
Title ヘーゲルの“インテリゲンツ” : 表象と言葉

Author(s) 吉田, 六弥

Citation 哲学論叢. 1984, 14, p. 1-22

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/66816

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



ー

デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
」
も
実
際
に
思
想
を
得
る
た
め
に
は
、
感
覚
、
意
識
、
直
観
、
表
象
力
や
想
像
力
や
の
知
性
の
諸
段
階
を
従
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
段
階
は
そ
れ
ぞ
れ
認
識
能
力
と
し
て
各
々
特
定
の
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ゲ
ル
は
こ
れ
ら
先
哲
の
思
想
を
摂
取
・
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
哲
学
を
形
成
し
、

学
』
と
論
理
学
で
描
き
出
さ
れ
た
概
念
の
現
実
化
と
し
て
の
『
精
神
哲
学
』
を
築
き
上
げ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
精
神
哲
学
は
「
理
念

(

3

)

 

が
現
実
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
念
が
獲
得
す
る
」
形
式
を
扱
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る

(
3
7
7

N
)
。
精
神
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

る
と
自
己
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
を
自
己
認
識
者
と
し
て
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
精
神
は
自
己
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
り
、
自
己
を
自
己
規
定
者
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る

(
3
7
7

N" 
4
4
2
 N
)
。
こ
の
よ
う
な
精
神
に
つ
い
て
の
『
哲
学
』
の
最
初
の

(

4

)

（

5
)
 

篇
「
主
観
的
精
神
」
は
更
に
人
問
学
、
精
神
の
現
象
学
、
心
理
学
の
一
二
つ
の
部
門
を
有
す
る
。
こ
の
一
―
一
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
心
、
意
識
、
精

(

1

)

 

哲
学
は
「
千
年
の
眠
り
か
ら
醒
め
」
、

(

2

)

 

近
世
哲
学
と
し
て
「
デ
カ
ル
ト
と
共
に
」
始
ま
る
。

日

序 I

表

象

と

言

語

ー

_

ヘ
ー
ゲ
ル
の

ク
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ク

吉
近
世
哲
学
の
原
理
で
あ
る
思
惟
す
な
わ
ち

就
中
思
惟
を
エ
レ
メ
ン
ト
と
す
る

田

『•

ノ‘

弥
『
論
理

ヘ
ー



2
 

て
、
意
識
で
は
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

J

の
自
己
知
へ
の
歩
み
は
知
性
に
お
い
て
次

「
理
論
的
精
神
」

あ
る
い
は
「
知

心
が
両
者
の
直
接
的
で
自
然
的
な
統
一
で
あ
る
の
に
対
し

神
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
人
問
学
が
精
神
を
心
的

(
p
s
y
c
h
i
s
c
h
)

る
も
の
で
あ
る
。
心
理
学
そ
の
も
の
は
更
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
（
以
下
知
性
と
訳
す
）
、

る
。
右
に
挙
げ
た
、
本
来
現
象
の
領
域
に
属
す
る
規
定
で
あ
っ
て
精
神
の
規
定
に
相
応
し
く
な
い
認
識
能
力
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、

ー
ゲ
ル
は
こ
の
能
力
と
い
う
表
現
が
精
神
の
先
に
述
べ
た
各
形
態
を
分
離
固
定
し
、
認
識
す
る
こ
と
を
自
己
の
現
実
性
と
す
る
精
神
を
認

識
し
て
も
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
可
能
性
の
中
へ
押
し
戻
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
難
色
を
示
し
て
い
る

(
4
4
2
,
4
4
5
,
 4
5
1
 N
)
。
従
っ
て

ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
哲
学
』
は
こ
れ
ら
の
諸
形
態
の
―
つ
に
依
拠
し
て
い
る
先
哲
の
哲
学
の
反
駁
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ー
ゲ
ル
は
こ
れ
ら
知
性
に
属
す
る
精
神
の
諸
形
態
を
各
々
精
神
の
発
逹
の
段
階
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
(
4
4
0

N
 ,
 

4
4
2
,
4
5
1
 N
)
。

(
4
4
2
)

。

こ
の
点
で
彼
の
精
神
発
達
史
的
な
方
向
付
け
に
つ
い
て
は
評
価
す
る
の
で
あ
る

さ
て
、
論
理
学
の
、
概
念
を
巡
る
基
本
的
な
課
題
が
普
遍
と
個
別
と
い
う
概
念
の
規
定
の
区
別
と
統
一
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
精
神
の
実
存
の
各
形
態
を
通
し
て
措
定
さ
れ
る
の
は
右
の
論
理
的
課
題
を
含
む
、
主
観
性
と
客
観
性
と
へ
の
区
別
と
両
者
の
統
一
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
統
一
が
「
理
性
」
な
の
で
あ
る

(
4
4
0

N
)
。

性
」
で
あ
る
。

こ
の
理
性
に
対
応
す
る
精
神
が
採
る
形
態
は

「
認
識
の
概
念
」
が
知
性
で
あ
り
、
知
性
の
現
実
性
が
「
認
識
」
で
あ
る

(
4
j
5
)

。
精
神
は
「
理
性
的
な
知
」
で
は
あ
っ

て
も
、
最
初
は
自
己
を
こ
の
よ
う
な
知
と
し
て
「
知
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
い

(
4
4
1

N
)
。

の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
直
接
的
な
精
神
と
し
て
精
神
は
ま
ず
自
己
に
前
提
を
た
て
、
自
己
を
有
限
化
し
、
自
己
に
―
つ
の
形
態
を
与
え

ヘ
ー
ゲ
ル
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
批
判
し
な
が
ら
も
、

ヘ ヘ

意
志
、

自
由
意
志
を
扱
う
一
―
一
部
門
に
区
分
さ
れ

け
出
た
と
こ
ろ
の
、
思
惟
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
か
れ
た
精
神
を
考
察
す
る
、

す
な
わ
ち
精
神
を
心
理
的

(
p
s
y
c
h
o
-
l
o
g
i
s
c
h
)

に
考
察
す

に
考
察
す
る
の
に
対
し
て
、

心
理
学
は
心
の
自
然
性
を
抜
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①
直
観
直
観
は
ま
た
感
覚
、
注
意
、
直
観
の
三
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。

る
。
次
に
精
神
は
こ
の
前
提
、
有
限
性
す
な
わ
ち
こ
の
形
態
を
自
己
の
中
へ
止
揚
し
て
、
こ
の
前
提
さ
れ
た
も
の
を
自
己
に
属
す
る
も
の

「
思
惟
す
る
認
識
」

と
し
て
措
定
す
る

(
4
4
1
,
4
4
3
)
。
順
次
こ
れ
ら
の
形
態
を
通
し
て
、
主
観
性
と
客
観
性
と
の
区
別
に
制
約
さ
れ
な
い
段
階
に
至
る
過
程
が

、
、
、
、
、
、

形
成
さ
れ
、
こ
の
過
程
は
感
覚
か
ら
始
ま
っ
て
思
惟
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
知
性
に
「
概
念
把
握
す
る
認
識
」
(
4
6
7

N
)
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
認
識
す
る
思
惟
」

(
4
4
8

N
)
、
「
概
念
把
握
す
る
理
性
」

(
4
4
9

N
)
、
「
自
己
自
身
を
認
識
す
る
理
性
」

知
性
は
心
と
意
識
と
い
う
精
神
の
直
接
態
か
ら
精
神
の
自
体
と
し
て
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
精
神
の
こ
の
自
己
の
自
体
へ
の
媒
介
は

(
7
)
 

総
じ
て
「
想
起
」
と
称
さ
れ
る
。
精
神
の
各
々
の
形
態
の
中
に
自
己
自
身
を
発
見
す
る
こ
と
が
想
起
で
あ
る
。
こ
の
想
起
は
プ
ラ
ト
ン
に

由
来
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
が
使
っ
て
い
る
意
味
で
の
「
想
起
」
と
い
う
表
現
は
「
拙
い
表
現
」
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

(

8

)

(

9

)
 

は
評
し
て
い
る
。
「
想
起
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
意
味
は
文
字
通
り

s
i
c
h
,
 
i
n
n
e
r
l
i
c
h
 ,
 
m
a
c
h
e
n

す
な
わ
ち
内
化

(
v
e
r
i
n
n
i
r
l
i
c
h
e
n
,

(10) 

i
n
s
i
c
h
g
e
h
e
n
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
接
態
の
止
揚
と
し
て
こ
の
想
起
は
精
神
の
各
段
階
に
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
れ
は
「
客
観
の
内
化
」
、

「
自
我
へ
の
内
化
」

(
4
1
7

N
)
、
感
覚
に
お
け
る
「
知
性
の
自
己
規
定
」

(
4
4
8
)
、
感
覚
的
素
材
に
お
け
る
知
性
の
「
直
観
（
客
観
の
直
観

と
自
己
直
観
）
」
（
4
4
9
)
、
直
観
に
お
け
る
自
己
想
起
（
表
象
）
あ
る
い
は
イ
マ
ー
ジ
の
想
起
(
4
5
4
,
4
5
6
)
、
音
声
に
お
け
る
「
自
己
想
起

（
記
憶
）
」
（
4
6
1
)
、
ま
た
こ
と
ば
へ
と
自
己
を
外
化
す
る
「
想
起
」

(
4
6
2
)

等
々
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
知
性
は
こ
う
し
て
直
観
、
表
象
、

思
惟
の
三
つ
の
働
き
に
区
分
さ
れ
る
。
本
論
で
は
直
観
と
表
象
を
中
心
に
考
察
す
る
。

に）

知

性

(
4
6
7
 N
)

と
こ
と
ば
を
尽
く
し
て
表
現
を
与
え
て
い
る
。

(
4
6
6
)
、
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知
性
は
心

(
S
e
e
l
e
)

の
真
理
と
し
て
そ
れ
自
身
感
覚
か
ら
始
ま
る
。
我
々
の
表
象
、
思
想
、
概
念
の
す
べ
て
が
「
我
々
の
感
覚

(11) 

