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メ
ル

ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
の
身
体
論
と
理
性
概
念
の
再
構
築

能
川

元

一

現
象
学
』
に
み
ら
れ
る
次
の
よ
う
な

一
文
を
み
て
み
よ
う
。

1

「
拡
張
さ
れ
た
理
性
」
と
い
う
課
題

メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
の
最
も
重
要
な
成
果
と
は

「
世
界

お
よ
び
合
理
性
に
つ
い
て
の
そ
の
考
え
方
に
お
い
て
、
極
端
な
主
観
主
義
と
極

(}
)

端
な
客
観
主
義
と
を
接
合
し
た
」
(℃
飼

×
〈)
点
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の

一
節
に

限
ら
ず
、
メ
ル
ロ
匡
ポ
ン
テ
ィ
は
、
彼

に
と

っ
て
合
理
性
な
い
し
理
性
の
問
題

　　
　

が
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
度
か
示
唆
し
て
い
る
。
と
い
っ
て
彼
は
必

ず
し
も
合
理
性
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

我
々
は
ま
ず
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
が
ど

の
よ
う
な
形
で
合
理
性
を
問
題
と
し
た

の
か
を
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
出
し
て
く
る
必
要
が
あ
る
。

へ

・
ま
ず

は

じ

め

に
注

目
す

べ
き

こ
と

は

、

メ

ル

ロ

ーー
ポ

ン

テ

ィ
は

合

理

性

が

何

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
あ
る
か
を
問
う
た
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
.例
え
ば

『
知
覚
の

「も
し
も
世
界
の
統

一
性
が
意
識
の
統

一
性
の
う
え
に
基
礎
を
お
い
て
い
な

い
と
す
れ
ば
、
も
し
も
世
界
が
あ
る
構
成
的
作
業
の
結
果
で
な
い
と
す
れ
ば
、

諸

々
の
現
わ
れ
が
互
い
に
協
和
し
、
よ
り
あ
つ
ま

っ
て
物
や
観
念
、
真
理
を
な

す
と
い
っ
た
こ
と
が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
。
ま
た
我
々
の
と
り
と
め
の
な
い

観
念
や
、
我

々
の
生
活
上
の
出
来
事
や
、
集
団
の
歴
史
に
お
け
る
出
来
事
が
、

少
な
く
と
も
あ
る
時
期
に
は
共
通
の

一
つ
の
意
味
、
ひ
と
つ
の
方
向
を
も
つ
よ

う
に
な
り
、

一
つ
の
観
念
の
も
と
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ

る
か
。
ま
た
、
私
の
生
活
が
自
分
自
身
を
捉
え
な
お
し
て
言
葉

へ
と
、
意
図

へ

と
、
行
為

へ
と
自
己
を
投
企
す
る
の
に
成
功
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ

る
か
ゆ
こ
れ
は
要
す
る
に
合
理
性
の
問
題
で
あ
る
。」
(℃
勺
輩
O刈)
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こ
こ
に
は

っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る

の
は
我
々
の
様

々
な
経
験
に
お
け
る
意

味
の
到
来
と
し
て
の

「
合
理
性
と
い
う
現
象
」
(り
℃
添
①c。
)
を
、
ま
さ
に
そ
れ

へ

ら

ヘ

ヘ

へ

が
成
立
し
つ
つ
あ
る
相
に
お
い
て
捉
え
、
そ
れ
が

い
か
に
し
て
達
成
さ
れ
る
の

か
を
問
い
た
だ
そ
う
と
す
る
態
度
で
あ

る
。・
合
理
性
が
な
ん
で
あ
る
か
を
問
う

こ
と
は
、
往
々
に
し
て
原
理
的
に
は

一
義
的
に
決
定
さ
れ
う
る
あ
る
論
理
を
想

定
し
、そ
う
し
た
論
理
に
従
う
こ
と
を
も

っ
て
合
理
性
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
。

も
ち
ろ
ん
合
理
性
が

「
理
に
か
な

っ
て
い
る
こ
と
」
.で
あ
る
限
り
で
.・
メ
ル
ロ

ーー
ポ
ン
テ
ィ
に
し
て
も
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
的
な
も
の
と
を
識
別
す
る
論

理
と
し
て
の
理
性
を

一
切
廃
棄
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。「
し
か
し
彼
は
合

理
性
の
生
成
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
両

」者
の
境
界
線
を
絶
対
化
す
る
こ
と
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
デ

不
ソ
ン
は

「
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
と
対
抗
伝
統
」
と
題
す
る
彼
の
論
文

に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
旺
ポ

ン
テ
ィ
の
こ
う
し
た
立
場
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

(3
)

い
る
。
西
洋
哲
学
の
歴
史
の
本
流
を
な
す
の
は
合
理
主
義
的
な
1

思
考
と
実

在
、
人
間
と
宇
宙
の
間
に
何
ら
か
σ
自
然
な
親
和
性
が
あ
る
と
想
定
す
る
i

伝
統
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
伝
統
も
、
あ
ら
ゆ
る
伝
統
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

対
抗
伝
統

(O
O自
口
けΦ村量↓
吋㊤α
一什一〇
昌
)
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
伴

っ
て
お
り
、

マ
デ
ィ
ソ
ソ
に
よ
れ
ば
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ソ
テ
ィ
は
そ
う
し
た
対
抗
伝
統
に
属
す
る

思
想
家
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
統
と
対
抗
伝
統
と
の
主
要
な
竝
立
点
の
う
ち
の

一

つ
は
合
理
性
に
対
す
る
態
度
に
あ
り
A
竝
抗
伝
統
は
そ
の
点
で
反
合
理
主
義
匙

し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
言

い
換
え
れ
ば
対
抗
伝
統
と
は

「
理
性
と

実
在
と
の
予
定
調
和
」
の
拒
否
、
実
在

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
真
な
る
知
識
に

到
達
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
想
定

の
放
棄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
は
決
し
て
非
合
理
主
義
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
対
抗
伝
統
は

「理
性
の
限
界
を
指
摘
す
る
た
め
に
理
性

へ
と
訴
え
か
け
る
こ
と
を
、

つ
ま
り

は
理
性

(合
理
主
義
)
に
対
す
る
理
性
的

(合
理
的
Y
な
批
判
を
そ
の
方
法
と

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
抗
伝
統
の
反
合
理
主
義
が
意
味
し
て
い
る
の
は
お
お
よ

そ
次
の
よ
う
な
こ
と
と
な
る
。

・
「
(…
)
理
性
の
合
理
的
な
批
判
は
理
性
の
否
認
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

ヘ

へ

拡
張
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
あ
る
言
説
な
り
信
念
な
り
を
合
理

的
な
言
説
な
い
し
信
念
と
す
る
の
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
我
々
の
考
え

を
拡
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
合
理
性
は
形
式
論
理
学
の
規
.則
や
、
"科
学
的
"

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
知
識
の
形
態
の
手
続
き
に
還
元
さ
れ
得
な
い
。
い
か
な
る

言
説
で
も
、
そ
れ
が
も
し
人
間
の
よ
り
よ
い
相
互
理
解
と
よ
り
よ
い
共
存
と
を

　ん

可
能
に
す
る
な
ら
ば
、
合
理
的
な
の
で
あ
る
。」

実
際
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
知
覚
や
身
体
、
さ
ら
に
は
神
話
や
狂
気
、
子

供
の
よ
う
に
、
合
理
主
義
的
な
伝
統
に
お
い
て
は
二
流
市
民
扱
い
さ
れ
て
い
た

　　と

経
験
の
領
野
に
、
正
当
な
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が

要
求
す
る
の
は

「
理
性
に
と

っ
て
無
音
心味
も
し
く
は
虚
偽
の
意
味
を
な
す
よ
う

な
諸
経
験
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
」
(勺
押
G。
Hc。)
で
は
な
く
、
た
だ

「
我
々
に

・と

っ
て
意
味
を
も
つ
も
の
の
限
界
を
押
し
拡
げ
る

(…
)」
(§
鉢
)
こ
と
で
あ

る
。
し
た
渉

っ
て
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
が
説
い
て
い
る
の
は

「理
性
の
新
た
な

観
念
を

つ
く
る
必
要
が
あ
る
」
(Qo窰
ρ
。。
)
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼

に
と

っ
て
、
「
非
合
理
的
な
も
の
を
探
検
し
、
そ
れ
を
あ
る
拡
張
さ
れ
た
理
性
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に
統

合

す

る

試

み

」

(ω
Z
o。
"
H
O
ゆ
)

こ
そ

が

現

代

の
課

題

な

の

で

あ

る

。

こ
う

し

た

意

味

で
メ

ル

ロ

ーー
ポ

ン

テ

ィ
に

と

っ
て

の
合

理

性

の

問
題

は

「
メ

(6
)

ノ
ン
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
・ス
」
の

一
つ
の
ヴ

ァ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
言
う
こ
と

も
で
き
る
。

つ
ま
り
山め
る
現
象
が
合
理
性
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
理
解
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
そ
れ
を
で
き
あ
い
の
論
理
の
も
と
に
包
摂
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
よ
そ
理
解
可
能
な

す
べ
て
の
も
の
は
あ
ら
か
じ
め
理
解
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と

す
れ
ば
逆
に
非
合
理
的
な
も
の
は
永
遠
に
理
解
不
可
能
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る

か
、
あ
る
い
は
そ
の
非
合
理
性
が
単
.に
見
か
け
上
の
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
こ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

め

と
が
後
に
な

っ
て
判
明
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
し
か
あ
り
え
ず
、
い
ず
れ
に
せ

よ
我

々
が
何
か
新
し
い
こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
ど
い
う
経
験
は
あ
り

え
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
の
課
題
は
、
.人
間
の
経
験
に
と

っ
て
超
越
的

.

