に
お
い
て
受
動

的
・
能
動
的
に
発
生
す
る
対
象
の
意
味
は
体
験
連
関
の
う
ち
に
沈
殿
す
る
習
慣
性
と
予
期
地
平
を
介
し
て
再
び
意
識
に
「
発
生
的
な
」

影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
の
そ
の
つ
ど
の

(
新
し
い
)
体
験
は
「
時
間
的
に
出
現
す
る
体
験
固
有
の
『
歴
史
』
、
即
ち

そ
の
時
間
的
な
発
生
」
(
凶
〈
戸

ω
呂
)
を
も
ち
、

か
っ
そ
の
「
歴
史
」
へ
の
指
示
、
即
ち
そ
れ
が
「
本
質
上
そ
れ
に
先
立
つ
以
前
の
他

の
形
成
体
に
基
づ
い
て
後
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」

(
F
=
δ

を
知
ら
せ
る
志
向
的
指
示
を
内
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

地
平
、
経
験
の
閉
鎖
性
と
開
放
性

以
上
で
み
た
よ
う
に
、
個
々
の
体
験
は
意
識
の
顕
在
性
の
領
野
か
ら
潜
在
性
の
領
野
へ
と
伸
び
広
が
る
全
体
と
し
て
の
諸
体
験
の
連

関
、
意
識
流
、
「
意
識
生
」
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
意
識
の
顕
在
的
経
験
は
そ
れ
自
身
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
「
自
ら
を
超
え
出

て
可
能
的
経
験
を
指
し
示
し
、
こ
の
可
能
的
経
験
自
身
も
ま
た
新
し
い
可
能
的
経
験
を
指
し
示
し
て
い
る
」

Q
ロ
¥
Y
5
3
0
し
か
も



こ
の
諸
体
験
の
連
関
そ
れ
自
身
が
「
生
け
る
現
在
」
に
お
い
て
絶
え
ず
「
流
れ
つ
つ
」
変
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
知
覚
体
験
は
、
顕
在

的
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
部
分
以
外
の
知
覚
の
可
能
性
を
指
示
す
る
地
平
を
有
し
て
お
り
、
意
識
は
そ
の
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
可
能
性
を

新
し
い
知
覚
に
よ
っ
て
顕
在
化
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
意
味
を
流
動
的
に
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
体
験
は
「
そ
の
体
験

の
属
す
る
意
識
連
関
の
変
化
、

お
よ
び
そ
の
体
験
自
身
の
流
れ
の
局
面
の
変
化
に
応
じ
て
変
化
す
る
地
平
、

つ
ま
り
そ
の
体
験
自
身
に

属
す
る
、
意
識
の
諸
潜
在
性
を
指
示
す
る
志
向
的
地
平
」
(
戸
∞
N
)

を
有
し
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
動
的
に
変
化
す
る
地
平
を
介
し
た
指

示
の
連
関
の
う
ち
で
の
み
対
象
の
意
味
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

地
平
意
識
の
一
般
的
な
働
き
は
「
予
措
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

「
予
描
」
は
「
そ
れ
自
身
常
に
不
完
全
で
あ
る
が
、
そ
の
未
規
定
の

意識の自己準拠

う
ち
に
何
ら
か
の
規
定
性
の
構
造
を
備
え
て
い
る
」

(
5
E
・
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
意
識
の
過
去
地
平
、
既
知
性
に
依
拠
し
て
対
象

を
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
先
行
的
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
来
る
べ
き
新
し
い
経
験
が
常
に
過
去
に
沈
殿
し
た
意
味
に
依
拠
し
て

予
め
の
意
味
的
な
規
定
を
被
る
と
い
う
点
で
は
、
意
識
は
あ
る
種
の
閉
じ
ら
れ
た
経
験
の
構
造
を
も
っ
と
い
え
る
。