す
る
知
性
」
か
ら
発
展
す
る

(
4
4
7
N
)
。

の
で
は
な
い
。
心
に
お
い
て
は
感
覚
的
規
定
は
自
我
と
一
体
と
な
っ
て
い
て
、

を
見
る
、
す
な
わ
ち
感
覚
す
る
と
き
に
は
私
自
身
が
ロ
バ
で
あ
り
、
私
が
ロ
バ
と
一
体
で
あ
り
、
私
が
ロ
バ
で
あ
る
こ
と
に
充
さ
れ
て
い

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
知
性
は
、
こ
の
主
観
性
と
客
観
性
の
即
自
的
な
、
心
的
な
統
一
を
止
揚
し
て
、
自
己

の
活
動
を
通
し
て
両
者
の
分
離
と
理
性
と
い
う
両
者
の
統
一
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
知
性
に
お
け
る
こ
の
分
離
は
意
識
に
お
け
る
そ
れ
と

は
異
な
る
。
知
性
は
「
直
接
に
個
別
的
な
客
観
と
関
係
す
る
」

(
4
4
5
N
)
。
意
識
は
む
し
ろ
客
観
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
客
観
に
か
か
わ

る
多
様
で
個
別
的
な
規
定
と
関
係
し
て
い
た

(
4
4
9
N
)
。
知
性
に
対
し
て
は
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
規
定
が
、
こ
の
客
観
の
本
性
で
も
あ
る

知
性
に
よ
っ
て
―
つ
の
全
体
性
と
し
て
客
観
の
中
へ
総
合
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
自
我
の
面
か
ら
い
え
ば
、
意
識
が
心
の
第
一
の
止
揚
態
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
「
焦
媒
介
的
で
全
く
抽
象
的
な
自
己
確
信
」

(
4
4
9
N
)

で
あ
る
の
に
対
し
、
知
性
は
認
識
ー
|
ー
と
い
っ
て
も
最
初
は
直
観
と
し
て

、
、
、
、

「
直
接
的
な
」
そ
れ
で
あ
る
が

(
4
4
5

N
)
Iー
で
あ
る
。
知
性
の
客
観
は
知
性
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
知
性
は
こ
の
客
観
を
客
観

(
1
3
)
 

「
仮
象
」

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
感
性
的
事
物
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
知
性
の
対
象
の
規
定
で
あ
る
と
見
誤
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。

知
性
に
も
そ
れ
自
身
に
も
「
外
的
」

(
4
4
2
 N
)
。

外
的
存
在
と
し
て
現
わ
れ
る
。

こ
の
本
性
、

否
定
性
は
ま
た
理
性
的
な
規
定
と
し
て
の

「
自
己
自
身
の
他
者

(
d
a
s

A
n
d
e
r
e
 
s
e
i
n
e
r
 

で
あ
る
と
い
う
感
性
的
事
物
の
本
性
で
あ
っ
て
、

こ
の
存
在
の

「
無
限
な
否
定
性
」

し
か
し
知
性
は
ま
た

な
の
で
あ
る

そ
れ
故
、
知
性
が
最
初
こ
の
よ
う
な
仮
象
と
か
か
わ
る
の
は
、
端
緒
に
あ
る
知
性
、
直
接
的
な
知
性
の
直
接
性
に
由
来
す
る

必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
感
性
的
事
物
の
本
性
が
、
直
接
的
な
認
識
、
直
接
的
な
知
性
に
対
し
て
は
、
知
性
が
そ
こ
へ
自
己
を
投
影
す
る

の
直
接
的
な
形
態
か
ら
普
遍
的
な
形
式
へ
移
し
替
え
る
。

客
観
が
知
性
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
―
つ
の

固
感
覚

し
か
し
、
知
性
の
感
覚
は
心
に
お
け
る
よ
う
に
「
肉
体
性
」
の
ニ
レ
メ
ン
ト
に
お
か
れ
て
い
る

心
の
内
容
、
感
情
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
故
「
私
が
ロ
バ
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「
必
然
的
な
も
の
」
、
「
理
性
的
な
も
の
」
と
い
う
形
式
が
知
性
の
活
動
に
よ
っ
て
客
観
に
与
え
ら
れ
る

(
4
4
3

N
)
。
客
観
が
知
性
の
活
動

と
は
独
立
に
変
化
す
る
と
い
う
の
は
意
識
に
由
来
す
る
「
仮
象
」
で
あ
っ
て

(
4
4
1

N
)
、
知
性
は
「
精
神
自
身
が
対
象
を
変
化
さ
せ
、
こ

の
対
象
の
発
展
を
通
し
て
精
神
自
身
も
真
理
へ
と
生
長
す
る
」
と
こ
ろ
の
形
式
あ
る
い
は
働
き
で
あ
る

(
4
4
5

N
)
。
精
神
と
は
自
己
を
規

定
す
る
こ
と
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
知
性
は
自
己
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
、
自
己
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
「
衝
動
」

を
も
つ

(
4
4
3

N二
4
4
5

N
)
。

そ
れ
故
感
覚
す
る
こ
と
は
決
し
て
受
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
、
端
緒
に
あ
る
精
神
の
自
己
規
定

こ
う
し
て
知
性
は
感
覚
を
二
つ
の
契
機
に
分
析
す
る
。
知
性
は
主
観
性
な
い
し
衝
動
と
し
て
は
自
己
の
規
定
l

こ
こ
で
は
ま

だ
惑
覚
の
規
定
に
す
ぎ
な
い
が
ー
ー
、
で
も
っ
て
自
己
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
自
己
規
定
は
客
観
的
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の

で
、
知
性
は
こ
の
規
定
が
そ
こ
で
客
観
化
さ
れ
る
客
観
を
求
め
る
。

あ
る

(
4
4
8
)
。
他
方
の
契
機
は
こ
の
客
観
性
の
契
機
、
惑
覚
さ
れ
た
も
の
の
存
在
と
い
う
契
機
で
あ
る
。
感
性
的
存
在
は
知
性
に
対
し
て

も
そ
れ
自
身
に
対
し
て
も
外
的
で
あ
っ
て
、
知
性
の
外
に
存
在
す
る
。
逆
に
知
性
も
こ
の
存
在
の
木
性
と
し
て
自
己
自
身
の
外
に
出
よ
う

と
す
る
。
こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
注
意
を
客
観
や
対
象
に
向
か
う
「
同
一
的
方
向
付
け
」
と
い
っ
て
い
る

(
4
4
8
)
。
こ
の
注
意
の
た
め
に

は
―
つ
の
関
心
の
下
に
―
つ
の
対
象
へ
精
神
を
集
中
す
る
緊
張
が
必
要
で
あ
っ
て
、
唯
教
養
あ
る
精
神
す
な
わ
ち
知
性
に
の
み
こ
の
注
意

と
こ
の
注
意
の
持
続
と
が
可
能
で
あ
る
。
知
性
は
―
つ
の
対
象
そ
の
も
の
に
語
ら
し
め
よ
う
と
し
、

⑮
注
意

で
あ
る
。

か
ら
「
純
化
」
す
る

(
4
4
5

N
)
。

「
所
与
性
」

(
1
4
)
 

s
e
l
b
s
t
)
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
も
あ
る

(
4
4
8
)
。
知
性
の
客
観
は
こ
う
し
て
知
性
と
「
同
一
的
」

(
4
4
0

N
)

で
あ
っ
て
、

知
性
は
ま
ず
こ

の
客
観
で
「
自
己
を
充
実
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
知
性
は
こ
の
客
観
を
こ
れ
が
帯
び
る
「
直
接
性
」
や
「
偶
然
性
」

「
主
観
的
な
も
の
」
、
「
普
遍
」
、

こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
意

(
A
u
f
m
e
r
k
s
a
m
k
e
i
t
)

と
す
る
契
機
で

こ
の
対
象
に
自
己
の
「
人
格
」
を
投

や
「
個
別
性
」
の
形
態
に
替
え
て
「
想
起
さ
れ
た
も
の
」
、
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入
す
る
の
を
抑
制
し
、

こ
う
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
契
機
の
、
そ
の
一
方
す
な
わ
ち
「
我
々
の
外
に
あ
る
客
観
」

(
4
4
8

N
)
 

(
4
4
9
)

で
あ
る
。

精
神
に
対
し
て
も
そ
れ
自
身
に
対
し
て
も
外
面
性
を
得
て
、
精
神
に
対
し
て
も
そ

、
、
、

れ
自
身
と
し
て
も
客
観
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
故
直
観
は
「
認
識
の
始
ま
り
」
な
の
で
あ
り
、
ま
た
「
対
象
の
実
体
の
直
観
」
、
「
事
物
の
直

詳
細
に
述
べ
て
い
る

(
4
4
8
N
)
。
そ
れ
は
内
感
に
つ
い
て
は
内
面
を
外
化

(
E
n
t
a
u
B
e
r
n
,
sich 
a
n
s
c
h
a
u
e
n
d
 
m
a
c
h
e
n
)

す
る
こ
と
で

(
1
5
)
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
自
己
の
内
面
を
客
観
的
に
知
る
の
で
あ
り
、
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
外
感
に
つ
い
て
は
、

の
直
観
は
視
覚
に
あ
る
と
す
る
。
視
覚
は
客
観
を
そ
の
全
貌
に
お
い
て
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
聴
覚
は
発
音
体
と
し
て
の
客
観
を
指
摘

で
き
る
と
い
う
点
で
、
視
覚
に
つ
い
で
直
観
の
本
来
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
客
観
は
感
性
的
存
在
と
し
て
時
空
の
制
約
の

下
に
お
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
直
観
は
現
存
在
の
形
式
と
し
て
時
空
の
形
式
を
客
観
に
与
え
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
時
空
は
単

、
、
、
、

な
る
「
主
観
的
な
」
形
式
に
留
ら
な
い
。
客
観
は
直
観
と
し
て
精
神
に
対
す
る
と
き
に
の
み
時
空
の
形
式
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(16)

