
「

第

五

省

察

」

の

隠

さ

れ

た

論

理

フ
ッ
サ
ー
ル
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
け
る

―

―

「
他
者
構
成
論
」
理
解
の
た
め
の
一
視
座

次

田

憲

和

―

―

一

序
論

他
者
問
題
と
超
越
論
的
方
法
の
限
界

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
他
者
論
に
つ
い
て
は
、
実
に
多
く

の
議
論
が
な
さ
れ
、
多
く
の
困
難
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
他

者
論
が
大
き
な
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
の
は
、

も
簡
単
に
言
っ
て
、
超

越
論
的
方
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
他
者
経
験
の

構
成
分
析
の
過
程
で
、
ま
さ
に
こ
の
超
越
論
的
理
論
自
身
の
方
法
論

的
特
質
が
、
そ
の
構
成
分
析
の
成
果
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
し
ま
わ
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
超
越
論
的
方
法
は
そ
も
そ
も

「
私
の
超
越
論
的
な
認
識
領
野

、

が
私
の
超
越
論
的
な
経
験
の
領
域
、
及
び
そ
の
中
に
総
合
的
に
含
ま

れ
て
い
る
も
の
を
越
え
な
い
」(

)

こ
と
を
前
提
す
る
限
り
で
、

122
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有
効
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず

「
他
者
構
成
」
に
お
い
て
は

「
自
我
の

、

、

内
在
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
「
他
我
の
超
越
」
が
、
必
然
的
に
要

．
．

請
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
構
成
分
析

と
方
法
の
矛
盾
」
を
止
揚
し
な
い
限
り

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
を

、

初
め
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
を
整
合
的
に
読
む
こ
と
は
で
き

な
い
ば
か
り
か
、
彼
の
超
越
論
的
方
法
に
は
致
命
的
な
欠
陥
が
残
ら

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
私
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
構

成
論
の
本
質
的
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
多
く
の
議
論

が
拠
り
所
に
し
て
い
た
の
と
は
異
な
る
一
つ
の
視
座
か
ら
論
じ
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
小
論
で
は

『
デ
カ
ル
ト
的
省

、
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察
』
の
「
第
五
省
察
」
の
他
者
構
成
論
を
主
テ
ク
ス
ト
と
し
て
取
り

上
げ
る
が
、
私
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
述
の
中
に
垣
間
見
え
は
す
る
も

の
の
、
彼
自
身
が
決
し
て
明
確
に
し
え
な
か
っ
た
論
理
を
指
摘
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
著
作
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
構
成
理

論
と
相
互
主
観
性
理
論
を
批
判
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
擁
護
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
、
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
、
ヘ
ル

ト
な
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
を
批
判
し
、
そ
れ
を
独
自
の
哲

学
へ
と
発
展
さ
せ
た
論
者
が
多
々
存
す
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者

論
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
論
者
は
む
し
ろ
希
少
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が

『
省
察
』
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
対
象
的
に

、

自
我
の
志
向
的
意
識
の
対
象
と
し
て

定
立
さ
れ
た
他
我

―

―

の
「
身
体
」
を
手
掛
か
り
と
す
る
他
我
経
験
の
途
は
、
我
々
の
経
験

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
他
我
経
験
の

も
一
般
的
で
か
つ

も
重
要
な
仕
方
の
、
少
な
く
と
も
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
者
は
一
方
で
事
物
と
同
じ
く
「
構

（
一
）

成
さ
れ
る
客
観
」
で
し
か
な
い
反
面
、
そ
れ
が
「
他
な
る
自
我
」
と

「

」

、

し
て

構
成
す
る
主
観

で
も
あ
る
と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
の
は

そ
れ
が
「
身
体
」
を
有
し
、
か
つ
ま
た
「
身
体
」
と
と
も
に
現
出
す

る
存
在
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
は
な
に
も
『
省
察
』
に
お
い
て
突
然