な
な
に
も
の
か
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な

い

(合
)
理
性
の
概
念
を
し
つ
ら
え
る

こ
と
で
あ
る
。
二
.十
世
紀
を
、
「未
開

人
」
「
子
供
」
「
狂
気
」
に
対
立
す
る
限

り
で
の

「文
明
化
さ
れ
た
・
正
常
な
臭

の
成
人
」
に
よ
る

「
理
性
の
独
故
」

が
疑
問
に
附
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
代
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

試
み
は
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
意
味
を
も

つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本

稿
の
目
的
は
こ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
か
ら
、
『知
覚
の
現
象
学
』
.を
中

心
と
す
る
メ
ル
ロ
H
ポ

ソ
テ
ィ
の
哲
学

に
な
に
が
し
か
の
新
し
い
光
を
あ
て
る

こ
と
で
あ
る
。.
も

っ
と
も
、
多
岐
に
わ
た
る
合
理
性
の
問
題
を
網
羅
的
に
論
じ

尽
く
す
こ
と
は
も
ど
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
ひ
と
ま
ず

「知

覚
の
優
位
」
と
い
う
彼
の
テ
ー
ゼ
に
な
ら

っ
て
知
覚
に
お
け
る
合
理
性
に
焦
点

を
あ
て
、
「自
己
の
身
体
」
を
主
体
と
す
る
彼
の
知
覚
理
論
、
お
よ
び
そ
れ
ど

密
接
な
閨
わ
り
を
も

つ
身
体
論
之
が
、
「
拡
張
さ
れ
た
理
性
」
と
い
ヶ
課
題
に

と

っ
.て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

2

古
典
的
知
覚
理
論
の
難
点
と
メ
ル
ロ
圓
ポ

ン
テ
ィ
の
解
決

メ
ル

ロ
H
ポ

ン
テ

ィ
は
知
覚

に
お
げ
る
合

理
性

を
、
、「
諸

々
の
視
角

(眉
奠
8
b
8
馨

Φω)
が
交
わ
り
あ
い
、
諸

々
の
知
覚
が
互
い
に
確
証
し
あ

っ
て
、

一
.つ
の
意
味
が
現
れ
る
」
(男
担
×〈
)
こ
と
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し

た
定
式
と
先
に
引
用
し
た
合
理
性

一
般
の
定
式
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
我

我
は
知
覚
的
合
理
性
を
構
成
す
る
二
つ
の
契
機
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
ま
ず
第

一
に
私
の
知
覚
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
は
単
な

る
現
わ
れ

(11
仮
象
)
で
は
な
く
、
物
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
知
覚
に
お
い
て
私
が

「物

の
経
験
な
い
し
実
在

の
経
験
」
(男
ア
ωO
¶)
と
.で
も
い

っ
た
も
の
を
も
つ
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
次

に
こ
う
し
た
私
の
知
覚
経
験
が
、
単
に
私
に
と

っ
て
の
み
妥
当
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
間
主
観
的
.に
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
ー

「私
に
見
え
て
い
る
も
の
は

彼
に
も
見
え
て
い
範
」
と
い
ヶ
意
味
で
ー

も
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

こ
の
二
つ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
メ
ル
ロ
臣
ポ
ソ
.テ
ィ
が
直
面
し
て
い
る
問
題

を
、
コ
フ
カ
の
こ
と
ば
に
若
干
の
補
足
を
お
こ
な

っ
て

「物
は
な
ぜ
誰
に
と

っ

(
9
)

て
も
そ
の
よ
う

に
見
え
る
の
か
」
と
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
メ
ル
ロ
峠
ポ

ソ
テ
ィ
の
批
判
の
対
象
と
な
る

.

.
二
つ
の
立
場
の
う
ち
、
経
験
論
的
な
い
し
実
在
論
的
心
理
学
と
は
、
そ
の
最
も

メルロ=ポ ンティの身体論と理性概念の再構築57



素
朴
な
形
態
に
お
い
て
は
上
記
の
問
題
に
対
し
て

「な
ぜ
な
ら
物
が
実
際
そ
う

で
あ
る
か
ら
」
と
答
え
る
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
知
覚
を
諸
々
の
要
素
的
な
感

覚
の
集
積
に
還
元
し
、
そ
の
感
覚
と
外
的
世
界
が
提
供
す
る
物
理

・
化
学
的
刺

戟
と
の
間
に

一
対

一
の
対
応
を
想
定

す
る

「
恒
常
性
仮
説

(ξ

唱
o
爵
班
①

ユ
0

8
器
鼠
ロ
8
)
」
は
、
次
の
よ
う
な
哲
学
的
含
意
を
も

つ
。
い
ま
、

一
つ
の
感
覚

に

一
つ
の
刺
戟
が
対
応
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
刺
戟
の
方
は
世
界
の

各
部
分
が
も

つ
性
質
に
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
仮
説
が

成
り
立

つ
た
め
に
は
、
生
体
の
側
に
特
定
の
刺
戟
を
特
定
の
受
容
器
か
ら
中
枢

の
特
定
部
位

へ
と
伝
え
る
よ
う
な

一
義
的
な
経
路

(い
わ
ゆ
る
反
射
弓
)
が
備

わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
そ
の
も
の
も
そ
の
各
部
分
を
と

っ
て
み
れ
.

ば
確
定
し
た
性
質
を
も

っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
恒
常

性
仮
説
は

「
そ
れ
自
体
し
て
捉
え
ら
れ
た
世
界

(冨
ヨ
o
口
q
o
崗
ゆω
o
ロ
ω9

に

お
い
て
は
す
べ
て
が
規
定
さ
れ
て
い
る
」
(勺
勺
レ
b。)
こ
と
を
要
請
す
る
。
メ
ル

ロ
臣
ポ
ン
テ
ィ
が

「客
観
的
思
考
」

と
し
て
斥
け
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

実
在
論
的
な
世
界
、
「客
観
的
世
界
」
を
ま
ず
初
め
に
想
定
す
る
よ
う
な
思
考

法
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
恒
常
性
仮
説
が

そ
の
ま
ま
の
素
朴
な
形
で
は
到
底
受
け
容

れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
有
名
な

「
ミ

ュ
ラ
ー
1ー
リ
ア
ー
の
錯
視
」

一
つ
を
と

っ

て
も
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
と
い
う
概
念
が
含
意
す
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
知
覚
の
直
接
的
与
件
と
は
諸

々
の
感
覚
印
象
の
モ
ザ
イ
ク
な
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
性
質
の
パ
ヅ
チ
ワ
ー
ク
と
し
て
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
.

れ
に
し
て
も
我
々
は
与
件
そ
れ
自
体

の
各
部
分
の
間
に
外
的
な
連
関
し
か
見
い

だ
せ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
実
際
の
知
覚
経
験
が
我

々
に
教
え

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
我
々
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は

〈
図
と
地
〉
の
構

造
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
覚
与
件
の
各
部
分
は
あ
る
と
こ
ろ
で
は
互
い
に
惹
き
つ

け
あ
い
、
ま
た
あ
る
と
こ
ろ
で
は
反
発
し
あ
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
〈
物
〉
と
い

う
統

一
体
を
そ
こ
か
し
こ
で
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
経
験
論
的
心
理
学
は
、
相
互
の
間
に
外
的
な
連
関
し
か
も
た
な
い
諸

感
覚
か
ら
物
の
知
覚
を
再
構
成
す
る
た
め
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
カ
オ
テ
ィ

ッ
ク
な
感
性
的
世
界
に
秩
序

(な
い
し
形
態
)
を
も
た
ら
す
何
ら
か
の
凝
集
力

を
必
要
と
す
る
。
「連
合
」
「
記
憶
の
投
射
」
と
い
っ
た
補
助
概
念
の
導
入
は
こ

う
し
た
必
要
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら

メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
・イ
に
よ
れ
ば
、
連
合
に
せ
よ
、
記
憶
の
投
射
に
せ
よ
、
そ
れ

ぢ
は
諸
対
象
の

「
客
観
的
」
な
性
質

(例
え
ば
類
似
性
)
そ
の
も
の
に
よ

っ
て

こ
そ
可
能
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
場
合
世
界
の
分
節
構
造
は
知
覚

の
主
体
と
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
り
は
実
在
そ
の
も
の
の
水
準
で
す
で

に
で
き
あ
が

っ
て
い
る
こ
と
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
経
験
論
は
、

客
観
的
世
界
と
い
う
偏
見
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
で
、
そ
う
し
た
世
界
の
成

立
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

.
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
経
験
論
的
心
理
学
の
対
極
に
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
主

知
主
義
的

(な
い
し
観
念
論
的
)
な
知
覚
理
論
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
感
覚
と
い
う
概
念
σ
無
批
判
な
導
入
に
よ

っ
て
、
客
観
的
世
界

と
い
う
想
定
が
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
錯
覚
を

説
明
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た

「
注
意
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
主
知
主
義
は
こ
の
概
念
に
よ

っ
て
注
意
深
い

「
分
析
的
」
な
知
覚
と
混
乱

し
た
知
覚
と
を
区
別
し
、
地
平
線
上
に
あ

っ
て
普
通
よ
り
大
き
く
見
え
る
月
も
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「ボ
…
ル
紙
の
筒
や
望
遠
鏡
を
用
い
て
」
(勹
垣
ω㎝
)、注
意
深
く
見
る
な
ら
ば
、

や
は
り
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
上
す
る
。
し
か
し
メ
ル
ロ
H
ポ

ソ

テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
分
析
は
注
意
作
用
の
結
果
と
し
て
知
覚
に
現
わ
れ

る

「客
観
的
」
な
大
き
さ
を
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
端
緒
に
あ
る
知
覚

へ
と
密
輸

入
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
我

々
の
素
朴
な
知
覚
経
験
に
密
着
し
よ
う
と
す
る

な
ら
、
ボ
ー
ル
紙
の
筒
を
用
い
た
知
覚

の
結
果
か
ら
、
裸
眼
で
の
知
覚
に
お
い

て
も
や
は
り
月
の
大
き
さ
は

一
定
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
要
約
す
れ
ば
古
典
的
な
知
覚
理
論
-

経
験
論
的
な
も
の
で
あ
れ
.主
知

主
義
的
な
も
の
で
あ
れ

の
難
点
は
、
そ
れ
ら
が
知
覚
さ
れ
た
世
界
に
特
有

(
10
)

の
両
義
性
や
不
透
明
性
を
許
容
で
き
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
い
う