「
類
型
的
に
予
め

馴
染
み
の
あ
る
も
の
」
と
し
て
予
期
さ
れ
た
意
味
は
、

そ
れ
が
「
充
実
」
か
「
当
て
は
ず
れ
」
か
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
た
り
規
定
の
変

更
や
追
加
が
行
わ
れ
た
り
す
る
。
世
界
は
常
に
こ
の
先
行
的
な
意
味
化
の
な
か
で
の
み
、
何
も
の
か
〈
と
し
て
〉
意
識
に
「
与
え
ら
れ

る
」
。
「
未
知
性
は
い
つ
で
も
同
時
に
既
知
性
の
一
様
態
で
あ
る
」
(
何
回
〉
ω
品
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
意
味
は
既
知
性
と
未
知
性
の
間

で
あ
る
種
の
循
環
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
他
方
で
、
意
識
の
経
験
は
常
に
世
界
内
の
対
象
を
様
々
な
観
点
か
ら
別
様
に
規
定
す
る
可
能
性
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
点

で
、
経
験
の
可
能
性
に
対
し
て
無
限
に
聞
か
れ
て
い
る
。
意
識
の
そ
の
つ
ど
の
経
験
は
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
絶
え
ず

19 

「
別
の
」
、
「
そ
れ
以
上
の
」
可
能
性
に
対
し
て
聞
か
れ
、
常
に
「
意
味
の
超
越
と
い
う
事
態
」
(
何
回
戸

ω
3
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
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り
「
ど
の
よ
う
な
規
定
も
最
終
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
に
経
験
さ
れ
る
も
の
は
同
一
物
に
関
す
る
可
能
的
経
験
の
地
平
を
常
に
無

限
に
も
っ
て
い
る
」
(
開
d
・
N

d

の
で
あ
り
、
ま
た
同
一
的
対
象
も
と
も
に
与
え
ら
れ
る
対
象
と
の
関
係
づ
け
に
よ
っ
て
新
し
い
意
味

を
獲
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
は
諸
対
象
相
互
の
意
味
の
連
関
、
即
ち
規
定
可
能
性
の
地
平
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終

的
に
「
世
界
地
平
」
へ
と
聞
か
れ
て
い
る
。
世
界
と
は
、
個
々
の
経
験
の
諸
可
能
性
の
地
平
を
包
括
す
る
最
終
地
平
お
よ
び
「
普
遍
的

地
盤
」
で
あ
り
、

「
個
々
の
認
識
行
為
の
す
べ
て
に
と
っ
て
前
提
と
な
る
普
遍
的
受
動
的
存
在
信
念
」
(
出
戸

N
3
と
し
て
働
く
「
世

界
意
識
」
の
相
関
項
を
な
す
と
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
地
平
意
識
の
分
析
は
、
既
知
性
と
未
知
性
、
顕
在
性
と
潜
在
性
(
可
能
性
〉
の
聞
に
成
立
す
る
指
示
の
連
関
を
意
識

が
そ
の
つ
ど
移
行
し
つ
つ
顕
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
お
よ
び
世
界
的
な
も
の
の
意
味
が
継
続
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
注
記
す
べ
き
点
は
意
味
と
い
う
も
の
が
個
別
対
象
に
関
す
る
意
味
に
留
ま
ら
ず
世
界
地
平
へ
と
伸
び
広
が
る
発
生
的
な
指
示
の

連
関
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
多
様
な
も
の
を
統
一
に
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
の
意
味
化
の
働
き
は
統
覚
に
限
ら
ず
意
識

の
各
段
階
で
成
立
し
て
お
り
、

し
か
も
あ
る
意
味
は
そ
れ
が
ま
た
別
の
意
味
を
再
び
指
し
示
す
と
い
う
意
味
の
連
関
の
な
か
で
は
じ
め

て
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
意
味
の
形
成
は
常
に
他
の
意
味
形
成
を
前
提
し
、
そ
の
点
で
は
意
味
の
産
出
は
つ
ね
に
(
類
型
的
予