登
場
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
著
作
に
お
い
て
伏
線
が
引

か
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』

で
論
理
学
の
現
象
学
的
基
礎
づ
け
を
試
み
た
あ
と

「
記
述
的
心
理

、

学
の
超
越
論
化
」
を
経
て

『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
「
経
験
科
学

、

一
般
の
超
越
論
的
基
礎
づ
け
」
を
構
想
し
た

『
イ
デ
ー
ン
』
で
の

。

「
超
越
論
的
基
礎
づ
け
」
と
は

「
客
観
的
世
界
（
実
在
世
界

」
が

、

）

意
識
の
内
で
構
成
さ
れ
る
仕
方
を
「
領
域
的
存
在
論
」
と
い
う
古
典

的
枠
組
み
の
中
で
記
述
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
扱

う
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
け
る
「
他
者
構
成
論
」
は
、
そ
れ
だ

け
で
孤
立
し
た
問
題
系
を
成
す
も
の
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、

む
し
ろ

「
客
観
的
世
界
の
構
成
記
述
」
と
い
う
よ
り
広
汎
な
哲
学

、

的
企
図
の
一
環
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

「
存

、

在
論
的
問
題
」
の
不
可
欠
な
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際

『
イ
デ
ー
ン
』
第
二
巻
で
も

『
省
察
』
の
他
我
構
成
論
の
先

、

、

駆
と
な
る
分
析
が
、
未
成
熟
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目

に
値
す
る
。
客
観
的
世
界
の
構
成
を
記
述
し
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
は

「
物
質
的
事
物
」
だ
け
で
な
く
、
単
な
る
事
物
と
は
そ
の
存
在
性
格

を
異
に
す
る

「
身
体
」
や
「
心
」
さ
ら
に
は
「
精
神
（
人
格

」
を

、

）
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伴
っ
た
実
在
と
し
て
の
「
他
者
」
も
含
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
超
越
論
的
方
法
に
よ
っ
て
記
述
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
く
る

。

、「

」

「

」

わ
け
で
あ
る

ま
た

客
観
的
世
界

と
い
う
と
き
の

客
観
性

の
意
味
に
は
、
ど
の
主
観
に
と
っ
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
い
う
意
味

が
不
可
分
に
含
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
者
や
相
互
主
観

性
の
構
成
分
析
な
し
で
は
、
客
観
的
世
界
の
構
成
記
述
な
ど
到
底
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
限
り
に
お
い
て

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に

、

お
け
る
「
他
者
構
成
論
」
は

『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
提
起
さ
れ

、

た
、
実
在
世
界
の
「
存
在
意
味
」
を
超
越
論
的
構
成
の
立
場
か
ら
解

明
す
る
と
い
う
「
存
在
論
的
課
題
」
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
見
な
し
う

る
。
以
下
に
お
い
て
我
々
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
理
論
が
こ

の
存
在
論
的
課
題
を
成
し
遂
げ
る
過
程
で
、
自
我
と
同
じ
よ
う
に
意

識
を
備
え
た
他
我
の
構
成
記
述
に
必
然
的
に
行
き
当
た
り
、
ノ
エ
シ

ス

ノ
エ
マ
的
な
主
客
図
式
に
基
づ
い
た
、
単
純
な
そ
の
方
法
論
的

―
枠
組
み
を
よ
り
高
度
で
複
雑
な
も
の
へ
と
改
編
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
て
い
く
こ
と
を
論
証
し
た
い
思
う
。

二

「
自
我
の
二
義
性
」
と
「
第
一
次
的
還
元
」

本
小
論
で
は
『
省
察

、
特
に
そ
の
「
第
五
省
察
」
に
お
け
る
他

』

者
構
成
理
論
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
た
め
の
鍵
の
一
つ
が
「
意
識
の

二
重
性
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

『
デ
カ

、

ル
ト
的
省
察
』
に
先
立
つ
、
一
九
一
三
年
の
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻

の
、
例
え
ば
第
五
二
節
に
お
い
て

「
一
方
に
お
い
て
意
識
は
、
そ

、

の
う
ち
に
お
い
て
す
べ
て
の
超
越
的
な
も
の
が
構
成
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
結
局
は
何
と
い
っ
て
も
心
理
物
理
的
な
全
世
界
も
構
成
さ
れ
る