の
も
そ
こ
で
は
知
覚
が
現
象
そ
れ
自
体

に
従

っ
て
記
述
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

「絶
対
的
に
規
定
さ
れ
た
存
在
」
(電

鳩㎝O
)
と
し
て
の
客
観
的
世
界
と
い
う
理

論
的
要
請
に
基
づ
い
て
再
構
成
さ
れ
、
説
明
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
な
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
我

々
の
知
覚
の
目
的
と
し
て

「
正
確
で
完
全
に
決

定
さ
れ
た
世
界
」
(勺
即
G。㊤)
が
ま
ず
初
め
に
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ゐ
そ

の
よ
う
な
世
界
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
は
、
不
問
に
附
さ
れ
て
し
ま

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
同
じ
偏
見
を
共
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
主
知
主

義
な
い
し
観
念
論
は
経
験
論
に
対
し
て
あ
る
種
の
優
位
性
を
も
つ
、
と
メ
ル
ロ

ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
言
う

(〔帰
。
勺
男
驂
H刈bo"
bo心O)。
主
知
主
義
に
よ
れ
ば
、
知
覚
は
主

体
が
諸

々
の
感
性
的
与
件
を
構
造
化
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ば
ら
ば
ら
な
諸

経
験
を
総
合
す
る
と
こ
ろ
に
な
り
た

つ
。
し
た
が

っ
て
そ
こ
で
は
知
覚
に
お
い

て
主
体
が
能
動
的
に
寄
与
す
る
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
恒
常
性

仮
説
と
そ
れ
が
前
提
と
す
る
実
在
論
に
従
え
ば
、
色
彩
知
覚
の
障
害
は
特
定
の

色
彩
の
脱
落
と
し
て
、
す
な
わ
ち
特
定
の
色
彩
に
対
応
す
る
受
容

・
伝
達
器
な

い
し
中
枢
の
特
定
部
位
の
損
傷
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
メ
ル

ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
が
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
研
究
を
援
用
し
な
が
ら
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
.
実
際
に
生
じ
る
の
は
特
定
の
色
彩
の
欠
落
で
は
な
く
、
.む
し
ろ
よ
り
未
分

化
で
単
純
な
色
彩
構
造

へ
の
移
行
、
「脱
分
化

(α
αO
一hhσNO
】PO一曽佇一〇昌
)」
で
あ

り
、
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
ス
ペ
ク
ト
ル
が
ま
ず
四
色
に
、
次
い
で
赤
と
青
の
二

色
に
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
灰
色
の

一
色

へ
と
単
純
化
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ

る
(勹
勹
℃
H①.
O
h●
勺
勺
"
GQ唄-G◎c◎
)。
つ
ま
り
経
験
論
的
心
理
学
が
見
落
と
し
て
お
り
、

観
念
論
が

(後
に
論
じ
る
よ
う
な
代
価
を
払
い
つ
つ
も
)
認
識
し
て
い
る
の
は
、

感
性
的
与
件
の

「
形
態
化

(巳
ω
Φ
窪

8
§

ρ

O
①ω芭
ε
口
oq
)」
が
知
覚
に
お

い
て
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

(勺
℃
"Q◎Φ・O
h.勺
男
'bo
『)。

形
態
化
と
い
う
概
念
の
導
入
は
、
も
ち
ろ
ん
、
知
覚
さ
れ
た
世
界
が
主
体
に

対
し
て
現
わ
れ
る
際
に
は

〈
図
と
地
〉
の
構
造
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の

認
識
を
含
意
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
感
覚
に
替
え
て
形
態
を
知
覚
の
最
小

単
位
と
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
が
己
れ

の
哲
学
的
含
意
を
十
分
に
活
か
す
こ
と
な
く
結
局
は
実
在
論
の

一
形
態

へ
と
転

落
し
て
し
ま

っ
.た
の
は
、
そ
れ
が
形
態
を
物
理
学
的
世
界
の
中
に
実
体
化
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
途
を
と

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る

(mW盒O
"H心N
ー同蔭
刈)
。
世
界
の

分
節
構
造
は
決
し
て
実
在
そ
の
も
の
の
レ
ヴ

ェ
ル
で
成
立
し
て
.い
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
問
題
な
の
は

〈形
態
〉
よ
り
は
む
し
ろ
形
態
化
の
は
た
ち
き
な
の

で
あ
り
、
.我
々
が
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
知
覚
に
お
け
る
主
体
の
役
割
、

知
覚
さ
れ
た
世
界
の
分
節
構
造
と
知
覚
の
主
体
と
の
内
的
連
関
な
の
で
あ
る
。
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実
在
論
的
な
想
定
の
も
と
、で
は
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
が
規
定
し
た
よ
う
な

意
味
で
、の
合
理
性
は
問
題
と
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
観
念
論
に
お
い
て

は
確
か
に
知
覚
的
合
理
性
の
起
源
を
問
う
こ
と
が
意
味
を
も
ち
う
る
。
つ
ま
り

も
し
知
覚
に
お
い
て
主
体
が
能
動
的
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
知
覚
さ

れ
た
世
界
の
統

一
性

・
首
尾

一
貫
性

帆
客
観
性
は
実
在
そ
の
も
の
の
次
元
に
そ

の
基
盤
を
ー

少
な
く
と
も
十
分
に
は
ー

も
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
な
ぜ
も

の
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
、
し
か
も
単
に
私

一
人
に
と

っ
て
で
は
な
く
、

我
々
に
と

っ
て
そ
う
見
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
観
念
論
的
な
知
覚
理
論
は
、
知
覚
主
体
の
能
動
性
を
絶
対
的
な
も
の

と
し
て
し
ま
う

こ
と
に
よ

っ
て
、
「客
観
的
世
界
」
を
別
な
形
で
導
入
し
て
し

ま
う
だ
け
で
は
な
く
、
も
う

一
つ
の
困
難
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

　ユ

あ
る
種
の
錯
視
図
形
や
曖
昧
図
形
に
お
い
て
は
、主
体
に
よ
る
感
性
的
与
件
の
、

意
志
的
な
構
造
化
の
試
み
が
思
わ
ぬ
抵
抗
に
あ
う
。
ま
た
、
合
理
性
は
各
人
の

知
覚
経
験
が
単
に
主
観
的
に
首
尾

一
貫
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

一
般
的

・

問
主
観
的
に
も
妥
当
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で

も
知
覚
主
体
の
能
動
性
な
い
し
自
由
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
知
覚

の
う
ち
に
惰
性
的
な
感
性
的
与
件
と
、
そ
れ
ら
が
主
体
か
ら
受
け
取
る
意
味
(分

節
構
造
)
と
を
区
別
し
、
知
覚
を

く
感
性
的
与
件
+
注
意

・
判
断
V
と
し
て
分

析
す
る

(O
h
電

蓁
ρ
嵩
b。)
主
知
主
義
に
あ

っ
て
は
、
知
覚
の
主
体
が
直
面
す

る
こ
う
し
た
限
界
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
で
の
主
体
の
有
限
性
は
、
知
覚
経
験
の
も
う

一
つ

の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
さ
れ
た
世
界
な
い
し
知
覚
経
験

な
る
も
の
は
、
そ
れ
ら
を
構
造
化
す
る
主
観
性
の
支
え
を
欠
く
な
ら
ば
無
定
形

も

ヘ

へ

に
と
ど
ま
る
よ
う
な
う
形
式
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
素
材
で
は
な
く
、
す
で
に
構

成
さ
れ
た
も
の
貸
い
わ
ば

「感
性
的
テ
ク
ス
ト
」
(勺
℃
噛
OO
.
O
h
勺
勺
》
心癖
)
と
し

て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
ゆ
先
に
述
べ
た
よ
う
に
我
々
の
知
覚
野
は

〈
図
と
地
〉

の
構
造
、
ま
た
は
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
が
ケ
ー
ラ
ー
に
な
ら

っ
て
言
う
よ
う
に

天
物
V
と

く
諸
物
の
間
の
空
隙
V
」
(℃
勺
b
。。)
と
い
う
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
.

し
か
し
な
が
ら
騙
し
絵
や
曖
昧
図
形
乏
い
っ
た
特
殊
な
場
合
を
除
け
ば
、
こ
の

構
造
を
自
由
に
反
転
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
大
通
り
に
沿

っ
て
植
.

え
ら
れ
た
木

々
の
間
の
空
間
を
物

(図
)
と
し
て
、
木
々
の
方
を
空
隙

(地
)

と
し
て
見
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
「
風
景
を
経
験
す

る
の
は
な
る
ほ
ど
私
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
は
こ
の
経
験
の
中
で
事
実
上
の
あ

る
状
況

〔
朋
あ
る
特
定
の
分
節
構
造
〕
を
ひ
き
う
け
、
諸
現
象
の
な
か
に
散
乱

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

も

へ

も

ヘ

へ

し
た
意
味
を
取
り
集
め
、
そ
う
し
て
そ
れ
ら
諸
現
象
が
自
ら
語
ら
ん
と
す
る
こ

へと
を
語
る
の
だ
と
い
う
意
識
を
も
つ
」
(勹
担
ω
Oα
.
強
調
引
用
者
)
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
我

々
の
知
覚
経
験
の
う
ち
に
は
世
界
の

「自
然
な
分
節
」
(勺
押

ωO
α
)
と

で
も
い

っ
た
も
の
が
見

い
だ
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど

「
テ
ク
ス
ト
」
と

い
う
先
ほ
ど
の
表
現
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
感
性
的
与
件
は
、
そ
れ
が
意
味
を

も

つ
た
め
に

「読
者
」
の
存
在
を
必
要
と
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
で
分
節

構
造
を
備
え
て
い
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

実
在
論

へ
と
逆
戻
り
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
の

「自
然
な

分
節
」
が
実
在
そ
の
も
の
の
水
準
で
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
相
反
す
る
二
つ
の
要
求
を
満
た
す
知
覚
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
世
界
の
構
成
、
諸
々
の
感
性
的
与
件
の

一
つ
の
世
界

へ
の
総
合
は
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個

々
の
知
覚
経
験
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、・
と
。
「
私
の

知
覚
作
用
は
、
そ
の
素
朴
な
あ
り
方
の
な
か
で
考
え
る
と
、
自
分
で
こ
の
総
合

を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
な
さ
れ
た
作
業
、
き

っ
ぱ
り
と
構
成
さ
れ
た

一
般
的
総
合
を
利
用
し
て
い
る
」
(勺
℃
恥
胡
Y
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
厳
密