期
に
よ
る
)
意
味
の
再
産
出
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
も
意
味
連
関
は
顕
在
性
と
潜
在
性
、
既
知
性
と
未
知
性
の
間
で
絶
え
ず
変

動
し
な
が
ら
「
一
律
調
和
性
(
巴

E
Z
5
5釘
wa同
〉
」
(
凶
〈
戸

N
A
N
〉
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
意
味
を
欠
く

も
の
に
意
味
を
付
与
す
る
と
い
う
狭
義
の
主
観
の
役
割
は
極
度
に
限
定
さ
れ
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
構
成
的
主
観
性
と
い
う
考
え
を
超

え
て
い
く
契
機
が
フ
ッ
サ

l
ル
の
分
析
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



自
己
準
拠
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
意
識

意
識
は
、

『
イ
デ
l
ン
I
』
に
お
い
て
明
確
に
「
そ
れ
自
身
で
閉
じ
た
ひ
と
つ
の
存
在
連
関
」

Q
・
5
3
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

世
界
の
意
味
が
意
識
の
内
で
発
生
し
、
世
界
が
意
識
の
内
で
予
め
の
意
味
的
な
構
造
化
を
経
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
世
界
に
対
し

て
閉
じ
て
い
る
。
イ
リ
ヤ
・
ス
ル
パ

l
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
「
超
越
論
的
主
観
性
」
と
し
て
の
意
識
の
「
閉
じ
ら
れ
た
構
造
」
に
着
目

し
、
「
[
こ
の
閉
じ
ら
れ
た
構
造
の
]
働
き

(
F
2
∞Z
D
m〉
に
よ
っ
て
、
世
界
地
平
の
諸
可
能
性
の
無
限
性
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、

(
3〉

そ
れ
が
互
い
に
意
味
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
指
示
連
関
と
し
て
現
れ
る
」
、
即
ち
、
意
識
は
世
界
の
意
味
が
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
仕
方

意識の自己準拠

で
意
識
の
内
に
発
生
的
に
含
ま
れ
、
指
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
世
界
の
経
験
に
無
限
に
聞
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ス
ル

パ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
意
識
の
閉
鎖
性
が
可
能
性
地
平
、
世
界
地
平
へ
の
開
放
性
の
条
件
を
な
す
と
考
え
る
視
点
を
ル

1
7
ン
の
シ
ス

テ
ム
論
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
。
ス
ル
バ

l
ル
に
よ
れ
ば
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
意
味
の
発
生
と
い
う
考
え
方
に
は
従
来
の
主
観
性
概
念

を
超
え
る
契
機
が
含
ま
れ
て
お
り
、

ル
l
マ
ン
は
そ
の
よ
う
な
契
機
を
自
ら
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
観
性
に
代
わ
る
新
し
い
シ
ス

テ
ム
の
概
念
を
提
起
し
て
い
る
と
い
口
町

ル
l
マ
ン
は
フ
ッ
サ
l
ル
の
意
味
に
つ
い
て
の
理
論
を
抽
象
的
に
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
準
拠
的
な
意
味
の
シ
ス
テ
ム

と
い
う
概
念
を
取
り
出
す
。

ル
l
マ
ン
は
先
に
ま
と
め
た
意
識
に
お
け
る
意
味
形
成
の
働
き
、
即
ち
意
味
が
絶
え
ず
受
動
的
に
発
生
し

た
意
味
連
関
の
う
ち
で
形
成
さ
れ
、
顕
在
性
と
可
能
性
の
地
平
を
介
し
て
あ
る
意
味
が
別
の
意
味
を
指
し
示
す
と
い
う
働
き
に
注
目
し
、

そ
れ
を
意
味
の
「
自
己
準
拠
」
な
い
し
「
自
己
指
示
」

3
0
5印可
E
q
g
S
と
呼
ん
で
い
お
い
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彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
指
示
に
は
「
現
実
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
可
能
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
」
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お
り
、