ヽ

‘

、

、

「
物
そ
の
も
の
が
真
に
空
間
的
、
時
間
的
な
の
で
あ
る
。
」
「
認
識
す
る
思
惟
」
の
段
階
で
は
時
空
は
止
揚
さ
れ
た
も
の
と

し
て
概
念
の
中
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(
4
4
8

N
)
。

「
寒
さ
を
も
の
と
も
せ
ず
」
い
う
場
合
の
よ
う
に
外
的
存
在
が
主
観
に
対
し
て
必
ず
作
用
を
も
っ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
逆
に
主
観
が

い
つ
も
対
自
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、

主
観
が
対
象
の
中
へ
没
入
し
て
し
ま
う
亡
我
の
状
態
、
あ
る
い
は
空
目
、
錯
角
、
空
耳
の
よ
う

な
場
合
が
生
じ
る
。
真
の
存
在
は
思
惟
に
お
い
て
確
証
さ
れ
る

(
4
4
5

N
)
。

感
覚
の
面
か
ら
直
観
を
考
察
す
れ
ば
、
精
神
は
自
己
の
教
養
の
程
度
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ
の
内
容
の
感
情
を
懐
い
て
い
る
。
従
っ
て
感

ら、 観
」
と
い
う
表
現
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
4
4
9
N
)
。

直
観
に
お
い
て
始
め
て
客
観
が
、

囮
直
観

し
か
し
直
観
に
お
い
て
は
、
主
観
も
客
観
も
ま
だ
一
面
的
で
あ
る
か

ヘ
ー
ゲ
ル
は
五
官
に
則
し
て
「
感
覚
の
客
観
」
と
し
て
の
本
来
の
直
観
に
つ
い
て

こ
れ
に
対
し

「
速
断
」
や
「
反
省
」
を
加
え
る
の
を
控
え
る

(
4
4
8
N
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
来
の
意
味
で

に
お
け
る
統
一
が
「
直
観
」
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曲
表
象

(
4
4
6
)

で
あ
る
。
共
通
主
観
を
た
て
ろ
と
い
う
点
で
、

覚
や
経
験
と
同
様
、

か
す
精
神
の
持
ち
主
に
は
「
完
全
に
規
定
さ
れ
た
真
の
直
競
」
が
ま
た
「
理
性
的
な
も
の
で
充
実
し
た
直
観
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る

(
4
4
9
 N
)
。

以
上
直
観
の
精
神
に
お
け
る
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
直
観
が
い
か
に
優
れ
た
内
容
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
直
観

が
認
識
の
始
ま
り
に
す
ぎ
な
い
か
ぎ
り
、
直
観
は
哲
学
の
究
極
的
な
仕
方
を
与
え
は
し
な
い
。
既
に
一
八

0
一年、

外
に
あ
る
も
の
と
し
て

に
対
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。

主
観
も
自
己
の
外
に
で
る
も
の
と
し
て

テ
哲
学
と
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
差
異
を
論
ず
る
際
に
「
先
験
的
直
観
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
「
知
的
直
観
」
と
い
う
こ
と
ば
は
こ
れ

(
1
7
)
 

を
使
う
の
は
注
意
深
く
避
け
て
い
る
。
加
え
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
直
観
」
に
関
し
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
直
観
に
お
け
る
客
観
は
主
観
の

、
、
、
ヽ

(
8
)

「
共
通
主
観
的
」

「
す
べ
て
の
主
観
」

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
ロ
ッ
ク
や
カ
ン
ト
の
哲
学
を
越
え
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
、

ま
た
独
我
論
に
陥
る
の
を
避
け
る
と
い
う
点
か
ら
も
「
共
通
主
観
」
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
考
察
さ
れ
て
よ
い
事
柄
で
あ
ろ
う
。

直
観
の
作
用
に
よ
っ
て
知
性
は
客
観
に
お
い
て
「
覚
醒
」
す
る

(
4
5
0
)
。
同
時
に
客
観
は
注
意
の
対
象
と
し
て
、
直
観
の
形

式
へ
移
さ
れ
た
も
の
と
し
て
主
観
化
さ
れ
、
知
性
の
も
の
で
あ
る
。
直
観
に
お
け
る
客
観
の
内
容
は
も
と
も
と
知
性
の
感
情
の
内
容
と
同

一
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
知
性
は
直
観
あ
る
い
は
客
観
に
お
い
て
自
己
を
想
起
す
る
。
こ
の
「
想
起
さ
れ
た
匝
観
」
が
「
表
象
」
で
あ
る
。

表
象
に
お
け
る
知
性
の
過
程
は
、
第
一
に
匝
観
の
直
接
性
を
内
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
直
観
に
お
け
る
直
接
性
は
既
に
知
性
の
与
え
る
匝

接
性
で
あ
る
が
、

る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
は
ま
た
同
時
に
知
性
が
直
接
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
の
直
接
性
で
も
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

知
性
は
「
自
己
を
直
観
す
る
こ
と
と
し
て
自
己
自
身
の
中
に
自
己
を
措
定
す
る
」
。

J

の
内
容
に
対
応
し
て
直
親
の
内
容
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

第
二
に
こ
の
知
性
の
有
が
内
化
さ
れ

第
三
に
、

こ
う
し
て
知
性
の
「
内

的
で
あ
る
と
い
う
主
観
性
」
は
解
消
さ
れ
て
、
知
性
は
「
自
己
自
身
の
中
で
自
己
を
外
化
」
し
、
知
性
自
身
の
外
面
性
を
産
出
し
、
こ
の

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
概
念
把
握
す
る
理
性
の
純
粋
思
惟
」
を
働
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「
記
憶
」
と
名
付
け
る

(
4
5
1

Z
)
。

圏

想

起

想

起

(
E
r
i
n
n
e
r
u
n
g
)
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
精
神
の
認
識
の
一
般
的
な
作
用
で
あ
る
が
、
想
起
の
「
こ

ヽ

ヽ

ヽ

(

1

9

)

と
ば
本
来
の
意
味
」
は
知
性
が
感
覚
し
た
こ
と
の
あ
る
内
容
が
「
不
随
意
的
に
」
甦
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
直
観
に
お
い
て
知
性

が
自
己
を
想
起
す
る
す
な
わ
ち
直
観
が
知
性
の
も
の
と
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
直
観
は
イ
マ
ー
ジ
(
B
i
l
d
)

で
あ
る

(
4
5
1

N
)
。

は
直
観
に
お
け
る
連
関
や
規
定
か
ら
引
離
さ
れ
て
、
知
性
の
普
遍
性
と
知
性
の
有
あ
る
い
は
知
性
の
「
普
遍
的
」
な
時
空
へ
と
移
さ
れ
、

知
性
の
中
で
「
存
続
」
を
得
た
直
観
で
あ
る

(
4
5
2

N
)
。
直
観
が
イ
マ
ー
ジ
と
し
て
知
性
の
中
で
存
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
知
性
の
中
に

多
く
の
イ
マ
ー
ジ
が
貯
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
マ
ー
ジ
の
坑

(
S
c
h
a
c
h
t
)

(
4
5
3
)

と
か
イ
マ
ー
ジ
の
貯
蔵
庫

、
、
、
、

(
V
o
r
r
a
t
)
 
(
4
5
6
)

と
か
と
名
付
け
て
い
る
。
知
性
は
こ
の
坑
と
し
て
「
実
存
す
る
普
遍
」
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
坑
か
ら
表
象
の
体
系

が
現
出
す
る
「
胚
」
と
し
て
の
「
即
自
態
」
で
も
あ
る
。
し
か
し
知
性
は
こ
の
発
展
の
中
で
自
己
を
維
持
す
る
即
自
態
の
「
実
存
」
で
も

あ
る

(
4
5
3
)

。

が
知
性
の
財
宝
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
再
び
直
観
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
顔
を
忘
れ
て
い
た
知
人
も
出
会
え
ば

想
い
出
す
の
で
あ
る
。
以
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、

(20) 

の
中
に
沈
み
こ
ん
で
こ
の
「
夜
の
闇
」

(
4
5
5

N
)

に
包
ま
れ
て
い
る
。
イ
マ
ー
ジ

イ
マ
ー
ジ
と
直
観
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
が
い
わ
ゆ
る
「
想
起
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

知
性
の
働
き
と
し
て
の
想
起
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
外
的
な
直
観
を
必
要
と
し
な
い
。
知
性
の
想
起
は
単
に
「
想
起
さ
れ
た
現
存
在
」

と
関
係
し
、
こ
の
イ
マ
ー
ジ
が
こ
の
「
想
起
さ
れ
た
現
存
在
」
と
結
合
し
た
も
の
が
「
本
来
の
表
象
」
で
あ
る

(
4
5
4
)
。
す
な
わ
ち
イ
マ

ー
ジ
に
現
存
在
を
与
え
て
知
性
の
前
に

(
v
o
r
)

置
く

(stellen)

こ
と
で
あ
る

(
V
o
r
s
t
e
l
l
e
n
)
。

イ
マ
ー
ジ
は
こ
の
坑
の
中
で
は
「
全
き
夜
」

(
4
5
4
)

起」、

「
想
像
力
」
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
知
性
自
身
の
外
面
性
の
中
で
自
己
の
中
に
存
在
す
る
」
こ
と
に
な
る
(
4
5
1
)
。

知
性
は
こ
こ
で
は
貯
蔵
さ
れ
た
内
的

イ
マ
ー
ジ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
表
象
の
こ
の
三
つ
の
過
程
を
そ
れ
ぞ
れ
「
想



，
 

い
か
な
る
イ
マ
ー
ジ
を
知
性
の
内
面
か
ら
引
き
出
す
の
か
は
こ
こ
で
は
決
め
ら
れ
な

、
、
、

い
。
こ
の
作
用
を
担
う
の
は
次
に
論
じ
る
イ
マ
ー
ジ
の
「
規
定
者
」
と
し
て
の
想
像
力
で
あ
る

(
4
5
5

N
)
。

「
感
性
的
に
具
体
的
な
表
象
」

(
4
5
5
)
。
感
覚
の
内
容
は
直
観
に
よ
っ
て
直
観
の
内
容
に
、
こ
の
内
容
は
直
観
に
お
け
る
知
性
の
自
己
想
起
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
知
性
の