に
言
え
ば
知
覚
は
世
界
の
構
成
で
は
な
く
再
構
成

(℃
N
b。お
)
で
あ
り
、
「
先

行
し
た
構
成
の
沈
澱
物

(奮

ω亀
巨
Φ
暮
ω
山
、巷
.Φ
。8
ω蜂
螽

8

b
融
巴
9
げ
一Φ
)
」

(℃
垣

b。お
)
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
知
覚
す
る
と
い
う

こ
と
を
、
す
で
に
な
に
も
の
か
に
よ

っ
て
形
態
化
き
れ
た
世
界
を
自
ら
ひ
き
う

け
、
先
行
す
る
構
成
作
用
を
再
遂
行
す
る
こ
と
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
世

界
の
分
節
構
造
が
実
在
そ
の
も
の
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
お
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
知
覚
主
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
こ
之
と
、
感
性
的

与
件
の
構
造
化
は
個

々
の
知
覚
経
験
に
先
立

っ
て
確
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
を
、
共
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
・

3

知
覚
主
体
の
匿
名
性
-

主
体
と
し
て
の
身
体
1
ー

し
か
し
な
が
ら

「構
成
」
,概
念
の
根
本
的
な
見
直
し
を
と
も
な
う
の
で
な
け

れ
ば
(
「
先
行
す
る
構
成
」
と
い
う
概
念
の
導
入
も
、
単
に
古
典
的
思
想
が
現

在
の
知
覚
を
説
明
す
る
う
え
で
抱
え
て

い
る
困
難
を
過
去

へ
赱
移
し
替
え
る
に

と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
観
念
論
の
真

の
困
難
は
知
覚
的
構
成
を

一
人
称
的
な
作

用

(「
私
は
～
す
る
」
)
と
し
て
捉
え
る

と
こ
ろ
に
あ
る

(℃
垣
㊤
α)
の
で
あ

っ

て
、
単
に
過
去
に
お
け
る
構
成

へ
と
訴
え
か
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
問
題
が
解
決

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
知
覚
さ
れ
た
世
界
の
方
向
づ
け

(9

0§
匿
8
)
を
例
に
と

っ
.

て
考
え
て
み
よ
う
。
ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
の
有
名
な

「
さ
か
さ
眼
鏡
」
の
実
験
に
お

い
て
、
被
験
者
は
視
野
の

「
逆
転
」
を
経
験
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
〈
さ
か
さ

ま
〉
そ
れ
自
体
と
か

〈
ま

っ
す
ぐ
〉
そ
れ
自
体
と
い
う
こ
と
に
は
、
明
ら
か
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
ん
の
意
味
も
な
い
」

(勺
ア
b。
G。
㎝)
以
上
、
我

々
は
視
野
が
何
に
対
し
て
逆
さ

ま
に
な

っ
た
の
か
、
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
空
間
性
を
主
体
の

構
成
作
用
に
帰
す
る
主
知
主
義
は
、
そ
も
そ
も

「
世
界
の
像
が
眼
鏡
を
か
け
た

後
で
逆
転
す
る
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。」
(℃
℃
b∂Q◎①

℃

)
と
い
う

の
も
実
験
の
前
で
も
後
で
も
感
覚
与
件
の
布
置
そ
の
も
の
は
同
じ
で
あ
り
、
他

方
主
体
は
さ
か
さ
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
て
、
そ
れ
を
勘
定
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
主
知
主
義
に
欠
け
て
い
る
も
の

は
方
向
づ
け
の
基
準
の

「投
錨
点
」
愈
担
b。。。。。
)
で
あ
り
、
「空
間
の
あ
ら
ゆ
る

限
定
に
次

々
と
意
味
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
実
際
の
出
発
点
、
絶

対
的
な

く
こ
こ
V」
(勺
勹
b
Q。O)
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

「空
間
に
お
け
る
方

向
づ
け
は
対
象

の
偶
然
的
な
性
格
で
は
な
く
」
(勺
剛
b
りG。
)、
被
験
者
は

「実
験

以
前
に

一.定
の
空
間
的
基
準
を
認
め
て
」
(℃
国
b。。。
刈)
い
る
の
で
あ

っ
て
、
ス

ト
ラ
ヅ
ト
ン
の
実
験
に
お
い
て
視
野
が
逆
転
す
る
の
は
(
実
験
前
の
被
験
者
が

棲
ん
で
い
た
す
で
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
世
界
に
対
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
空
間
性
を
事
物
そ
の
も
の
の
水
準
に
お
く

「実
在
論
の
誤
り
」
(勺
潤
b。◎。
Q。)

を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
す
で
に
構
成
さ
れ
た
空
間
性
の
方
も
決
し
て

絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
つ
空
間
と
の
関
係
で
方
向
づ

け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分

析
を
締
め
く
く

っ
て
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
こ
う
し
て
我

々
の
諸
経
験
の
系
列
は
、
そ
の
最
初
の
も
の
に
い
た
る
ま
で
、

す
で
に
獲
得
さ
れ
た
空
間
性
を
伝
え
あ
う
の
で
あ
る
。
〔
と
こ
ろ
で
〕
我

々
の

最
初
の
知
覚
は
そ
れ
も
ま
た
、
そ
れ
に
先
行
し
た
方
向
づ
け
に
準
拠
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
し
か
空
間
的
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
(…
)
〔
し
か
し
な
が
ら
〕
最

初
の
空
間
的
基
準
は
ど
こ
に
も
そ
の
投
錨
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
投
錨
点
が
空
間
内
で
規
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
最
初

の
基
準
以
前
の
基
準
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ

が

〈そ
れ
自
体
〉
と
し
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、
私
の
最

ヘ

ヘ

へ

初
の
知
覚
と
世
界
に
対
す
る
私

の
最
初
の
手
が
か
り

(娼
コ
の
①
)
は
、
X
某
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

世
界

一
般
と
の
間
で
結
ば
れ
た
ず

っ
と
昔
の
協
定
の
実
行
と
し
て
私
に
現
わ
れ

る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(…
)
。」
(℃
即
b。
りω
'
強
調
引
用
者
)

同
様
の
こ
と
が
知
覚
の
あ
ち
ゆ
る
局
面
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
各
々
の
知

覚
は

「
前
人
称
的
伝
統
」
(℃
型
b。り
。。)、
「知
覚
的
伝
統
」
(電

b
謡
)
の
と
り
あ

げ
直
し
で
あ
る
。
知
覚
が
前
提
す
る

.「
先
行
し
た
構
成
」
が
前
人
称
的
な
作
業

で
あ
る
限
り
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
知
覚
も

コ

般
的
」
な

い
し

「
匿
名
的
」

な
経
験
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い

(勹
勹
b
お
・卜。㎝ρ
心。胡
)。
そ
れ
ゆ
え
知
覚

は
常
に

〈
ひ
と

(O
ロ
)〉
と
い
う
様
態

で
な
さ
れ
る

(℃
垣
b。ミ
)。
こ
の
よ
う
に

知
覚
を

「
私
は
知
覚
す
る
」
で
は
な
く

「
ひ
と
が
私
に
お
い
て
知
覚
す
る
」
と

定
式
化
す
る

(勹
潤
b。ト㊤
)
こ
と
に
よ

っ
て
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
は
実
在
論
的

知
覚
理
論
と
観
念
論
的
な
そ
れ
と
を
、
同
時
に
の
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し

て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
知

覚
の
匿
名
的

・
一
般
的
な
主
体
と
は

「
自
己
の
身
体

(冨

o
o起
ω
崗
o
胃
①
)
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
ご
く
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
主
知
主
義
が
構
想
す
る
よ
う
な

知
覚
主
体
の
自
由
は
、
全
く
荒
唐
無
稽
な
妄
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
メ
ル

ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
が
分
析
し
た
例
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
岩
山
の
あ
る
部
分
が

「
の

り
越
え
ら
れ
る
も
の
」
な
い
し

「
の
り
越
え
ら
れ
な
い
も
の
」
と
し
て
現
わ
れ

る
の
は
あ
く
ま
で
そ
の
岩
山
に
登
ろ
う
と
す
る
企
て
に
よ

っ
て
で
あ
り
、
そ
れ

を
企
て
る
人
間
に
村
し
て
で
あ
る
。
反
対
に
あ
る
岩
が

「補
助
手
段

(足
が
か

り
)」
と
し
て
現
わ
れ
る
か
否
か
も
同
じ
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
自
体
と
し
て

「
の
り
越
え
ら
れ
な
い
」
と
か

「補
助
.手
段
」
で
あ
る
、
と

い

っ
た

こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
私
は

任
意
の
岩
を
自
由
に
補
助
手
段
と
し
た
り
障
害
物
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
(…
)
同
じ
企
て
が
な
さ
れ
る
場

合
で
も
、
こ
の
岩
は
障
害
物
と
し
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
も

っ
と
手
ご
ろ

な
岩
は
補
助
手
段
と
し
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
と
」
(℃
y
α
8
)
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
が
示
し
て
い
る
の
は
、
「私
の
明
示
的
な
指
向
、
例

え
ば
こ
の
山
を
越
え
よ
う
と
い
う
私
が
今
日
た
て
た
計
画
と
、
私

の
周
り
の
も

の
を
潜
在
的
に
価
値
づ
け
て
い
る

一
般
的
指
向
と
を
区
別
す
る
必
要
」
(き
ミ
.)