「
意
味
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
た
対
象
を
起
点
と
す
る
指
示
の
総
体
は
、
次
の
時
点
で
実
際
に
顕
在
化
さ
れ
得
る
以
上
の
も
の
を

呈
示
す
る
」

3
F
お
ご
と
い
う
。
そ
し
て
、
意
味
形
成
は
地
平
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
「
諸
可
能
性
の
継
続
的
な
顕
在
化
」

(ωω
・

EO)
で
あ
り
、
意
味
は
「
ま
さ
に
そ
の
時
点
で
顕
在
的
な
も
の
と
可
能
性
の
地
平
と
の
差
異
と
し
て
の
み
意
味
で
あ
り
得
る
」
と
解

釈
さ
れ
る
。

フ
y

サ
l
ル
が
示
し
た
よ
う
に
諸
対
象
の
規
定
さ
ら
に
は
世
界
の
意
味
的
な
規
定
は
決
し
て
完
結
す
る
こ
と
が
な
い
ゆ
え

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
の
顕
在
化
は
「
常
に
そ
れ
に
接
続
可
能
な
諸
可
能
性
の
潜
在
化
」

(
F
E・

)

つ
ま
り
常
に
新
し
い
可
能
性
の

地
平
の
形
成
を
伴
う
。
意
味
が
「
自
己
準
拠
と
し
て
機
能
す
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

の
地
平
に
お
い
て
規
定
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
意
味
は
意
味
の
み
を
指
示
し
得
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
意
味
は
常
に
吏

「
規
定
さ
れ
た
も
の
が
常
に
規
定
さ
れ
た
も
の

な
る
意
味
を
指
示
し
て
お
り
、
意
味
の
領
域
が
踏
み
越
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ル

I
マ
ン
は
こ
の
事
態
を
フ
ッ
サ

l
ル
に
依
拠
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
な
指
示
の
循
環
的
な
閉
鎖
性
(
の
巾

R
E
S
Z
D
F
a
c
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
の
最
終
地
平
と
し

て
の
、
即
ち
世
界
と
し
て
の
統
一
性
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
よ

(ωω
・
5
3

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
ル

1
マ
ン
は
「
意
味
の
シ
ス
テ
ム
」

(ωω
・
。
。
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
「
対
象
に
意
味
を
付
与
す
る
主

観
」
と
い
う
図
式
を
放
棄
し
、
意
識
を
、
意
識
を
構
成
す
る
諸
体
験
は
諸
地
平
を
介
し
て
再
び
体
験
を
指
示
す
る
と
い
う
意
味
で
自
己

指
示
的
、
自
己
準
拠
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
考
え
る
。

ル
i
マ
ン
が
意
識
を
自
己
準
拠
的
シ
ス
テ
ム
と
見
な
す
の
は
、
意
識
が
、

「
音
山

識
を
意
識
に
よ
っ
て
再
生
産
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
再
生
産
に
関
し
て
は
自
分
自
身
に
準
拠
す
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
意
識
を
外

部
か
ら
維
持
し
た
り
、
意
識
を
外
部
に
向
け
て
発
信
す
る
の
で
は
な
い
シ
ス
テ
ム
」

(ω
戸

ω日
)
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

/レ

産
す
る
シ
ス
テ
ム
」
(
〉
戸
さ
ω)

マ
ン
は
こ
の
よ
う
な
「
シ
ス
テ
ム
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
を
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
産
し
再
生

の
自
己
準
拠
的
機
構
を
「
オ
l
ト
ポ
イ
エ

l
シ
ス
(
自
己
創
出
と
と
も
名
付
け
て
い
町
山



こ
の
オ
1
ト
ポ
イ
エ

l
シ
ス
と
い
う
考
え
方
は
フ
ッ
サ

l
ル
の
超
越
論
的
意
識
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

オ
ー
ト
ポ

イ
エ

l
シ
ス
を
自
己
構
成
と
解
す
る
な
ら
ば
時
間
意
識
の
自
己
構
成
、
受
動
的
綜
合
で
の
感
性
野
の
自
己
構
成
、
そ
し
て
超
越
論
的
自