絶
対
者
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
意
識
は
こ
の
世

界
の
内
部
に
従
属
し
た
実
在
的
出
来
事
で
あ
る
は
ず
の
も
の
で
あ

る
」(

)

、
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
こ

III-130

で
言
わ
れ
て
い
る
「
意
識
の
二
義
性
」

つ
ま
り
、
意
識
は
一
方

―

で
「
絶
対
的
」
な
「
超
越
論
的
意
識
」
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
こ

の
超
越
論
的
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
の
一
部
と
し
て
、
外

界
に
心
理
物
理
的
に
依
存
し
て
い
る
「
実
在
的
意
識
」
で
あ
る
、
と

い
う
二
重
性

の
持
つ
意
義
は
、
筆
者
を
含
め
た
多
く
の
論
者
が

―

つ
と
に
指
摘
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
超
越
論
的
現
象
学
の
成

立
当
初
か
ら
、
そ
の
構
成
理
論
と
還
元
理
論
に
お
い
て
、
大
き
な
意

義
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
こ
の
「
意
識
の
二
重

（
二
）

性
」
の
持
つ
構
造
的
特
質
は
「
自
我
の
二
重
性

、
引
い
て
は
「
他

」
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我
の
二
重
性
」
に
も
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、
し
か
も
、
こ
の
「
二
重

性
」
は
後
論
す
る
と
こ
ろ
の
「
循
環
構
造

「
自
己
関
係
性

「
相
互

」

」

包
含
性
」
な
ど
の
諸
概
念
と
も
密
接
な
連
関
を
有
し
て
い
る
。
本
論

の
主
張
の
一
つ
は

『
イ
デ
ー
ン
』
の
構
成
理
論
（
統
覚
理
論
／
統

、

握
理
論
）
の
み
な
ら
ず

『
省
察
』
に
お
い
て
も
、
実
は
こ
の
意
識

、

の
二
重
性
が
極
め
て
核
心
的
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る

『
省
察
』
の
他
者
構
成
論
が

『
イ
デ
ー
ン
』
に
そ
の
主
た
る

。

、

起
点
を
も
つ
、
広
義
の
存
在
論
的
課
題
の
う
ち
に
組
み
入
れ
ら
れ
る

、

。

も
の
で
あ
る
限
り

こ
の
こ
と
は
何
ら
奇
異
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う

本
節
で
は
こ
の
こ
と
を
『
省
察
』
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る
「
第
一
次

的
還
元
」
と
言
わ
れ
る
還
元
理
論
と
の
連
関
に
お
い
て
論
じ
よ
う
。

『
省
察
』
の
第
四
四
節
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
第
一
次
的

還
元
」
を
遂
行
す
る
が
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
概
念
に
つ
い
て

は
既
に
多
く
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
詳
細
に
解
説

す
る
こ
と
は
し
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
次

的
還
元
に
つ
い
て
は
様
々
の
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
、
他
我
に
関
す

る
直
接
的
お
よ
び
間
接
的
意
味
を
一
切
捨
象
し
た
あ
と
に

「
自
我

、

に
固
有
な
も
の
」
の
み
が
抽
出
さ
れ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
志
向
的
構
成
は
初
め
か
ら
相
互
主
観
的
か
つ
共
同
主
観
的

に
し
か
可
能
で
な
い
、
と
い
う
根
本
的
批
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ

ッ
サ
ー
ル
は
第
一
次
的
還
元
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
る
自
我
の
固
有

性
に
基
づ
け
ら
れ
た
か
た
ち
で
、
他
我
や
そ
れ
を
前
提
す
る
あ
ら
ゆ

る
規
定
性
が
構
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
階
層
状
の

構
成
様
式
は
虚
構
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
自
我
に
固

有
の
も
の
と
他
我
に
由
来
す
る
意
味
を
ま
と
っ
た
対
象
性
と
は
不
可

分
な
関
係
に
あ
る
、
あ
る
い
は
、
両
者
は
循
環
関
係
を
通
し
て
の
み

構
成
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
批
判
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
に