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
こ
の

コ

般
的
指
向
」
は
ど

こ
か
ら
発
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
目
前
の
山
は
、
そ
れ
に
登
ろ
う
と
す
る
企

て
の
有
無
に
関
わ
ら
ず

「大
き
く
」
見
え
る
が
、
「
そ
れ
は
こ
の
山
が
私
の
身

体
の
手
が
か
り

(b
コ
ωΦ
)
を
越
え
て
い
る
か
ら
」
(き
ミ

O
電

即
。。O。。
)
で
あ
る
。

つ
ま
り
身
体

こ
そ
が
自
ら
の
発
す
る

「
一
般
的
指
向
」
に
よ

っ
て
世
界
を
形
態
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化
し
、
「
世
界
の

一
般
的
な
形
態
」
(電

る
り
)
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。
身
体

が

「
世
界
内
存
在
の
媒
質
」
(電

一
Φ8

δ
ω昌
●)
で
あ
る
と
か
、
身
体
が

「実
存

の
総
体
を
表
現
す
る
」
(℃
担
H㊤
。。
)
と

い
う

こ
と
に
よ

っ
て
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ

ィ
が
言
わ
ん
と
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ザ
ー
ナ
ー
が
適
切
に
も
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
「世
界
内
存
在

(①
#
Φ
瞿

彎
o
巳
o
)」
と
い
う
概
念
は
大
別
す
れ
ば

「
世
界
に
内
属
す
る
こ
と

(び
巴
8
σq
-

言
σq
8
些
Φ
奢
〇
二
山
)」
お
よ
び

「世
界

へ
と
向
か

っ
て
存
在
す
る
こ
と

(σ
①冒
σq

セ
　

8

夢
Φ
毛
〇二
α
)」
と
い
う

二
つ
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で

の
議
論
と
関
わ
り
を
も
つ
の
は
後
者
の
意
味
で
の
世
界
内
存
在
で
あ
る
が
、
代

償
行
為
の
記
述
を
通
じ
て
人
間
の
み
な
ら
ず
昆
虫
に
つ
い
て
さ
え

「実
存
」
を

語
る

(勺
勺
b
ω
)
こ
と
に
よ

っ
て
メ
ル

ロ
H
ポ

ン
テ
ィ
が
表
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
も
ま
た
、
身
体
の
そ
う
し
た
あ
り
方
、
自
ら
を
超
え
て
世
界

へ
と
向
か

う

「水
平
の
超
纐
こ

の
運
動
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ

は
自
己
の
身
体
お
よ
び
そ
の
運
動
に
つ
い
て
我

々
が
も

つ
知
識
の
、
あ
る
い
は

身
体
の
空
間
性
の
分
析
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
我
々
の
日
常
的
な
行

動
に
お
い
て
、
身
体
お
よ
び
そ
の
周
り

の
諸
対
象
の
客
観
的
な
位
置
や
客
観
的

運
動
は
表
象
さ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
生
理
学
の
対
象
で
は
な
く
我
々
が

そ
れ
を
生
き
て
い
る
限
り
で
の
身
体
と
は
、
客
観
的
空
間
中
に
併
置
さ
れ
た
諸

器
官
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
我

々
が
そ
れ
を
知
る
の
も
知
的
な
表
象
に
よ

っ

て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我

々
は
自
己
の
身
体
を
、
分
割
の
き
か
ぬ

一
つ
の
総
体

と
し
て
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
我

々
が
そ
の
よ
う
に
し
て
身
体
の
各
部
分

の
位
置
や
運
動
を
知
る
際
の
媒
介
と
な
る
も
の
は

「身
体
図
式

(のo
ま
彗
帥
8
雫

　ろ

O
O
『
9

」

と

呼

ば

れ

る

。

身
体
図
式
が
身
体
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
知
識
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
身

へ

ゐ

へ

リ

ヘ

ヘ

へ

体
の
各
部
分
を
、
主
体
が
計
画
11
投
企
す
る

(胃
oUΦ
け奠
)
行
動
に
と

っ
て
そ

ぬ

ヘ

ヘ

へ

あ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

へ

ゐ

れ
ら
が
も

つ
価
値
に
従

っ
て
己
れ
の
う
ち
に
統
合
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
き
ら
れ
た
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
身
体
は
、
客
観
的

空
間
の
な
か
の

　
物
体
と
し
て
で
は
な
く
、.主
体
が
あ
る
任
務
-

単
に
現
実

的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、可
能
的
な
も
の
も
含
め
て
ー

に
対
し
て
と
る
「姿

勢

(娼
o
ω9
お
)」
(勺
調

置
①
)
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

身
体
図
式
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
の
身
体
に
つ
い
て
の

知
は

く
我
れ
思
う
V
で
は
な
く
、
「
あ
る

一
つ
の
世
界
に
対
す
る
能
力
」
(勺
鍾

巳
心
)
と
し
て
の

〈我
れ
能
う

(UΦ

O
窪
×
)
〉
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る

(勺
剛
』
①
O
)。
そ
し
て
、
身
体

の
運
動
に
つ
い
て
の
知
が
、
常
に
そ
の

運
動
が
め
ざ
す
世
界

へ
の
参
照
を
伴
う
以
上
、
身
体
図
式
は
単
に
自
己
の
身
体

に
対
す
る
手
が
か
り
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
冷身
体
図
式
を
媒
介
と
し
て
「
身

体
空
間
と
外
面
的
空
間
と
は

一
つ
の
実
践
的
体
系
を
形
成
し
て
」
(勺
y
H
HO
)

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
身
体
図
式
は

「
世
界
に
つ
い
て
の
手
が
か
り

("
コ
のO
)」
で

(15
>

も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
身
体
は
、
そ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
が
含
意
す

る
関
与
性
の
体
系
に
従

っ
て

「
分
極
化
」
さ
れ

(や
℃
辷

刈
)、
形
態
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で

一
つ
の

「
形
態
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
界
に
運
動
的
な

意
味
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
世
界
を
形
態
化
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
身
体
の
理
論
が
す
で
に
し
て
知
覚
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る

(勹
即

b・。。α
・b。。。
o)。
身
体
が
世
界
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
も

つ
の
は
、
「私
の

知
覚
が
私
に
対
し
て
可
能
な
限
り
変
化
に
富
み
、
明
晰
に
分
節
さ
れ
た
光
景
を

提
供
す
ゐ
と
き
で
あ
り
、
私
の
運
動
的
指
向
が
自
ら
を
展
開
す
る
際
に
、
世
界
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か

ら

期

待

通

り

の
応

答

を

受

け
取

る

と

き
」

(勹
℃
"bり
QQ
O
lb⊃
㊤
O
)

で
あ

る

が

、

そ

う

し

た

形

態
化

が
実

現

さ

れ

る

の
は

.
「
精

神

の
洞

察

」

に
よ

っ
て

で
は

な

く

(視

覚

の
場

合

で
あ

れ

ば

)

「
ま

な

ざ

し

の

洞

察

」

に

よ

っ
て

な

の

で
あ

る

(勺
ア

ω
8
)
。

こ
こ

で

「
知

覚

の

天
才

」

が

解

剖

学

的

器

官

と

し

て

の
眼

球

で
は

な

く

、

ま

な

ざ

し

と

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
注

意

し

て
お

く

必

要

が

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

世

界

の
形

態

化

の
論

理
を

な

し

て

い

る

の
は

身

体

の
生

理

学

的

・
解

剖

学

的

構

造

そ

の

も

の

で

は

な

く

、

む

し

ろ
主

体

が

身

体

を

用

い
る

そ

の
し

か

た

(R

勺
垣

b・
b。
P

漣

。。
)
、

言

い
換

え

れ
ば

「
行

動

の
構

造

」

な

の

で
あ

る

。

こ

の
区

別

は

、

人

間

に

あ

っ
て

「
心

理
生

理
学

的

装

備

は

か

な

り

の
量

の
可

能

性

を

開

い
た

ま

ま

に

し

て

お

り
」
、
「
あ

る
人

間

が

自

分

の
身

体

を

ど

う

使

用

す

る

か

は

、

単

な

る
生

物

学
的

存

在

と

し

て

の
身

体

を

超

越

し

て

い

る
」

(H》勹
矯
卜⊃
卜⊃
O
●
Oh
●
℃
勺
匂
bo
卜⊃
H
)

と

い
う

点

に

由
来

し

て

い
る

。
知

覚

さ

れ

た

世

界

を

ユ
ク

ス
キ

ュ
ー

ル

の
言

う

よ
う

な

「
環
境

世
界

」
か

ら

区
別

し

(℃
勹
レ
8

矯
ω
刈
。。
)
、
人

間

に
特

徴

的

な

「
パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ
ヴ

の
多

様

性

」

(
ω
P

H
。。
b。
)

な

い

し

「
世

界

開

放

性

」

(
シ

ェ
ー

(16
)

ラ
r
)
を
構
成
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
区
別
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
知

覚
の
問
題
は

「行
動
の
構
造
」
の
基
体
と
し
て
の
身
体
、
な
い
し
知
覚
の
理
性

と
し
て
の

〈我
れ
能
う
〉
が
い
か
に
し

て
成
立
す
る
の
か
、
と
い
う
そ
れ

へ
と

帰
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

4

沈
澱
と
超
越

知
覚
的
合
理
性
が
要
求
す
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
知
覚
さ
れ
た
世
界
の
分
節

構
造
に
対
応
す
る
身
体
の
用
い
方
は
間
主
観
的
に
、
し
か
も
他
の
可
能

(的
)

な
用
い
方
に
対
し
て
特
権
的
に
成
立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
身
体

な
い
し
身
体
図
式
は

「匿
名
的
で

一
般
的
な
実
存
」
(勹
押
8
)
と
同
時
に
そ
の

「
安
定
し
た
構
造
」
(剛
押
。。O
㊤)
を
も
表
現
し
て
お
り
、
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば

匿
名
の
実
存
の

「痕
跡
」
(勹
潤
お
①)
な
い
し
そ
の

「凝
固
し
た
姿
」
(℃
担

b。ざ
)

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
身
体
図
式
の
安
定
性

・
特
権
性
は
首
尾

一
貫

し
た

「実
在
の
経
験
」
を
可
能
に
す
る
。
ま
た

〈
我
れ
能
う
〉
の
匿
名
性
は
そ

の
経
験
に
間
主
観
的
な
妥
当
性
を
賦
与
す
る
と
同
時
に
、
「
〔刺
戟
に
対
す
る
〕

各
々
の
個
別
的
反
応
が
彼

〔
門
人
間
〕
・の
実
践
的
領
野
全
体
を
占
め
」
た
り
そ

う
し
た
反
応
に
対
し
て

「
そ
の
つ
ど

一
つ
の
個
別
的
態
度
を
と
る
こ
と
」
と
い

っ
た
骨
折
り
か
ら
解
放
し

(勺
℃

目Oω

℃

)、
「人
間
を
そ
の
環
境
か
ら
原
理
的
に
引

き
離
し
て
む
し
ろ
そ
れ
を
見
さ
せ
る
よ
う
な
、
心
的

・
実
践
的
空
間
」

(蕁
ミ
.)