表
象
作
用
に
よ
っ
て
表
象
の
内
容
に
転
化
さ
れ
て
き
た

(
4
4
0
)
。
同
一
の
内
容
が
貫
く
こ
の
知
性
の
活
動
は
内
容
に
か
か
わ
ら
な
い
、
内

容
の
形
式
を
変
更
す
る

(
f
o
r
m
e
l
l
な
）
想
起
で
あ
っ
た
(
4
5
1

N
)
。

像
力
は
随
意
的
な
作
用
で
あ
ろ
。
知
性
の
活
動
は
想
像
力
に
お
い
て
は
受
動
的
と
い
う
外
観
を
払
拭
し
、
自
己
の
内
容
を
駆
使
す
る
活
動

さ
て
、
知
性
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
客
観
の
否
定
的
本
性
と
し
て
の
客
観
の
実
体
的
な
も
の
を
本
来
自
己
の
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
れ

故
知
性
の
内
面
、
知
性
の
主
観
は
こ
の
内
容
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
、
具
体
的
に
自
己
の
中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
知
性
の
範
囲

で
は
、
こ
の
内
容
が
精
神
に
相
応
し
い
ど
ん
な
形
態
を
得
て
い
る
か
は
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
性
は
こ
う
し
て
こ
の
内
容
を

も
っ
て
個
々
の
イ
マ
ー
ジ
と
関
係
す
る
、
す
な
わ
ち
「
思
惟
的
」

(
4
5
1

Z
)
 

る
。
知
性
は
「
普
遍
的
表
象
」
を
産
出
す
る
こ
と
と
し
て
、
生
産
的
で
あ
る

(
4
5
5
)
。
こ
こ
で
は
知
性
は
こ
の
内
容
に
つ
い
て
予
料
す
る

こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
産
出
は
む
し
ろ
「
創
造
的
」
で
あ
る

(
4
5
1

N
)
。
他
方
、
知
性
は
個
々
の
イ
マ
ー

(
2
1
)
 

ジ
を
こ
の
普
遍
的
表
象
に
よ
っ
て
「
関
係
」
づ
け
、
ま
た
こ
の
普
遍
的
表
象
の
下
に
「
包
摂
」
す
る

(
4
5
5
,
4
5
5

N
)
。
こ
う
し
て
漸
く
知

性
は
客
観
を
「
あ
ろ
普
遍
」
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た

(
4
4
5

N
)
。
生
産
的
想
像
力
は
個
々
の
イ
マ
ー
ジ
に
普
遍
的
表
象
を
浸
透
さ

、

、

、

、

ヽ

ヽ

(

2

2

)

せ
、
こ
の
イ
マ
ー
ジ
を
「
普
遍
化
」
す
る
、
逆
に
普
遍
的
表
象
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
形
象
化
」
さ
れ
る

(
4
5
6

N
)
。
知
性
は
自
己
の

と
な
る
。

⑮
想
像
力

に
関
係
す
る
。

一
方
で
知
性
は
こ
の
内
容
に
も
表
象
を
与
え

し
か
し
単
な
る
想
起
が
不
随
意
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

再
生
的
想

と
し
て
の
イ
マ
ー
ジ
を
想
起
さ
れ
た
有
へ
と
引
き
出
す
の
は

な
イ
マ
ー
ジ
を
外
化
す
る
能
力
で
あ
る
。

し
か
し
、

、
、
、

「
再
生
的
」
想
像
力
で
あ
る
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に
依
存
し
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
は
些
か
も
依
存
し
て
い
な
い
。
記
号
は
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
自
体
と
は
全
く
無
関
係
な
内

の
自
体
に
知
性
の
直
観
は
依
存
し
て
い
る
。

記
号

(
N
e
i
c
h
e
n
)

に
お
い
て
は
し
か
し
、

知
性
は
現
存
在
と
い
う
点
で
は
記
号
の
担
い
手

知
性
に
残
さ
れ
た
直
観
が
知
性
の
純
粋
匝
観
と
し
て
の
「
記
号
」
で
あ
る
。

象
徴

(
S
y
m
b
o
l
)

は
ま
だ
有
縁
的
で

(
4
5
7
 N
)
。
こ
う
し
て
知
性
は
自
己
を
自
己
へ
媒
介
す
る

(23) 

内
容
に
相
応
し
い
素
材
を
選
ん
で
こ
の
内
容
を
形
象
化
す
る
。
こ
の
形
象
化
に
用
い
ら
れ
る
素
材
は
知
性
の
内
容
に
移
鋳
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
決
し
て
そ
の
自
体
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

形
に
は
大
理
石
や
銅
や
木
や
が
、

そ
れ
は
む
し
ろ
こ
の
内
容
と
調
和
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
絵
画
に
は
顔
料
が
、
像

(24) 

ア
レ
ゴ
リ
ー
に
は
鷲
や
百
合
や
蒼
弯
や
が
選
ば
れ
る
。
こ
の
形
象
化
は
主
観
性
と
客
観
性
と
の
統
一
と

し
て
表
象
の
領
域
に
お
け
る
理
性
の
現
実
化
で
あ
る
。
人
間
の
生
産
物
の
多
く
や
芸
術
作
品
は
こ
の
形
象
化
の
例
で
あ
る
。
知
性
は
形
象

の
領
域
に
留
る
か
ぎ
り
直
観
に
始
ま
り
、
自
己
の
内
容
の
形
象
化
の
中
に
自
己
を
置
観
す
る
こ
と
に
終
わ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
形
象
化
に

、
、
‘
ヽ
ヽ
ヽ
(25)

ヽヽ

「
フ
ァ
ン
タ
シ
ア
」
、
「
象
徴

お
い
て
再
び
直
観
の
「
全
体
性
」

化
す
る
想
像
力
」
、
「
比
喩
的

(
a
l
l
e
g
o
r
i
s
i
e
r
e
n
d
)

(
4
5
6
)

。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
生
産
的
想
像
力
を

、
、
‘
ヽ

(26)

な
想
像
力
」
あ
る
い
は
「
構
想
す
る

(
d
i
c
h
 te
n
d
)

想
像
力
」
と
規
定
し
て
い
る

知
性
は
形
象
化
の
段
階
に
お
か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
直
接
性
あ
る
い
は
感
性
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。

を
剥
取
っ
て
み
れ
ば
、

そ
こ
で
進
行
し
て
い
る
の
は
知
性
の
自
己
媒
介
で
あ
る

し
か
し
こ
の
形
象
化
と
い
う
外
殻

こ
と
と
し
て
自
己
自
身
を
知
性
自
身
の
直
接
態
へ
、
自
己
の
「
自
己
直
観
」
を
有
的
な
も
の
へ
、
形
象
の
内
容
や
形
象
の
形
式
か
ら
解
放

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
て
転
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
直
蜆
を
産
出
す
る
想
像
力
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
記
号
化
す
る
フ
ァ
ン
タ
シ
ア
」
と
規
定
す
る

(
4
5
7
)
。

知
性
は
象
徴
を
最
後
に
主
観
性
と
客
観
性
と
の
対
立
を
止
揚
し
て
イ
マ
ー
ジ
ヘ
の
依
存
と
手
を
切
る
。
知
性
は
感
性
的
な
も
の
の
背
後
で

進
行
し
て
い
た
内
的
な
過
程
を
脱
し
て
自
身
が
個
別
性
と
し
て
自
ら
普
遍
で
も
あ
り
存
在
で
も
あ
る
段
階
に
昂
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お

象
徴
を
担
う
も
の

が
甦
っ
て
く
る

(
4
5
2
,

4
5
6
 N
)
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
知
性
に
最
も
相
応
し
い
記
号
を

、
、
、

(
4
6
2
 N
)

だ
と
す
る
。
音
は
「
時
間
の
形
態
を
採
っ
た
現
存
在
」
、
「
存
在
し
つ
つ
消
え
て
い
く
現
存
在
」

(
4
5
9
)
、
「
内
的
な
外
的
存
在
」

(
4
6
2
 N
)
 
で
あ
り
、

容
を
受
け
い
れ
て
い
る
。

「音

(
d
e
r

T
o
n
)」

(
4
5
9
)
 

更
に
「
分
節
さ
れ
た
音

(
d
e
r

a
r
t
i
k
u
l
i
e
r
t
e
 

そ
れ
自
身
は
知
性
の
内
容
に
関
与
せ
ず
単
に
「
感
性
的
に
表
象
さ
れ
う
る
」

T
o
n
)」

(
4
5
9
)

の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
音

は
感
性
的
な
も
の
の
否
定
性
と
い
う
感
性
的
な
も
の
の
本
性
で
あ
る
知
性
に
相
応
し
い
直
観
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
分
節
さ

れ
た
音
は
知
性
の
「
心
的
」
で
「
人
間
学
的
」
な
「
固
有
の
自
然
性
」
に
由
来
し
、
知
性
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
規
定
さ
れ
た
記
号
で
あ
り
、

「
自
己
を
開
示
す
る
知
性
の
内
面
の
充
実
し
た
発
現
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の
こ
と
ば
を
費
や
し
て
こ
の
記
号
を
賞

(27) 

讃
し
て
い
る
。
こ
の
分
節
さ
れ
た
音
の
系
列
が
―
つ
の
「
語
り
」
と
な
り
、
分
節
さ
れ
た
音
は
知
性
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
て
「
言
語
」
と

な
る
。
言
語
に
お
い
て
知
性
の
こ
れ
ま
で
の
諸
段
階
は
「
第
二
の
現
存
在
」
、

「
―
つ
の
実
存
」

を
得
る

(
4
5
9
)

。

る
い
は
象
形
的
な
記
号
も
使
用
し
て
い
る
が
、
言
語
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
記
号
は
音
標
文
字
に
純
化
さ
れ
る
。