我
の
自
己
構
成
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
最
後
の
自
己
構
成
に
関
し
て
は
フ
ッ
サ

l
ル
は
意
識
が
「
生
け
る
現
在
」
に
お
い
て
絶
え
ず
流

(

8

V

 

れ
つ
つ
、
自
己
の
差
異
化
と
統
一
化
を
反
復
し
て
い
る
と
考
え
た
の
に
対
し
、
意
識
の
オ
i
ト
ポ
イ
エ

I
シ
ス
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
意
識
の
統
一
性
は
意
識
内
容
の
絶
え
ざ
る
自
己
生
産
に
よ
っ
て
の
み
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
意
識
は
絶
え
ず
意

識
を
継
続
的
に
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
で
あ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
ル

l
マ
ン
は
こ
の
オ
l
ト

意識の自己準拠

ポ
イ
エ

l
シ
ス
と
い
う
自
己
産
出
の
プ
ロ
セ
ス
を
、

史
の
生
成
と
考
え
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
意
識
の
「
個
体
性
」
を
な
す
と
考
え
る

(ωω
司
自
ω
)
。
こ
れ
は
フ
ッ
サ

l
ル
が
「
モ
ナ
ド
の
個

(
フ
ッ
サ

l
ル
に
言
及
し
つ
つ
)
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
固
有
の
時
間
と
歴

体
化
」
(
凶

20・
ω印
)
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
根
源
的
に
流
れ
る
意
識
が
「
時
間
化
」
(
凶
〈
・
勾
印
)
に
よ
っ
て

自
己
を
個
体
化
し
、
「
モ
ナ
ド
の
生
け
る
統
一
、
即
ち
歴
史
の
統
一
」
(
阿
君
.
・

ω。
)
を
形
成
す
る
と
い
う
考
え
に
類
似
し
て
い
る
。

ま
た
ル

l
マ
ン
は
意
識
に
お
い
て
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
自
己
準
拠
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。
先
に
述
べ
た
構
成
素
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の

自
己
準
拠
の
他
に
、
意
識
が
何
か
を
表
象
す
る
と
い
う
と
き
に
は
「
観
察
の
自
己
準
拠
」

(
5
E・
)
が
成
立
す
る
と
い
う
。
オ
ー
ト
ポ

イ
エ

l
シ
ス
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
意
識
に
お
い
て
意
識
(
表
象
)

さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
意
識
(
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
〉
で
あ

る
が
、
意
識
さ
れ
た
も
の
は
意
識
で
は
な
い
何
も
の
か
(
対
象
)
と
し
て
指
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

と
し
て
、
即
ち
意
識
自
身
と
し
て
も
指
示
さ
れ
得
る
。
こ
の
場
合
、
自
己
準
拠
は
常
に
同
時
に
「
他
の
も
の
へ
の
準
拠
(
司

B
E骨
0

・

「
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
」

向。円。ロ
N
)
」
を
伴
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
「
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
」
と
い
う
志
向
性
の
構
造
は
「
自
己
準
拠
と
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他
者
準
拠
の
差
異
の
統
一
」
(
〉
切
'
台
回
)
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
意
識
は
「
自
己
準
拠
と
他
者
準
拠
の
差
異
」

に
基
づ
い
て
意
識
さ
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れ
た
も
の
を
意
識
自
身
と
し
て
指
示
す
る
か
、
意
識
で
は
な
い
も
の
と
し
て
指
示
す
る
か
に
よ
っ
て
自
己
と
世
界
と
を
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ル

l
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
反
省
」
と
は
自
己
準
拠
と
他
者
準
拠
の
差
異
の
統
一
に
基
づ
い
た
そ