を
つ
く
り
あ
げ
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
で
習
慣
は
、
身
体
が
も

つ
そ
う
し
た
機
能

を
最
も
顕
著
に
現
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
習
慣
の
獲
得
と
い
う
現
象
を

理
解
す
る
こ
と
は
、
〈
我
れ
能
う
〉
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

へ
と
つ
な

が
る
の
で
あ
る
。

習
慣
と
い
グ
も
の
を
定
義
す
る
な
ら
ば
、
と
り
あ
え
ず

く
学
習
に
よ

っ
て
獲

得
さ
れ
た
行
動
の
様
式
V
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
習
慣
が
も
つ
柔

軟
性
な
い
し

一
般
性
1

た
と
え
素
材
を
異
に
し
て
い
る
間
題
で
あ

っ
て
も
、

そ
れ
ら
が
同
じ
形
式
を
も

つ
な
ら
ば
同
じ
よ
う
に
解
決
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
、
と
.い
う
意
味
で
ー

を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
習
慣
の
獲
得
と
は
条
件
反

射
の
成
立
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず

(o。ρ
μ8
ら
Oα
)、
む
し
ろ

「
意
味

の
把

握
」
(電

レ
奚
)
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
把
握
と
は
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.知
的
な
意
味
の
知
的
な
把
握
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
知
的
な
操

作
の
前
提
と
な
る
べ
き
、
身
体
や
周
囲
の
諸
対
象
の
客
観
的
な
位
置
、
客
観
的

な
運
動
に
つ
い
て
の
主
題
的
な
知
識
が
、
習
慣
的
行
動
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も

与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
も
そ
も
習
慣
ど
は
そ
う
し
た
骨
折
り
を
不
要
に

し
て
く
れ
る
は
ず

(勹
担

嵩
Q。
)
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
睡
ポ
ン
テ
ィ

に
よ
れ
ば
習
慣
の
獲
得
と
は

「
運
動
的
な
意
味
の
運
動
的
な
把
握
」
(勹
℃
口
①刈)

で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
把
握
す
る
の
は

〈我
れ
思
う
〉
で
は
な
く

<我
れ
能
う
〉

な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
習
慣
お
よ
び
そ
の
獲
得
と
い
う
現
象
が
、
本
当

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
習
慣
的
運
動
が
、
既
成
の
身

体
図
式
と
そ
れ
に
対
応
す
る
世
界
の
実
践
的

・
運
動
的
分
節
構
造
に
依
拠
し
た

行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
習
慣
の
獲
得
と
は

「身
体
図
式
の
改
訂
お
よ
び
更

新
」
(勺
垣

H①①)
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
我
々
の
世
界
内
存
在
を
膨
張
さ

せ
る
」
(り
担
HOc。)
こ
と
、
「実
存
の
拡
張
」
(り
潤
ミ
。。)
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

知
覚
の
主
体
が
身
体
で
あ
る
以
上
、運
動
習
慣
は
同
時
に
知
覚
習
慣
で
も
あ
る
。

例
え
ば
幼
児
に
お
け
る
色
彩
知
覚
の
発
達
は
、
色
彩
知
覚
の
障
害
と
は
逆
に
、

視
覚
野
の
色
彩
的
分
節
化
の
過
程
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て

「色
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
視
覚
の
あ
る
様
式
、
自
己
の
身
体

の
新
し
い
用
法
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
身
体
図
式
を
豊
か
に
し
て
再
組
織

化
す
る
こ
と
」
(勹
垣

Hお
)
な
の
で
あ
る
。

、
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「実
存
」
概
念
の
も
う

一
つ
の
意
味
と
し
て

の

「超
越
の
作
用
」
(℃
垣

b。b。①)、
あ
る

い
は

「垂
直
の
超
越
」
(注

(13
)
を
参

照
)
と
い
う
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
.
コ

定
の
諸
力
の
あ
る
体
系
が
突
然
脱
中

心
化
し
て
砕
け
散
り
、
(
…
)
未
知

の
法
則
に
従

っ
て
再
組
織
化
さ
れ
る
」

(㌧
押
b。b。①)
と
い
う
現
象
で
あ
り
、
既
成
の
構
造

(
こ
の
場
合
は
身
体
図
式
)

を
利
用
し
つ
つ
も
そ
れ
を
な
ぞ
る
だ
け
で
は
な
く
の
り
超
え
て
ゆ
き
、
新
し
い

　び
　

構
造
を
実
現
し
て
ゆ
く
運
動

(O
h・
ω
O
"
b⊃O
"
HQQO
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て

こ
の
運
動
こ
そ
が
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
合
理
的
な
も
の
の
領
域
の
拡
大
、
「拡

張
さ
れ
た
理
性
」
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
他
方
で
、
こ
う
し
た
超
越
の
運
動
の
成
果
が
よ
り
包
括
的
な
合
理
性
と

し
て
働
く
た
め
に
は
、
そ
れ
が
身
体
と
い
う
場
で

(そ
し
て
そ
れ
と
相
関
的
に

世
界
の
う
ち
で
)
定
着
さ
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
く
ば

「実
存
の
転

調
」
が

「
そ
れ
が
自
己
を
表
現
す
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
霧
散
し
て
し
ま
う
」

(勺
担

ミ
①)
瀞
ら
で
あ
る
。
こ
の
定
着
の
現
象
を
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は

「沈

澱
」
な
い
し

「獲
得
」
、、と
呼
ん
で
い
る
。
彼
の
い
う
沈
澱
と
は
、
ご
く

一
般
的

に
い
え
ば
、
「
世
界
に
対
す
る
あ
る
態
度
が
た
び
た
び
確
証
さ
れ
る

(。
o
亭

守
言
αo
)
と
、
そ
れ
が
我
々
に
と

っ
て
特
権
的
な
態
度
と
な
る
」
(団
即

㎝
霹
)

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば

「
習
慣
的
な
世
界
内
存
在
」
(§
"
)

が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
る

「沈
澱
物
」

は
過
去
の
活
動
の
単
な
る
残
滓
と
い
っ
た
、
惰
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
こ
か
ら
は
世
界

へ
と
向
け
た

「
指
向
性
の
糸
」
が
発
し
て
お
り
、」
そ
の
お

か
げ
で
我

々
は
、
そ
う
し
た
獲
得
物
を
沈
澱
さ
せ
た
最
初

の
行
為
な
り
態
度
な

り
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
体
現
さ
れ
て
い
る
身
体

の
用
い
方
を
、

一
か
ら
や

り
直
す
こ
と
な
く
、
「す
で
に
そ
こ
に
あ
る
」
も
の
と
し
て
あ
て
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る

(勺
即

扇
H)。
メ
ル
ロ
H
ポ

ン
テ
ィ
が

「習
慣
的
身
体
」

(℃
国
鴇
也
。。
"μOω
)
な
い
し

「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス

(ゲ
四互
言
ω)
」
(勺
押
ドOρ
G。。。㊤b
ミ
)
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と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
沈
澱
物

・
獲
得
物
の
こ
と
で
あ
り
、
知
覚
が

「先
行
し
た
構
成
の
沈
澱
物
」
を
利
用
し
て
い
る
と
か
、
知
覚
主
体
の

「あ
る

種
の
過
去
」
(勹
即

ωb。①)
を
想
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

知
覚
の
主
体
が
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
蹴
ら

な
い
。
さ
ら
に
超
越
が
生
み
出
す
新
た
な
構
造
は
、
沈
澱
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

そ
れ
自
体
既
成
の
構
造
と
な
り
次
な
る
超
越
を
準
備
す
る
の
で
あ

っ
て
㍉
そ
れ

ゆ
え
沈
澱
や
獲
得
と
い
っ
た
現
象
は
、
現
在
に
お
け
る
行
為
を
動
機
づ
け
、
未

来
を
準
備
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
過
去
、
す
な
わ
ち

「伝
統
」
を
形
成
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
以
上
の
よ
う
な
メ
ル

ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
は
あ
る
難
点
を

抱
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
『知
覚
の
現
象
学
』
は

〈我

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
思
う
〉
「か
ら

〈我
れ
能
う
〉

へ
.と
移
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
古
典
的
知
覚
理

論
の
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
し
、
知
覚
に
お
け
る
合
理
性
の
到
来
を
捉
え
よ
う
と
す

ヘ

へ

る
。
し
か
し
な
が
ら
な
に
ゆ
え
に

〈
我
れ
能
う
〉
が

〈
我
れ
思
う
〉
と
違

っ
て

一
般
性

・
匿
名
性
と
い
う
合
理
性
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ーー
ポ

ソ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
知
覚
対
象
を
そ
れ
と
し
て
構
成
す
る
の
は
身

体
の
運
動
的
な
指
向
性
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
あ
る
対
象
を
知
覚
し
、
そ
れ
を

了
解
す
る
と
は
、
そ
の
対
象
の
う
ち
に
沈
澱
し
て
い
る
運
動
指
向
性
が
自
己
の

身
体
の
う
ち
に
喚
起
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
知
覚
の
合
理
性

は
こ
う
し
た
指
向
性
が

一
般
的
な
も

の
で
あ
る

(O
h
勺
即

㎝
§

こ
と
を
証
言

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
知
覚

さ
れ
た
対
象
に
意
味
を
与
え
る
よ
う
な

運
動
指
向
性
を
放
射
す
る
身
体
図
式

(行
動
の
構
造
)
は
、
個
人
的
な
技
能
の

獲
得
に
よ

っ
て
個
人
的
に
再
編
成
さ
れ
た
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

よ
り
は
、
ま
さ
に
間
身
体
的
に
成
立
し
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
道
具
な
ど
の
文
化
的
対
象
の
知
覚
に
お
い
て

一
層
は

っ
き
り
す
る

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ピ
ア
ノ
を
そ
れ
と
し
て
知
覚
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
し