分
節
さ
れ
た
音
に
対
応
す
る
こ
の
音
標
文
字
は
「
記
号
の
記
号
」
な
の
で
あ
る
。
象
形
文
字
は
ま
だ
有
縁
的
な
面
を
残
し
て
い
て
、
本
来

の
記
号
と
し
て
は
不
完
全
な
の
で
あ
る
。
言
語
へ
の
体
系
化
と
い
う
点
で
は
悟
性
と
し
て
の
知
性
の
働
き
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
基
盤

か
ら
い
え
ば
、
分
節
さ
れ
た
音
が
言
語
の
「
唯
一
の
某
盤
」
で
あ
る

(
4
5
9
)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
語
の
基
礎
を
分
節
さ
れ
た
音
に
求
め
る
点
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
代
の
記
号
学
と
現
代
の
言
語
学
の
基
本
点
を
確
立
し
て
い
る
と
い
え
よ

ま
た
記
号
の
随
意
性
(
4
5
7

N
)
を
認
め
る
点
で
、

(28) 

う
。
加
え
て
、
言
語
の
も
っ
と
も
ら
し
い
起
源
を
招
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
に
対
す
る
洞
察

の
確
か
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
も
こ
の
言
語
起
源
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
「
空
論
」
に
「
激
し
い
攻
撃
を
加

(29) 

え
た
功
績
」
が
帰
さ
れ
て
い
る
。
更
に
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
「
一
般
文
法
の
根
本
の
誤
り
」
を
意
識
し
て
言
語
の
実
証
的
研
究
の
必
要
性
を

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

人
間
は
図
形
的
な
あ
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
記
憶
に
は
い
わ
ゆ
る
想
起
と
区
別
し
て
独
自
の
規
定
を
与
え
て
い
る
。
知
性
の
直
観
で
あ
る
分
節
さ
れ
た
音
と
知

性
の
内
的
な
も
の
と
し
て
の
表
象
あ
る
い
は
そ
の
指
示

(
B
e
d
e
u
t
u
n
g
)

と
を
結
合
す
る
も
の
は
、
知
性
の
想
起
の
一
っ
と
し
て
の
「
記

憶
」
で
あ
る

(
4
6
0
)
。
分
節
さ
れ
た
音
と
表
象
と
の
結
合

を
創
り
出
す
と
い
う
点
で
、
記
憶
は
生
産
的
で
あ
る
。
名
ま
え
は
匝
観
と
知
性
の
内
面
と
が
結
合
し
た
も
の
と
し
て
「
事
物
」
で
あ
り
、

そ
れ
自
身
「
直
観
」
で
あ
る

(
4
6
2
)
。
こ
の
直
観
に
お
け
る
知
性
の
自
己
想
起
に
は
二
つ
の
働
き
が
あ
る
。
知
性
は
一
方
で
、
こ
の
名
ま

え
に
お
い
て
一
連
の
分
節
さ
れ
た
音
を
結
合
す
る
も
の
と
こ
の
系
列
に
指
示
を
結
合
す
る
も
の
と
が
自
己
自
身
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
す
る
と
き
、
知
性
は
こ
の
作
用
と
し
て
最
初
の
偶
然
的
な
結
合
を
客
観
化
し
、

囮
記
憶

(
4
5
9
)
。
そ
し
て
こ
の
結
合
さ
れ
た
も
の
が
「
名
ま
え

知
性
の
段
階
が
必
要
で
あ
る
。

(30) 

説
き
、
言
語
学
へ
の
道
を
開
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

J

の
習
慣
の
た
め
に
は
も
う
―
つ
の

し
か
し
、
中
国
文
化
に
接
し
て
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
が
象
形
文
字
的
な
手
法
に
従
っ

て
「
完
全
な
書
き
言
葉
」

(
4
5
9
)

を
諸
民
族
の
交
流
の
た
め
に
考
案
し
よ
う
と
し
た
試
み
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
批
判
を
加
え
る
。
図
形
的
表

記
は
あ
る
種
の
正
確
さ
と
便
宜
を
そ
な
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
表
記
が
決
ま
っ
た
意
味
を
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
み
れ
ば
記
号
の
本
性
に
惇
る
こ
と
で
あ
る
。
意
味
内
容
の
変
更
に
と
も
な
い
こ
の
表
記
自
体
も
変
更
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば
‘
幾
種
類
も
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
が
考
案
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
言
語
の
意

冶｝

義
が
「
減
少
」
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
憂
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
ヵ
こ
の
「
減
少
」
は
む
し
ろ
言
語
に
対
す
る
主
観
的
な
見
解
が

取
り
去
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
の
証
と
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
知
の
匝
観
、
知
の
第
二
の
現
存
在
に
辿
着
い
て
、
こ
の
基
礎
の
上
に
単
に
留
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
基

礎
の
上
で
話
す
、
読
む
、
書
く
の
「
習
慣
」
を
身
に
つ
け
な
け
れ
は
な
ら
な
い
(
4
5
~
)

。
し
か
し
、

(
N
a
m
e
)
」
で
あ
る

し
か
し

ま
た
名
ま
え
と
い
う
直
観
を
表
象
に
転
化
し
、
名
ま
え
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と
し
て
意
味
の
な
い
外
面
性
へ
転
化
す
る
と
い
う

「
最
高
の
疎
外
」

に
陥
る
と
い
う
の
も
、

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
形
容
し
て
い
る
よ
う
に

れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
知
性
は
ま
だ
自
己
の
内
面
性
の
中
に
留
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

知
性
が
表
象
の
最
後
の
段
階
で

「
最
高
の
想
起
」

、
、
、
、

を
保
持
す
る
。
こ
の
よ
う
な
記
憶
が
「
名
ま
え
を
保
持
す
る
記
憶
」
で
あ
る
。
名
ま
え
は
こ
う
し
て
表
象
あ
る
い
は
こ
と
ば
(
W
o
r
t
)

と

な
り
、
指
示
は
知
性
の
坑
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
漸
く
知
性
に
お
け
る
現
存
在
を
得
る
。
こ
の
点
で
名
ま
え
を
保
持
す
る
記
憶
は
「
表
象
作

用
」
と
み
ら
れ
る
(
4
6
1
)
。
名
ま
え
の
指
示
が
こ
と
ば
に
お
い
て
は
こ
と
ば
と
一
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
の
意
味
(
S
i
n
n
)

「
外
化
」
す
る
こ
と
で
あ

知
性
は
こ
と
ば
を
発
す
る
。

、
、
、
、

り
、
こ
の
自
己
を
外
化
す
る
想
起
と
し
て
知
性
は
「
再
生
す
る
記
憶
」
で
あ
る

(
4
6
2
)
。
こ
と
ば
は
発
せ
ら
れ
、
消
え
て
い
く
。
こ
と
ば

、
、
、
、
、
、

は
音
と
し
て
は
鈍
粋
に
感
性
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
性
は
分
節
さ
れ
た
音
の
「
真
の
具
体
的
な
否
定
性
」
で
あ
る
。
知
性
は
こ
の

、
、
、

こ
と
ば
の
外
面
性
に
「
最
高
の
内
面
性
」
と
い
う
刻
印
を
与
え
る

(
4
6
2

N
)
。

こ
と
ば
の
意
味
が
名
ま
え
の
指
示
に
由
来
す
る
か
ぎ
り
、

意
味
は
知
性
の
外
面
性
と
し
て
の
こ
と
ば
に
と
っ
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
思
想
と
し
て
思
惟
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
ば
は

知
性
の
純
粋
な
外
面
性
と
し
て
思
惟
が
そ
こ
で
実
存
す
る
思
惟
の
エ
レ
メ
ン
ト
、
思
惟
の
現
存
在
で
あ
る
。
人
間
学
的
な
制
約
の
止
揚
と

い
う
知
性
の
課
題
は
同
時
に
思
惟
の
ニ
レ
メ
ン
ト
を
現
出
せ
し
め
る
と
い
う
課
題
で
も
あ
る
。
知
性
が
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
知
性

の
外
面
性
へ
自
己
を
転
化
す
る
た
め
に
は
、
名
ま
え
と
指
示
の
区
別
を
止
揚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
性
が
こ
の
区
別
に
制
約
さ

「
極
め
て
奇
異
な
」
こ
と
で
あ
る

(
4
6
3
)
。
知
性
が
こ
の
外
面
性
に
お
け
る
活
動
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
知
性
は
一
連
の
分
節
さ
れ
た

、
、
、
ヽ

(33)

音
を
淀
み
な
く
再
生
す
る
「
知
性
の
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
」

(
4
1
0
)

と
し
て
「
機
械
制
的
記
憶
」

(
4
6
2

N
)

で
あ
る
。
こ
の
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
は

(34) 

習
慣
が
心
の
現
実
化
や
身
体
の
移
動
に
関
し
て
も
っ
て
い
た
の
と
同
様
の
意
義
を
思
惟
に
関
し
て
も
っ
て
お
り
、
思
惟
の
た
め
の
「
第
二

の
自
然
」

(
4
1
0
)

で
あ
る
。
思
惟
は
こ
の
現
存
在
の
上
へ
も
は
や
表
象
や
直
観
や
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
歩
み
出
る
。
思
想
は
こ
の
知

と
な
っ
て
い
る

(
4
6
3
)
。

他
方
、

知
性
が
発
話
す
る
こ
と
は
知
性
が
自
己
を
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J

こ
で
精
神
の
自
己
確
信
は

対
象
を

n
e
r
 
W
a
h
r
h
e
i
t
 
n
e
h
m
e
n
)
」
（
4
2
0
)

こ
と
で
あ
る
。

故
に
、
意
識
は
知
覚
で
あ
る
。

観
に
お
い
て
確
証
さ
れ
た
客
観
的
な
過
程
と
な
る

(
4
1
7

N
)
。

国

知

覚

と

現

象

知
覚
は
対

(
d
e
n
 
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
 
i
n
 
sei ,
 

(
4
2
2
 N
)
。
意
識
の
目
標
は
「
精
神
の
現
象
を
精
神
の

性
の
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
に
思
惟
に
属
す
る
こ
と
ば
の
意
味
や
表
象
に
属
す
る
名
ま