は
首
肯
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
本
論
で
は
主
題
的
に
論
じ

る
余
裕
は
な
い
。
本
小
論
の
論
旨
と
の
関
係
で
我
々
が
ま
ず
確
認
し

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
他
我
に
関
係
す
る
全
て
の
志
向
性
を
捨
象
す

る
操
作
で
あ
る
第
一
次
的
還
元
は
、
自
然
的
態
度
へ
と
逆
戻
り
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
切
り
開

か
れ
た
「
超
越
論
的
な
普
遍
領
域
の
内
部
」(

)

で
行
わ
れ
て
い

124

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
我
構
成
を
ほ
ぼ
論
述
し
終
え
た
「
第
五

省
察
」
の
後
半
で
も
「
他
者
経
験
及
び
客
観
的
世
界
の
構
成
に
関
し

て
我
々
が
行
っ
た
あ
い
連
関
す
る
諸
々
の
志
向
的
解
明
は
、
超
越
論

的
態
度
の
内
部
に
お
い
て
、
我
々
に
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
地
盤
の

、

、

」

上

す
な
わ
ち

第
一
次
領
域
の
構
造
的
分
節
の
上
で
遂
行
さ
れ
た
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(
)

と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
我
を
構
成
す
る
志

169
向
的
能
作
を
除
外
さ
れ
た
あ
と
に
残
る
、
自
我
の
「
固
有
性
領
域
」

「
第
一
次
領
域
」
も

「
超
越
論
的
自
我
」
の
内
部
に
位
置
付
け
ら

、

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
超
越
論
的
態
度
が
ま
さ
に
常
に

、

」

前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
た
前
提
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る

(
)

。

126と
こ
ろ
で
、
本
小
論
で
の
我
々
の
論
点
に
と
っ
て
、
第
一
次
的
還

元
に
関
す
る
限
り
で
も
う
一
つ
の
重
要
な
こ
と
は
、
超
越
論
的
領
域

に
第
一
次
的
還
元
を
施
し
た
あ
と
に
獲
得
さ
れ
る
自
我
の
固
有
領
域

の
う
ち
に
は
、
物
質
的
自
然
と
並
ん
で
、
自
我
の
「
身
体

、
お
よ

」

び
そ
れ
と
結
び
付
い
た
「
心

、
そ
し
て
両
者
の
統
一
体
と
し
て
の

」

「
人
間

自
我

、
さ
ら
に
、
そ
の
内
に
あ
っ
て
心
よ
り
も
高
次
の
意

―

」

識
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
人
格
的
自
我
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
自
我
は
実
在
世
界
の
中
に
そ
の
一
部
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
身
体
を
通
じ
て
外
界
と
心
理
物
理
的
な
因
果
関
係
を

取
り
結
ぶ
「
実
在
的
自
我
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
実
在
的
自

我
と
超
越
論
的
自
我
と
の
関
係
は

「
意
識
」
と
「
自
我
」
が
こ
こ

、

で
は
交
換
可
能
な
概
念
で
あ
る
限
り
、
先
に
挙
げ
た
『
イ
デ
ー
ン
』

に
お
け
る
二
種
の
意
識
の
間
の
相
関
関
係
に
そ
の
ま
ま
対
応
し
て
い

る
。
こ
の
「
実
在
的
自
我
」
と
「
超
越
論
的
自
我
」
と
の
関
係
を
理

解
す
る
こ
と
は
「
第
五
省
察
」
を
解
読
す
る
た
め
に
必
須
条
件
な
の

で
あ
る
が
、
そ
の
考
察
が
第
四
四
節
で
の
第
一
次
的
還
元
に
つ
い
て

の
論
述
が
終
わ
り
、
本
格
的
に
他
者
構
成
論
が
開
始
さ
れ
る
直
前
の

第
四
五
節
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
や
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

う
し
た
超
越
論
的
自
我
と
し
て
の
私
が
私
に
対
し
て
存
在
す
る
世
界

を
（
相
関
項
と
し
て
）
構
成
し
、
か
つ
、
さ
ら
に
引
き
続
き
構
成
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
構
成
さ
れ
た
世
界
全
体
の
内
部
に
、
人
間