れ
自
身
高
次
の
自
己
準
拠
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
準
拠
的
シ
ス
テ
ム
は
、

シ
ス
テ
ム
相
関
的
な
世
界
(
ル

l
τ

ン
は
そ
れ
を

「
環
境
(
己
居
者
巾
目
。
」
と
呼
ぶ
)
と
自
己
自
身
と
を
自
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
世
界
を
観
察
す
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。

四

世
界
の
多
中
心
性

以
上
に
お
い
て
意
識
を
超
越
論
的
主
観
性
と
解
す
る
フ
ッ
サ
1
ル
の
試
み
と
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
論
的
な
修
正
と
し
て
の
意
識
を
自
己

準
拠
シ
ス
テ
ム
と
し
て
解
釈
す
る
ル

l
マ
ン
の
試
み
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
意
識
構
造
の
具
体
的
分
析
と
い
う
点
で
は
フ
ッ
サ

I
ル
の

分
析
の
精
織
さ
に
比
べ
、

ル
I
マ
ン
の
そ
れ
は
ま
だ
理
論
的
素
描
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、

ル
l
マ
ン
に

と
っ
て
の
最
終
的
な
課
題
は
超
越
論
的
主
観
性
を
自
己
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
と
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
非
主
観
的
な

(mgzmw苧

〈

g)
意
味
構
成
」
、
即
ち
コ
ミ
ユ
エ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
構
成
素
と
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
意
味
構
成
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
オ
l
ト
ポ
イ
エ

l
シ
ス
と
い
う
概
念
は
様
々
な
シ
ス
テ
ム
の
共
存
を
前
提
と
し
で
い
る
。

ル
l
マ
ン
は
「
意
識
と
い
う
諸

シ
ス
テ
ム
の
聞
で
は
い
か
な
る
直
接
的
接
触
も
あ
り
得
な
い
」
と
考
え
、
こ
の
意
識
の
自
己
準
拠
的
閉
鎖
性
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
が
意
味
を
構
成
す
る
自
己
準
拠
的
な
シ
ス
テ
ム
、
即
ち
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
ル

l
マ
ン
は
、

フ
ッ
サ

l
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
は
意
識
の
み
を
世
界
の
意
味
の
発
生
の
中
心
と
見
な
す
こ
と
に
よ
り
、
世
界
の

問
主
観
的
構
成
と
い
う
困
難
な
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

ス
ル
パ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

フ
ッ
サ

l
ル
は
既
に



個
別
的
経
験
主
観
に
還
元
不
可
能
な
意
味
の
生
起
の
(
間
主
観
的
)

の
超
越
論
的
意
識
の
不
死
性
と
無
限
性
」
を
構
想
し
た
。
し
か
し
ル

l
マ
ン
は
そ
の
よ
う
な
意
味
生
起
の
普
遍
性
を
意
味
概
念
の
「
脱

「
普
遍
性
」
を
考
慮
に
入
れ
、

「
意
味
を
創
設
す
る
構
造
と
し
て

主
観
化
」
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
社
会
的
意
味
の
発
生
の
う
ち
に
聞
い
、
世
界
の
意
味
の
生
起
、

即
ち
世
界
の
意
味
の
多
中
心
的
構
成
を
経
験
的
な
意
識
と
意
識
の
経
験
を
超
越
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
両
側
面
か
ら
問
う
と
い

う
問
題
設
定
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。

意識の自己準拠

注
本
文
中
の
(
ロ
ー
マ
数
字
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
の
表
記
は
す
べ
て
『
フ
ッ
サ
l
ル
全
集
』
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

そ
れ
以
外
の
フ
ッ
サ

l
ル
の
著
作
お
よ
び
ル

1
マ
ン
の
著
作
の
引
用
は
す
べ
て
以
下
の
略
号
を
用
い
て
表
示
す
る
。
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