え
の
指
示
を
持
ち
こ
む
な
ら
ば
、
こ
の
メ
ハ
ニ
ス
ム
ス
の
円
滑
な
働
き
は
乱
さ
れ
て
し
ま
う

(
4
6
3
)
。
こ
こ
に
、
思
想
と
表
象
と
の
混
同

を
戒
め
、
こ
の
混
同
が
未
熟
な
精
神
に
由
来
す
る
も
の
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
の
実
在
的
な
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

自
我
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
精
神
の
無
限
な
自
己
関
係
、
精
神
の
自
己
確
信
で
あ
る
(
4
1
3
)

。
し
か
し
、
客
観
と
関
係
す
る
精
神
は

意
識
で
あ
る
。
関
係
と
い
う
点
で
、
意
識
は
「
現
象
」
の
領
域
に
お
か
れ
る
。
従
っ
て
、
精
神
は
客
観
と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は
現
象

す
る
精
神
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

(
4
1
4
)
。

象
を
反
省
規
定
の
下
で
捉
え
る
こ
と
、

し
か
し
、
意
識
の
自
体
は
蘭
明
さ
れ
な
い
か
ら
、
意
識
の
対
象
も
物
な
い
し
本
質
の
現
象
で
あ

る
。
こ
う
し
て
自
我
が
意
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
客
観
の
変
化
は
自
我
の
活
動
と
は
み
ら
れ
な
い

(
4
1
5
)
。
意
識
の
対
象
は
現
象
と
し
て
反

省
の
規
定
の
各
段
階
を
止
揚
し
て
「
自
己
と
本
質
的
に
相
関
す
る
」
よ
う
に
な
る

本
質
と
同
一
化
」

(
4
1
6
)

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
目
標
へ
の
過
程
は
「
客
観
の
内
化
」
(
4
2
0

N
)
 

、

、

、

、

、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
知
覚

(
Wa
h
r
n
e
h
m
e
n
)

と
は
文
字
通
り
「
対
象
を
そ
の
真
理
に
お
い
て
捉
え
る

、
、
、
、

こ
こ
で
の
真
理
と
は
「
反
省
規
定
」
(
4
1
9
)

の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

合」

(
4
2
0
)

と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

と
し
て
現
わ
れ
、
従
っ
て
ま
た
客

し
か
し
、
こ
の
精
神
の
自
己
内
化
が
客
観
に
属
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
が

「
感
性
的
規
定
と
具
体
的
な
相
関
や
具
体
的
な
述
関
と
い
う
よ
り
す
す
ん
だ
規
定
の
結

「
規
定
さ
れ
た
も
の
」
と
な
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
知
」
と
し
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し、 て
あ
る

(
4
2
0
)
。

阿

概
念
か
ら
み
れ
ば
「
普
遍
と
個
別
の
混
合
」

(
4
2
1
)

に
す
ぎ
な
い
こ
の
結
合
に
留
る
知
覚
あ
る
い
は
知
は
、
観
察
し
た
も
の
を
「
何
か

必
然
的
で
普
遍
的
な
も
の
」

(
4
2
0
)

に
し
、
現
象
を
「
法
則
」

(
4
2
2
)

に
還
元
す
る
い
わ
ゆ
る
諸
学
の
立
場
で
あ
る
。
『
精
神
の
現
象

学
』
の
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
人
間
は
こ
の
段
階
で
、
「
観
察
」

(
4
2
0
)

と
「
実
験
」
と
に
よ
っ
て
諸
学
を
確
立
し
、
ま
た
「
労
働
」

(
4
3
5
)

「
人
倫
の
実
体
」

(
4
3
6

N
)
 

性」

(
4
3
8
)

と
で
あ
り
、

に
お
い
て
「
承
認
さ
れ
た
存
在
」

(
4
3
6
)

で
あ
る
。
こ
う
し
て
過
不
足
の
な
い
近
代
的
人
間
の
像
が
出

来
上
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
何
か
を
要
求
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
客
観
界
に
お
い
て
自
己
自
身
を
認
識
す
る
」

(
4
1
7

N
)

も
の
と
し
て
知
性
へ
の
飛
躍
を
促
さ
れ
て
い
る
。

知
性
と
自
己
認
識

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
精
神
哲
学
の
課
題
は
精
神
を
知
と
し
て
、
自
己
規
定
者
と
し
て
従
っ
て
ま
た
自
己
を
認
識
す
る
も
の
と
し
て
示

、
、
、
、
、
、

す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
所
以
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
古
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
始
ま
る
『
精
神
哲
学
』
の
冒
頭
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ

て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
認
識
」
は
知
性
が
「
現
実
に
理
性
に
な
る
」

(
4
4
5
)

こ
と
、
従
っ
て
理
性
自
身
が
知
性
の
内
容
と
な
る

、
、
、
、
、
、
、
‘
`
、
、
、
、
、

の
で
あ
る
か
ら
「
真
の
内
容
に
充
実
さ
れ
た
客
観
的
知
」

(
4
4
5

N
)

を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
表
象
の
中
に
自
己
を
直
観
す
る
知
性
も
即
自

的
に
は
自
己
認
識
で
あ
る
が
、
精
神
哲
学
の
全
体
を
通
し
て
こ
の
課
題
の
意
味
と
そ
の
解
決
と
が
こ
れ
ら
自
身
精
神
の
活
動
と
し
て
提
示

さ
れ
る
。
こ
の
課
題
は
周
知
の
よ
う
に
既
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
彼
の
『
人
間
学
』
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い

る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
思
惟
は
活
動
、
す
な
わ
ち
自
己
の
現
存
在
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

の
自
己
の
現
存
在
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
悟
性
」

(
4
2
2
)

と
「
理

し
か
し
自
我
は
自
己
規
定
者
と
し
て

カ
ン
ト
は
こ
の
自
己
規
定
な
い
し
自
己
認
識
の
た
め
の
「
直
観
」
が
欠
け
て
い
る
と

し
か
し
、

精
神
は
既
に
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い
う
の
で
あ
る
。
自
我
に
可
能
な
の
は
「
私
の
思
惟
の
す
な
わ
ち
こ
の
規
定
作
用
の
自
発
性
を
表
象
す
る
」
こ
と
の
み
で
あ
る
と
し
、

の
自
発
性
の
故
に
従
っ
て
ま
た
自
我
が
自
己
に
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
「
知
性
」
と
い
う
名
称
を
与
え
る
こ
と
の
み
で
あ
る
と
す

る
o

こ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
些
か
も
概
念
の
得
ら
れ
な
い
思
惟
す
る
自
我
あ
る
い
は
「
先
験
的
主
観
」
を
自
我
に
つ
い(38) 

て
何
ら
か
の
判
断
を
下
そ
う
と
す
る
と
き
に
も
い
つ
も
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
都
合
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
訴
え
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
『
論
理
学
』
の
「
概
念
」
の
篇
「
認
識
の
理
念
」
の
章
で
、
こ
の
カ
ン
ト
の
考
え
方
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
な
検
討
を

加
え
て
い
る
。

カ
ン
ト
が
不
都
合
で
あ
る
と
す
る
事
柄
は
、
こ
れ
は
不
都
合
と
い
う
よ
り
、

論
、
直
ち
に
自
我
が
客
観
で
あ
る
と
か
、
自
己
認
識
が
可
能
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
自
我
に
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
勿

絶
対
的
自
己
閃
係
」
で
あ
っ
て
、
直
接
的
で
経
験
的
な
自
己
意
識
が
右
の
事
情
を
経
験
す
る
こ
と
の
中
に
「
自
己
意
識
の
絶
対
的
で
永
遠

な
本
性
」
が
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
訴
え
る
不
都
合
こ
そ
「
経
験
の
事
実
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
を
提
示
す
る
だ
け

(
3
9
)
 

で
は
哲
学
に
な
ら
な
い
。
自
我
に
は
、
こ
の
事
実
、
自
我
の
即
自
的
な
区
別
を
通
し
て
知
性
へ
と
昂
め
ら
れ
、
判
断
と
し
て
自
己
自
身
を

対
象
と
す
る
道
程
が
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
現
象
界
に
留
っ
て
、

ン
ト
の
主
張
は
現
象
界
に
お
い
て
当
然
成
立
、
予
期
、
容
認
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
象
の
枠
内
に
留
ろ
う
と
す
る
批
判
の
立
場
か
ら

の
正
し
い
洞
察
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
正
当
に
も
知
覚
と
現
象
の
領
城
を
確
立
し
、
知
覚
と
現
象
の
客
観
性
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、

ま
た
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
「
形
而
上
学
」
や
「
合
理
的
心
理
学
」
の
批
判
を
な
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
カ
ン
ト
哲
学
の
「
偉
大
な

(
4
0
)
 

功
績
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
思
惟
す
る
存
在
者
に
つ
い
て
の
こ
の
考
え
方
を
、
他
者
の
存
在
と
い
う
立
場
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
当

、
、
、

を
「
不
都
合
」
と
み
る
の
は
可
笑
し
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。

J

の
逍
程
へ
の
歩
み
を
す
す
め
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

力

、
、
、
、

自
己
意
識
こ
そ
「
現
存
在
し
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

従
っ
て
経
験
的
に
知
覚
可
能
な
純
粋
概
念
、

る
と
い
う
こ
と
」
、

「
自
我
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
自
我
は
思
惟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
」

「
自
己
思
惟
、
自
我
が
自
己
自
身
を
思
惟
す こ
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を
対
象
に
し
て
は
い
な
い

(
4
2
4

N
)
。

在
者
の
抵
抗
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
に
し
て
も
、

ヘ
ー
ゲ ヘ

の
私
の
み
な
ら
ず
、
他
の
思
惟
す
る
存
在
者
に
つ
い
て
も
「
自
我
の
意
識
を
他
の
物
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
押
し
つ
け

(
4
1
)