も
そ
の
演
奏
法
を
修
得
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

つ
ま
り
あ
る
対
象
を
ピ
ア
ノ

と
し
て
知
覚
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
身
体
の
用
い
方
は
、
間
主
観
的
に
共
有

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
は
身
体
の
指
向
性
で
あ
る

「作

動
的
指
向
性

(=
暮
Φ
a
o
目
農
鼠

o
忌
『ρ暮
Φ)
」
を

「
作
用
指
向
性

(一、巨

o
亭

什δ
昌
昌
巴
ま

α
、簿
9
0
)」
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

〈
我
れ
能
う
〉
の
特
権

性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
区
別
が
は
ら
む
問
題
に

つ
い
て
は
こ
こ
で

立
ち
入

っ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
明
ら
か
に
こ
の
区
別
は
、
せ

い
ぜ
い
身
体

の
描
き
出
す
世
界
性
が

一
般
的

・
匿
名
的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
実
際
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
「
ひ
と
が
私
に
お
い
て
知
覚
す
る
」
と
定
式

ヘ

へ

化
さ
れ
る
知
覚
の
主
体
は

〈
我
れ
能
う
〉
で
は
な
く
、
む
し
ろ

〈
ひ
と
能
う

(O
昌
唱
o
畧
)
〉
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
は

「
幻
影
肢
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
「習
慣
的
身
体
」

と

「
現
勢
的
身
体
」
と
い
う
区
別
を
導
入
し
た
。
現
勢
的
身
体
と
は

「現
実
に

私
が
自
由
に
す
る
も
の

(o
o
ρ
q
Φ
器

ヨ
曽巳
Φ
碧
窪
巴
Φ
言
Φ暮
)
」
(勺
担

⑩。。)
の

相
関
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
習
慣
的
身
体
と
は

「
ひ
と
が

一
般
に
自
由
に
す

る
こ
と
の
で
き
る
屯
の

(o
Φ
ρ偉
.8

娼
Φ暮

日
p。
巳
興
)
」
(§
鉢
O
』●℃
拶

μ8
)
の

そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

〈我
れ
能
う
〉
、
〈
ひ
と
能
う
〉
に
相
当
す

る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
幻
影
肢
を
こ
の
身
体
の
二
つ
の
層
の
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間
の
齟
齬
と
し
て
、
あ
る
い
は
患
者
が
も
は
や
自
分
の
も
の
で
は
な
く
な

っ
た

習
慣
的
身
体
に
固
着
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

(㌧
担

o刈-。。)。
と

こ
ろ
で
、
四
肢
を
切
断
し
た
患
者
は
そ
れ
に
よ

っ
て
あ
る
種
の
行
動
を
も
は
や

遂
行
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
に
関
連
し
た
対
象

(切
断
さ
れ
た
四
肢
が
関
与
す
る
運
動

の
図
式
を
沈
澱
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
対

象
)
の
知
覚
が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
知
覚
の
対
象
は

「
ひ

と
が

一
般
に
自
由
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
と
い
う
様
態
で
捉
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
麺
。
と
す
れ
ば
現
勢
的
身
体
・
〈
我
れ
能
う
〉
で
は
な
く
習
慣

的
身
体
、
〈
ひ
と
能
う
〉
こ
そ
が
知
覚

の
主
体
で
あ
る
と
考
え
る
0
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
健
常
者
に
お
い
て
こ
の
身
体
の
二
層
が
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
論
じ
て
は

い
な
い
の
で
、
そ
の
区
別
が
彼
の
知
覚

理
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も

く
我
れ
能
う
V
を
知
覚
の
主
体
と
す
る
こ
と
は
、

匿
名
的

・
一
般
的
な
主
体
の
う
ち
に
個
別
性
を
密
輸
入
す
る
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
樋

・

あ
る
い
は

「習
慣
的
身
体
」
と
い
う
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ソ
テ
ィ
の
用
語
法
そ
の
も

の
の
う
ち
に
、
こ
う
し
た
困
難
の
根
を
み
て
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
メ
ル
ロ

ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
主
体
と
し
て
の
身
体
を
成
立
さ
せ
る
超
越
と
沈
澱
と
い
う
現
象

の
パ
ラ
ダ
イ
ム

(の

一
つ
)
と
し
て
習
慣

の
獲
得
を
あ
げ
て
い
る
。
だ
が

「習

慣
」
が
確
か
に
既
成
の
身
体
図
式
を
利
用
し
な
が
ら
新
し
い
行
動
様
式
を
見
い

だ
し
、
そ
れ
を
身
体
図
式
、
「安
定
し
た
構
造
」
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
ぐ
ま
で
個
人
的
な

「実
存
の
拡
張
」
で
あ
る
。
言

う
な
ら
ば
習
慣
の
獲
得
は

「
私
に
と

っ
て
自
由
に
し
得
る
も
の
」
の
領
野
を
開

く
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

「
我
れ
能
う
」
の
水
準
で
達
成
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
が
た
だ
ち
に
匿
名
的

・
一
般
的
な
主
体

(〈
ひ
と
能
う
V)
の
運
動
性
に
統

合
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し

「沈
澱
」
と
い
う
現
象
が

一
般
的
な
主
体
と
し
て
の
身
体
を

つ
く
り
あ
げ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
ひ
と
が

一
般
に
自
由
に
し
得
る
も
の
」
を
制
度
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
「
沈

澱
」
と
い
う
現
象
が
間
主
観
的
な
行
動

・
知
覚
様
式
、

一
般
的
な

「身
体
の
用

い
方
」
、
要
す
る
に

く
ひ
と
能
う
V
を
成
立
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
捉

え
る
た
め
に
習
慣
の
獲
得
と
は
ま
た
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
渉
必
要
だ

っ
た
は
ず
で

(20
)

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
点
を
追
究
す
る
こ
と
は
本
稿
の
限
界
を
超
え
て
お

り
、
今
後

の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

『知
覚
の
現
象
学
』
が
試
み
た
の
は
、
知
覚
経
験
の
構
造
の
多
様
性
と
可
変

性
を
確
保
し
な
が
ら
知
覚
さ
れ
た
世
界
が
持

つ
実
在
性
を
理
解
す
る
こ
と
、
い

い
か
え
れ
ば
知
覚
の
様
式
を
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
決
定
す
る
い
か
な
る
原
理
を
も

想
定
す
る
こ
と
な
く
、知
覚
的
合
理
性
と
い
う
現
象
を
捉
え
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は

「拡
張
さ
れ
た
理
性
」
が
現
代
的
な
課
題
で
あ
る
と
す

る
問
題
意
識
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
未
解
決
の
問
題
点

に
も
関
わ
ら
ず
、
沈
澱
と
超
越
の
弁
証
法
と
い
う
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
ィ
の
枠
組

み
は
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
あ
る
特
定
の
身
体
の
用
い
方
が
特
権
的

・

一
般
的
に
成
立
し
て
い
る
の
は
、過
去
に
お
け
る
知
覚
的

・
運
動
的
実
践
が
「沈

澱
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
実
践
は
と
い
え
ば
、
や
は
り

そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
身
体
図
式
に
よ

っ
て
可
能
に
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。だ
が
こ
の
実
践
は
時
と
し
て
す
で
に
成
立
し
て
い
た
構
造
を
揺
る
が
し
、
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そ
の
再
編
成
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
の
言
う

「超
越
」
で
あ
る
。
「超
越
」
は
行
動

の
構
造
が
変
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、

「沈
澱
」
.は
特
定
の
行
動
様
式
が
ア

・
プ
ゾ
オ
リ
な
保
証
な
し
に
特
権
的

・
一

般
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
…
。
こ
の
よ
ヶ
に
、
超
越
と
沈
澱
に
よ

っ
て
成
立
す
る
身
体
、
我

々
の
用
語
法

で
言
え
ば

〈
ひ
と
能
う
〉
を
知
覚
の
主

体
ど
す
る
こ
と
に
よ
ゆ
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
は

「拡
張
さ
れ
た
理
性
」
に
哲

学
的
な
基
礎
を
与
え
る
た
め
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
6
。

注(
1
)

メ
ル
ロ
凵
ボ

ン
テ
ィ
.の
著
作
か
ら

の
引
用
に
際
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て
、
次
に
あ
げ

る
も
の
に
関

」

ジし

て
は
略
号
を
用

い
、
ぺ
.ー
ジ
数
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を
本
文
中
に
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。
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な
み
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マ
デ

ィ
.ソ

ン
も
合
理
性

の
問
題
が
メ
ル

ロ
ーー
ポ

ソ
テ

ィ
の
哲
学
に
お
い

て
中

心
的

な
位
置
を
占
め

て
い
た

こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を

「有

意
味

で
合
理
的

な

世
界

の
存
在

と
い
う
問
題
」

(蕁
ミ
・も

μ
⑩
〉
と
定
式
化
し
て

い
る
。

(
4
)
崔
巴
厨
o
P

&
鉢
も

・b。
り
O
●
(強

調
引
用
者

)

.(
5
)
例

え
ば
次
を
参
照

。
℃
押

G。
G。
ω
山
Q。
メ

ω
◎。
り
'
ま
た
、
竃
①
二
〇
碧

七
〇
暑
ざ

]≦
`

.
ミ
墅
§

ミ
き

§
骨
昏
ミ

留

さ
§
羹

ミ
鬟
ミ

§

昏§
お

N
逡

℃
-竈

鼬

"
お
。ぴ
。。
慟
臣

幣

ユ
o
霧

O
旨

霞
罍。
"
娼
歹

H
謡

-目
置

・

(6

)

メ

ル

ロ
ーー
ポ

ソ
テ

ィ
自

身

も

『
知

覚

の
現

象

学

』

に

お

い
て

こ
の

パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
に

二
度

言

及

し

て

い

る

(】…》勺
"
ω
O
"
蔭
b∂
α
)
。

(7
)
=
巴

$
雫
勹
§

§

ミ
ボ
さ

忌
§

き

蕊
礎
昏
ミ

惣
さ
§

ミ
…
も

≒

H
.