（
⑫
）
 

に
よ
っ
て
の
み
他
の
物
が
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
場
合
、
も
と
も
と
こ
の
思
惟
す
る
存
在
者
が
実
存
し
な
し

一
層
こ
の
こ
と
の
方
が
不
都
合
だ
と
い
え
よ
う
。
現
実
に
は
我
々
は
他
の
物
の
で
は
な
く
て
、
他
の
思
惟
す
る
存

成
立
し
た
ば
か
り
の
直
接
的
な
自
己
意
識
、
現
象
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
自
己
意
識
は
ま
だ
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
段
階
で
は
、

こ
の
直
接
性
の
故
に
自
我
は
一
面
的
な
主
観
性
の
中
に
お
か
れ
て
お
り
、

我
の
意
識
を
他
の
存
在
に
押
し
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
他
方
、

自
己
意
識
の
知
性
へ
の
飛
躍
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
誰
も
が
自
己
意
識
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
、

こ
の
点
で
他
人
を
承
認
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
、
ま
た
自

、

、

、

、

ヽ

(43)

「
現
象
の
理
念
は
理
論
的
理
念
、
認
識
そ
の
も
の
」
で
あ
っ
て
、

し
か
し
、
思
惟
に
は
真
の
存
在
が
対
応
し
て
い
る
に
し
て
も

(
4
6
5
)
、
こ
の
存
在
が

直
ち
に
直
接
的
な
現
実
性
、
感
性
的
存
在
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
知
性
は
更
に
意
志
へ
行
為
へ
と
上
昇
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
故
正
当
に
も
カ
ン
ト
は
知
性
を
こ
の
現
実
性
の
点
か
ら
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
定
義
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
が
実
践
理
性
の
根
拠
を
逆
に
「
自
己
意
識
の
現
象
」
の
中
に
求
め
て
い
る
と
批
判
す
る

(
5
3
)

。

現
象
す
る
精
神
、
意
識
か
ら
の
知
性
へ
の
飛
躍
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
も
な
く
、

ま
た
既
に
述
べ
た
よ
う
に
人
間
が
客
観
の
規
定
で
満
足

し
て
い
る
か
ぎ
り
そ
の
必
要
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
必
要
性
は
、
知
覚
や
行
動
が
自
己
の
働
き
が
自
己
の
内
容
に
か
か
わ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
想
い
が
至
り
、
意
識
と
し
て
の
自
我
が
全
く
主
観
的
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ル
自
身
の
哲
学
的
歩
み
を
顧
り
み
れ
ば
、
彼
の
イ
ニ
ー
ナ
期
の
『
形
而
上
学
』
の
ー
~
そ
し
て
こ
の
「
形
而
上
学
」
と
い
う
標
題
か
ら
し

て
当
時
の
彼
の
哲
学
が
ま
だ
未
完
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
_
ー
_
「
客
観
性
の
形
而
上
学
」
は
心
、
世
界
、
最
高
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注(

1

)

 

H
e
g
e
l
,
 W
e
r
k
e
 (
S
u
h
r
k
a
m
p
)
,
 hrsg. v
o
n
 
E
.
 M
o
l
d
e
n
h
a
u
e
r
 u• 

K. M
.
 Mi
c
h
e
l
,
 2
0
,
 
S. 1
2
3
.
 

以
下

W
e
r
k
e

と
略
し
、

み
を
記
す
。

(

2

)

 

op. cit., 
S
.
 1
2
0
.
 

的
で
は
な
い
心
理
学
的
立
場
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

る
。
知
性
は
そ
の
成
果
と
し
て
内
に
向
か
っ
て
は
「
観
念
的
世
界
」
を
も
ち
「
自
己
の
内
部
で
の
抽
象
的
な
自
己
規
定
」
を
得
、
外
に
向

か
っ
て
は
「
こ
と
ば
」
を
創
り
だ
し
て
い
る

(
4
4
4
)
。
こ
う
し
て
精
神
の
現
象
に
対
し
て
再
興
さ
れ
た
人
間
学
的
立
場
と
し
て
の
単
に
心

に
は
意
識
が
悟
性
で
あ
り
、
自
己
意
識
が
理
性
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
で
は
意
識
が
普
遍
性
に
直
面
す
る
と

自
己
と
は
反
対
の
も
の
に
転
化
し
て
、
教
養
あ
る
精
神
と
し
て
ニ
ス
プ
リ
の
き
い
た
こ
と
ば
を
弄
す
る
よ
う
に
な
る
経
緯
を
描
い
て
い
“

6

(

4

6

)

 

し
か
し
対
立
す
る
命
題
を
弄
す
る
仕
方
は
決
し
て
真
理
の
そ
れ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

任
」
で
は
な
く
て
内
容
の
な
い
思
考
を
弄
す
る
精
神
の
科
で
あ
る

(
4
6
2

N
)
。

い
る
。

の
存
在
者
と
い
う
構
成
を
も
ち
、
こ
の
篇
の
最
後
の
処
に
だ
け
知
性
と
い
う
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
構
成
自
体
カ
ン
ト
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
「
主
観
性
の
形
而
上
学
」
の
最
初
の
部
門
で
は
理
論
的
自
我
と
意
識
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
心
と
知
性

と
は
後
年
の
捉
え
方
に
従
え
ば
反
省
の
段
階
に
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
逆
に
自
己
反
省
と
い
う
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
意
識
に
も
、
反
省
を
通
し
て
個
別
性
と
普
遍
性
と
の
統
一
の
媒
介
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
精
神
の
哲
学
」
は
知
性
で
始
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
後
年
の
思
想
の
ス
ケ
ッ
チ
が
描
か
れ
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
い
で
一
八

0
七
年
に
独
立
し
た
『
精
神
の
現
象
学
』
を
上
梓
す
る
が
、

れ
た
『
実
在
哲
学
』
に
お
い
て
は
、

し
か
し
、
少
し
後
に
記
さ

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
も
な
か
な
か
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

巻
数
と
頁
数
の

J

の
よ
う
に
意
識
か
ら
知
性
へ
の
移
行
は
た
と
え
即
自
的

こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
遊
戯
は

「
こ
と
ば
の
責
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(

3

)

 

H
e
g
e
l
,
 E
n
z
y
k
l
o
p
a
d
i
e
 d
e
r

、hilosot,hischen"\¼ 

匂
e
n
s
c
h
a
ften, 哭
3
7
7

N
 usatz. 
以
下
本
文
中
に
。
ハ
ラ
グ
ラ
ー
フ
の
数
字
の
み
を
挙
げ
、

ま
た
補
遺
は

N

と
略
す
。

(

4

)

『
人
間
学
』
に
つ
い
て
は
、
『
哲
学
論
叢
』
第
十
一
号
（
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲
学
史
第
二
講
座
、
昭
和
五
十
八
年
）
に
所
載
の
拙
論
「
ヘ
ー

ゲ
ル
の
習
慣
論
」
で
取
り
あ
げ
て
あ
る
。

(

5

)

『
精
神
の
現
象
学
』
に
つ
い
て
は
、
自
己
意
識
を
中
心
に
、
注
の
(

4

)

で
挙
げ
た
『
哲
学
論
叢
』
の
第
八
号
所
載
の
拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
欲
望
論

ー
自
己
意
識
と
形
成
」
で
論
じ
て
お
い
た
。

(

6

)

こ
の
認
識
は

E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
で
は
な
く
て
、

E
r
k
e
n
n
e
n
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

(

7

)

こ
の
想
起
は
自
体
へ
の
止
揚
と
い
う
意
味
で
、
客
観
の
内
化
ー
(
4
1
7
N
)
で
も
あ
る
。
ま
た
現
存
在
か
ら
有
へ
、
有
か
ら
本
質
へ
の
過
程
も
想
起
の

作
用
で
あ
る

(
L
o
g
i
k
II `
 
s. 3
 
(注（
10
）参））。

(

8

)

 

W
e
r
k
e
 1
9
.
 
S. 4
4
.
 

(

9

)

 

i
b
i
d
e
m
.
 

(10) 
H
e
g
e
l
,
 W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 d
e
r
 L
o
g
i
k
 (
P
h
.
 B.), 
hrsg. v
o
n
 
G. L
a
s
s
a
n
,
 
II, 
S. 3
.
 

以
下
本
書
を

L
o
g
i
k
I
 "
I
I

と
略
す
。

(
1
1
)

感
覚
が
精
神
に
と
っ
て
必
然
的
な
端
緒
で
あ
る
こ
と
は
『
人
間
学
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
精
神
の
内
容
は
精
神
の
内
的
な
過

程
の
中
で
実
証
さ
れ
た
後
は
、
再
び
「
直
接
的
な
現
実
性
の
形
式
」
を
得
(
4
4
2
N
)
、
あ
る
い
は
「
絶
対
的
普
遍
」
と
し
て
の
「
即
且
対
自
有
的
存

在
」
へ
転
化
す
る
の
で
あ
り
(
4
4
4
N
)
、
従
っ
て
内
面
性
か
ら
外
面
性
へ
解
放
さ
れ
て
「
感
覚
の
単
純
な
形
式
へ
と
集
約
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
4
4
7
N
)
。

(
1
2
)
 

H
e
g
e
l
,
 J
e
n
a
e
r
 R
e
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
(
P
h
.
 B.), 
hrsg. v
o
n
 J• 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 
S. 
184. 

(
1
3
)

こ
の
仮
象
の
「
客
観
性
」
を
指
摘
し
た
功
績
は
カ
ン
ト
に
帰
さ
れ
て
い
る

(
L
o
g
i
k
I
,
 

S. 3
8
)
。

(
1
4
)
 

L
o
g
i
k
 
II, 
S. 4
2
.
 

(

1

5

)

五
官
の
評
価
と
内
感
の
外
化
に
つ
い
て
は
『
人
問
学
』
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
1
6
)

こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ソ
ト
の
時
間
・
空
間
の
捉
え
方
を
批
判
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
カ
ン
ト
的
観
点
か
ら
た
て
ら
れ
る
時
間
論
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、
里
見
軍
之
『
フ
ー
ッ
サ
ー
ル
の
時
問
論
』
（
前
掲
「
哲
学
論
叢
」
第
四
、
五
、
七
号
）
、

R.
L
a
u
t
h
,
 
D
i
e
 K
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
r
 Z
e
i
t
 
i
m
 

B
e
w
u
.
P
t
s
e
i
n
,
 
H
a
m
b
u
r
g
,
 1
9
8
1
.
 

T
h
e
 S
t
u
d
y
 o
f
 T
i
m
e
,
 
IIー

IV,
ed. b
y
 J. 
T
.
 Fraser, 
N. L
a
w
r
e
n
c
e
 a
n
d
 D
.
 P
a
r
l
e
 

:ttの
函
グ
作
ぶ
P

挙
げ
ら
れ
る
。
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(

2

4

)

 

(
1
7
)
 

H
e
g
e
l
,
 D
i
f
f
e
r
e
n
z
 d
e
s
 F
i
c
h
t
e
'
s
c
h
e
n
 u
n
d
 S
c
h
e
l
l
i
n
g
'
s
c
h
e
n
 
S
y
s
t
e
m
s
 d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 (
P
h
.
 B.), 
hrsg. v
o
n
 G
.
 L
a
s
s
o
n
,
 
S. 3
0
.
 

(

1

8

)

 

W
e
r
k
e
 4
.
 
S. 44・ 

(

1

9

)

こ
の
完
了
の
助
動
詞
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
表
象
の
点
か
ら
解
説
を
加
え
て
い
る

(
4
5
0
N
)
。

(
2
0
)

「
夜
」
と
い
う
表
現
は
イ
ニ
ー
ナ
の
『
実
在
哲
学
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る

(
H
e
g
e
l
,
J
e
n
a
e
r
 R
e
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
(
P
h
.
 B.), 
hrsg. 
v
o
n
 J
.
 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 S. 1
8
0
.
)

。

(

2

1

)

こ
の
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
連
合
に
言
及
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
論
駁
す
る
。
末
尾
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
本
論
は
先
の
日
本
哲

学
会
に
お
け
る
論
者
の
個
人
研
究
発
表
が
甚
礎
に
な
っ
て
い
る
。
会
場
で
鹿
児
島
大
学
の
種
村
完
司
氏
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
表
象
に
つ
い
て
の
御
研

究
を
『
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
表
象
の
問
題
』
と
題
し
て
「
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
第
二
九
巻
」
(
-
九
七
八
年
）
に
御
発
表
で
あ
る
旨
御

指
摘
を
い
た
だ
き
、
い
く
つ
か
の
見
解
を
表
明
し
て
い
た
だ
い
た
。
注
の
中
で
で
は
あ
る
が
謝
意
を
表
し
た
い
。
こ
の
種
村
論
文
に
お
い
て
、
観
念

連
合
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
は
も
と
も
と
「
衝
動
」
や
「
傾
向
」
を

そ
の
形
式
と
す
る
哲
学
な
の
で
あ
る

(
W
e
r
k
e
1
9
.
 
S. 2
8
1
.
)
。

(
2
2
)

こ
う
し
た
普
遍
的
表
象
の
例
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
ろ
い
ろ
不
利
な
状
況
に
お
か
れ
て
も
、
こ
れ
ら
を
正
義
と
か
勇
気
と
か
目
的
や
の
普
遍
的

表
象
に
止
揚
し
て
、
周
囲
の
雰
囲
気
を
向
上
さ
せ
る
気
質
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
気
質
は
機
智

(
W
i
t
z
)

と
か
オ
気

(
d
a
s
G
e
i
s
t
 ,
 

r
e
i
c
h
e
)

と
称
さ
れ
て
い
る

(
4
5
5
N
)
。
既
に
『
人
間
学
』
に
お
い
て
、
内
感
を
外
感
に
転
化
し
て
周
囲
の
雰
囲
気
を
変
え
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
て

い
る

(
4
0
1
N
)
。

普
遍
的
表
象
の
産
出
は
、
知
性
が
表
象
の
領
域
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
制
約
の
故
に
、
偶
然
的
で
あ
り
、
ま
た
長
い
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
い
ろ
い
ろ
の
運
動
の
事
象
に
直
面
し
て
い
て
も
、
「
力
」
と
い
う
普
遍
的
表
象
を
得
る
に
は
、
知
性
の
長
い
努
力
が
必
要
で
あ
っ
た

(
E
・
グ
ラ
ン
ト
「
中
世
の
自
然
学
」
（
横
山
雅
彦
訳
、
一
九
八
二
）
六
四
頁
。
伊
東
俊
太
郎
「
近
代
科
学
の
源
流
」
一
九
七
八
、
二
八
五
頁
）
。

あ
る
い
は
ま
た
、
イ
マ
ー
ジ
が
多
面
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
の
普
遍
的
表
象
と
関
係
す
る
こ
と
に
も
な
る

(
4
5
6
N
)
。

(

2

3

)

楽
曲
は
知
性
の
自
由
な
発
現
、
客
観
化
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
知
性
自
身
が
空
気
の
振
動
の
音
響
学
的
法
則
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
の
音
律
や
技
法
は
空
気
の
振
動
の
本
性
に
そ
の
甚
盤
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
空
気
自
体
が
こ
の
よ
う
な
性
格
を

自

と

提

供

し

て

く

れ

る

の

で

は

な

い

。

．

こ
の
点
で
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
知
性
の
現
存
在
で
あ
る
分
節
さ
れ
た
音
が
最
も
知
性
の
面
か
ら
み
て
想
像
力
に
相
応
し
い
素
材
で
あ
る
。
従
っ
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(

3

4

)

 て
、
詩
が
芸
術
の
中
で
も
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(

2

5

)

フ
ァ
ン
タ
シ
ア
は
普
通
「
幻
想
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
本
来
の
フ
ァ
ン
ク
シ
ア
は
知
性
の
純
粋
な
内
面
の
形
象
化
で
あ
る
。
例
え
ば
音
楽
に
お
け
る

「
フ
ァ
ン
タ
シ
ア
」
は
舞
曲
等
自
然
的
な
形
式
に
依
ら
な
い
で
、
純
粋
に
音
響
的
技
法
に
則
っ
て
作
曲
さ
れ
た
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。

(

2

6

)

こ
の
意
味
で
想
像
力
は
構
想
力
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(

2

7

)

『
人
間
学
』
に
お
い
て
既
に
、
音
響
と
音
声
と
は
そ
の
感
性
的
特
質
に
由
来
す
る
人
問
学
的
な
特
性
を
も
つ
こ
と
が
力
説
さ
れ
て
い
た

(
4
0
1
N
)
。

(

2

8

)

こ
れ
ら
の
基
本
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
ム
ー
ナ
ン
「
言
語
学
と
は
何
か
」
（
福
井
芳
男
他
訳
、
一
九
七

0
年
）
（
四
七
頁
、
七
五
頁
）
、
ま
た
ム

ー
ナ
ン
「
ソ
シ
ュ
ー
ル
」
（
同
訳
、
一
九
七

0
年
）
（
三
七
頁
）
等
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

(

2

9

)

ジ
ャ
ン
・
ペ
ロ
「
言
語
学
」
（
高
塚
洋
太
郎
他
訳
、
（
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
）
）
七
二
頁
。

(

3

0

)

前
掲
書
‘

1
0四
頁
。

ま
た
、
ム
ー
ナ
ソ
に
拠
れ
ば
、
一
般
文
法
あ
る
い
は
ボ
ー
ル
・
ル
ワ
イ
ヤ
ル
文
法
の
影
響
下
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
フ
ラ
ソ
ス
で
比

較
文
法
が
言
語
研
究
の
分
野
で
市
民
権
を
得
る
の
は
十
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
比
較
文
法
は
ド
イ
ツ
で
育
て
ら

れ
て
い
た
。
ム
ー
ナ
ン
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
生
み
だ
し
た
当
の
フ
ラ
ン
ス
で
現
在
で
も
、
レ
ヴ
ィ
11

ス
ト
ロ
ー
ス
、
メ
ル
ロ
＂
ボ
ン
テ
ィ
、
ロ
ラ
ソ
・
バ

ル
ト
、
ア
ソ
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
、
ミ
ツ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
そ
し
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ソ
等
に
よ
っ
て
言
語
学
の
正
し
い
理
解
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
（
ム
ー
ナ
ン
「
言
語
学
と
は
何
か
」
序
論
）
。

(

3

1

)

I

〈
.

L
o
 with, V
o
r
t
r
a
g
e
 
u
n
d
 A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 Z
u
r
 K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 christlichen 
U
b
e
r
l
z
e
f
 er
u
n
g
,
 Stuttgart 
Berlin 
K
a
i
n
 M
a
i
n
z
,
 

1
9
6
6
,
 
S
,
 
115. 

(

3

2

)

聴
覚
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
四

0
一
節
の
補
遺
で
詳
し
く
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(

3

3

)

こ
の
記
憶
は
充
分
習
得
さ
れ
て
い
な
い
言
語
の
場
合
に
は
不
完
全
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
前
述
の
ム
ー
ナ
ン
は

ĉ
Tiens, voila 
u
n
 tiine"
と

い
う
例
を
紹
介
し
て
い
る
（
ム
ー
ナ
ソ
「
言
語
学
と
は
何
か
」
七
二
頁
）
、
ま
た
服
部
四
郎
は

u
ぎ
ぐ
ヽ
苔
咲
①
8

5

f
い●

9

と
い
う
例
を
紹
介
し
て
い

る
（
服
部
四
郎
「
言
語
の
方
法
」
(
-
九
六

0
年
）
四
一
八
頁
）
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
こ
と
ば
」
と
い
う
表
現
は
「
語
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
語
の
正
確
な
定
義
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
も
へ

ー
ゲ
ル
の
言
語
へ
の
理
解
の
ま
っ
と
う
さ
を
短
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

前
掲
の
拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
習
慣
論
」
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
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