(8
)
竃
①
二
Φ
躄
も
自

蔓
L
≦
・》
卜
鳴
特
丶
§
ミ

魯

ミ

慧
§
鷽
味脳§

ミ

。。8

偽§
的魯
ミ
§
q8

特
ミ
§
魯
ミ
冬

爵

μ
㊤
G。
P

国
α
一菖
§

ω
O
旨

贄
9
も

・盟

.

(9
)
K

・
コ
フ
カ

(鈴
木

正
彌
監
訳
)
『
ゲ

シ

ェ
タ
ル
ト
心
理
学

の
原
理
』
、

一
九

八

八
年
、
福
村

出
版
、
八
九
-
九
〇
頁

、
を
参
照
。
た
だ
し

こ
こ
で

「
見
え
る
」
と

い
ヶ

こ
と
の
意
味

を
限
定

し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

二
人

の
人
間

が
隣
接
す
る

二

つ
の
地
点
か
ら
同
じ
方
向
を
向

い
た
場
合
、

(
ほ
ぼ
)

同
じ
視
覚

的
刺
戟

を
受
容

す
る
こ
と
に
な

る
、
と

い

っ
た
些
末
な
事
柄
が
問
題
な

の
で
は
な

い
。
さ
て
、
確

か
に
あ
る
場
面

に
お

い
て
は

、
も
し

二
人

の
人
物
が
あ
る
視
覚
対

象
の

「客
観
的
」
な
諸
特
性
ー

対
象
が
も
つ
物
理

・
化
学
的
性
質
お
よ
び
生
理

学
的
に
規
定
さ
れ
た
感
覚
器
官
の
能
力
の
関
数
と
し
て
の
ー

に
関
し
て
意
見
を

同
じ
く
し
さ
え
す
れ
ば
、
彼
ら

は
同
じ

も
の
を

「
見

て
い
る
」
と
言
う

こ
と
も

で

き
よ
う
。
し
か
し
パ

.ッ
ト
ナ
ム
が
言
う

よ
う

に
、
家
具
と

い
う
も

の
を
も
た
な

い

文
化
に
属
す
る
個
人
が
我

々
の
部
屋
を
記
述
す

る
と
す
れ
ば
、
彼

の
報
告
は
た
と

え
真

(需
ロ
Φ
)

で
あ

っ
て
も
適

切

な

(巴

①
ρ
β
讐
o
)
も

の
で

は
な

い
だ

ろ
う

.

(勺
ロ
言

9。β

出
こ
幻
霽

ωo
ジ

ぎ

き

亀
§
織
霾

登
§

H
㊤
Q。
H
匂
O
o
日
訂

達
oq
①
q
巳
く
①
邑

蔓

㌧
話
ω
ω
も

」
ω
c。
)
。

つ
ま
り
我

々
が
知
覚
的
合
理
性
を
論
じ
る

に
際
し

て
問
題
と
す

る

の
は
、
我

々
の
行
動

や
他
者

と
の
交
流

の
舞
台
と
な
り
う
る
よ
う
な
も

の
と
し

て
の
知
覚
さ
れ
た
世
界

で
あ

る
。
こ
れ
は
本
稿
が
パ

ヅ
ト
ナ

ム
の
言
う

「
広

い
意

味
で

の
合
理
性
の
基
準
」

(焼守
ミ
ご
b
.ド
G◎
刈
)
を
採
用
す
る

こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

.
な
お
、
本
稿

は
主
と
し
て
視
覚

を
例

に
と

っ
て
議
論
を
進
め
る
。
感
覚
様
相

の
相

違
は

こ
こ
で
の
議
論
に
は
本
質
的
な
関

わ
り
を
も
た
な

い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら

で

あ
る
。

(10
)
例
え
ば
恒
常
性
理
論
の
も
と
で
は

ミ

ュ
ラ
ー
に
リ
ア
ー
の
二
線
分
は
等
し
く
見

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
平
線
近

く
に
あ

る
月
も

コ
注
意
し

て
見
れ
ば
"
同

じ
大
き
さ
の
は
ず
だ
、
と
い

っ
た
具
合

に
。
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厂

(
11
)

メ

ル

ロ

目
ポ

ン
テ

ィ
自

身

が

と

り

あ

げ

て

い
る

も

の
に

つ

い
て

は

次

を

参

照

。

勹
担

旨

(国

σq
.ご

博
G。
O
心
(国

αq
.μ
)
.

(
12

)

N
9
μ
Φ
さ

即

竃

こ

目
『
Φ

勹
δ

三

①
巳

o
h

国
日
び
o
象

営

o
葺

》

ド
㊤
コ

℃

き

ミ
§

§
§

o
蔓

ミ

H
メ

]≦
輿

萬
昌
昜

冩
ご
げ
o
捧

℃
歹
H
QQ
O
-H
◎◎
Φ
.

(13
)
「
水
平

の
超
越

」
と
後
出

の

「
垂
直

の
超

越
」
と

の
対
比
は

マ
デ

ィ
ソ

ン
に
よ

る
。

言
僧
a
の
o
P

愚
.9
計

窓

●濫

-㎝
H
.
た
だ
し

「
水
平

の
超
越
」
、
「
垂
直

の
超
越
」

と

い
う
表

現
そ
の
も
.の
は
メ
ル
ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
も

『
シ
ー

ニ
ュ
』
収
録
の
論
文

「
間

接

的
言
語
と
沈
黙

の
声
」

で
用
い
て
い
る
。

(14
)
「身

体
図
式

」
と

い
う
概
念

に

つ
い
て
は
、
℃
即

H
一ト
・旨
S

(15
)
O
h。
℃
挿

bo
Q。
O
・bo
㊤
ω
"
ω
O
QQ
"
QQ
HQQ
"
ω
⑩
ρ

蔭
虧
N
ム
ト
GQ
.

(
16
)

M

・
シ
.エ
ー

ラ
ー

(飯

島
宗
享
他
編

)
『
シ

ェ
ー

ラ
ー
著
作

集

13
』
、
白

水
社

所
収

、
M

・
シ

ェ
ー

ラ
ー

(亀
井
裕

、
山
本
達
訳
)
「
宇
宙

に
お
け
る
人
間

の
地

位
」
、.
五
〇
頁
。

(
17
)
後

の

「
間
接
的
言
語
と
沈
黙
の
声
」
に
お

い
て
メ
ル

ロ
睦
ポ

ン
テ
ィ
は

こ
れ
を

「
首
尾

一
貫
し
た
変
形
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
な
る
。
ま
た

一
九
五
〇
年
代
半
ば
以
降

の

一
時

期

、
彼

の
思

索

の
前

景

に
登

場

す

る

こ
.と

に

な

る

「
制

度

(化

)

(=
づ
ω篝
口
口
o
巨
)
」

と
い
う
概

念
は
、
こ

こ
で
我

々
が

「
沈
澱
」
と

い
う
概
念

の

う
ち

に
期
待
し

て
い
る
の
と

ほ
ぼ
同
じ
含
意
を
も

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
だ

が

こ
れ
ら

に

つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
は
、
ま
た
別

の
機
会
に
譲
り
た

い
。

(
18
)
「
〔切
断
手
術

に
よ

っ
て
〕
も
は
や
私
に
は
そ
の
対
象
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で

き
な

く
な

っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し

て
私
は
そ

の
対
象
を
自
由
に
し
得
る
も
の
と

し
て
知
覚

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
た
め
に
は
、
そ

の
自
由
に
し
得

る
対
象

が
、

も

へ

私
が
現
実

に
自
由

に
す
る
も

の
で
あ

る
こ
と
を
止
め
、
ひ
と
が

一
般
に
自
由
に
し

あ

へ

あ

も

へ

も

へ

も

た

ヘ

へ

も

リ

ヘ

へ

得

る
も

の
、

(
…
)

い
わ
ば

そ
れ
自
体
と
し

て
自

由
に
し
得
る
も

の
と
な

っ
て
い

る
必
要
が

あ
る
。」

(勺
勺
b
Q。
.
強
調
原
著
)

(
19
)
確

か
に
ザ

ー
ナ
ー
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う

に

(N
塁
①
5

愚
.鼠
赴

㍗
鵠
O
)
、
竜

し
知
覚

の
主
体
が

匿
名
的

・
一
般
的

で
あ
り

、
つ
ま
り
は
身
体

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

.
今
度

は
な
ぜ
私
の
知
覚
を

「
私
」

の
知
覚
と
呼
ぶ

こ
と
が

で
き
る

の
か
が
問
題
と

な
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
知
覚
は
間
主
観
的
な
性
格
と
同
時

に
、
打
ち
消
し
難

い

私
性
を
も

っ
て
お
り
、」
そ

の
根
拠
を
理
解
す
る

こ
と
も
ま
た
哲

学
的

な
課
題

た
り

得

る
か
ら

で
あ
る
。
だ
が

一
般
性

・
匿
名
性
と
個
別
性
と
い
う
知
覚

の

二
面

に
、

そ
れ
ぞ
れ
習
慣
的
身
体
と
現
勢

的
身

体
と
い
う

「
二
つ
の
層
」

を
対
応

さ
せ
る
こ

と
は

、
必
ず
し
も
問
題

の
解
決
に
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
知
覚
が

も

つ
二
つ
の

.
要
求

は
決
し

て

一
つ
の
知
覚
主
体
の
う
ち
で
折
り
合
わ
さ
れ
る

こ
と
な
く
、

二
つ

の
層

で
別

々
に
達
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

(
20
)
メ
ル
ロ
H
ポ

ン
テ
ィ
が
超
越
と
沈
澱

の
弁
証
法
に

つ
い
て
語
る
も
う

一
つ
の
局

面
で
あ
る
言
語

に

つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
そ

の
本
性
か
ら
し
て
公
共
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
に
、
よ
り
適
切
な

モ
デ

ル
を
提
供
す
る
可
能
性
を
持

っ
て

い
る
。
し

か
し
な
が
ら

『
知
覚

の
現
象
学
』
に
お

い
て
は
言
語
そ

の
も

の
が
運
動
習
慣

と
の

類
比
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

(
こ
れ
が
彼

の
言
語
論

の
独
自
な
寄
与
で
も
あ
る
の
だ

が
)
た
め
に
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
な
問
題

へ
の
回
答
を
た
だ
ち
に
与
え
て
く

れ
る

こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
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