的

人
格
的
自
我
と
い
う
通
常
の
意
味
で
の
自
我
と
い
う
名
の
も
と

―
に
、
世
界
化
的
自
己
統
覚
を
そ
れ
に
対
応
す
る
構
成
的
総
合
に
お
い

て
遂
行
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
自
己
統
覚
を
恒
常
的

に
妥
当
さ
せ
形
成
し
続
け
る
こ
と
に
お
い
て
保
持
す
る
の
で
あ
る
。

超
越
論
的
に
言
っ
て
こ
の
究
極
的
自
我
と
し
て
の
私
に
固
有
な
全
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
も
の
は
、
こ
の
世
界
化
に
よ
っ
て
心
理
的
な
も
の
と
し
て
の
私
の

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

心
の
中
に
入
り
込
む
。
私
は
こ
う
し
た
世
界
化
的
自
己
統
覚
を
見
出

．
．
．
．
．
．
．
．

す
、
そ
し
て
私
は
今
や
現
象
と
し
て
の
心
、
ま
た
人
間
と
い
う
現
象
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に
お
け
る
一
部
と
し
て
の
心
か
ら
、
普
遍
的
で
絶
対
的
な
自
我
、
つ

ま
り
超
越
論
的
自
我
と
し
て
の
私
に
還
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
超
越
論
的
自
我
と
し
て
の
私
が
客
観
的
世
界
と
い

う
私
の
現
象
を
私
に
固
有
な
も
の
へ
と
還
元
し
、
そ
れ
か
ら
今
私
が

私
に
固
有
の
も
の
と
し
て
見
出
す
そ
の
他
の
何
ら
か
の
も
の
を
付
け

加
え
る
な
ら
ば
（
私
に
固
有
な
も
の
は
そ
の
還
元
の
あ
と
に
は
も
は

や
他
な
る
も
の
を
含
み
え
な
い

、
こ
の
私
の
自
我
に
固
有
な
全
て

）

の
も
の
は
、
私
の
心
に
固
有
な
も
の
と
し
て
、
還
元
さ
れ
た
世
界
現

．

象
の
う
ち
に
お
い
て
再
び
見
出
さ
れ
う
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
私
の
心．

に
固
有
な
全
て
の
も
の
は
こ
こ
で
は
私
の
世
界
統
覚
の
要
素
と
し

て
、
超
越
論
的
に
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る

」(
)

。

130f

か
な
り
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
の
箇
所
は
「
第
五
省
察
」
の
行

論
全
体
に
と
っ
て
核
心
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

「
超
越
論
的
自
我
（
普
遍
的

絶
対
的
自
我

、

―

究
極
的
自
我

」
は

「
自
己
統
覚
」

別
言
す
れ
ば
「
自
己
客

／

）

、

―

観
化
」

に
よ
っ
て
、
自
ら
が
構
成
し
た
世
界
の
内
に
そ
の
一
部

―

分
と
し
て
、
そ
れ
自
身
を
も
構
成
す
る
、
す
な
わ
ち
、
自
己
構
成
を

．
．
．
．
．
．

遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
次
的
還
元
に
よ
っ
て
取
り
出

、

、

さ
れ
た

超
越
論
的
自
我
に
固
有
な(

)

も
の
の
一
切
は

eigenheitlich

「
世
界
化
的
自
己
統
覚
」
に
よ
り
、
世
界
の
内
部
に
実
在
す
る
「
人

間
的

人
格
的
自
我
」
の
「
心
（
心
理
的
な
も
の

」
の
内
部
に
移
し

―

）

入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「
超
越
論
的
自
我
」
と
「
実

、

在
的
自
我
」
と
の
間
の
「
自
己
関
係
的
循
環
構
造

、
つ
ま
り
、
超

」

越
論
的
自
我
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

上
の
引
用
の
論
脈
で
は
意

─

識
内
容
一
般
で
は
な
く
、
他
我
に
関
係
す
る
意
味
を
剥
奪
さ
れ
た
自

我
の
「
固
有
性
領
域
」
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る

が
、

─

そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
対
象
的
世
界
の
成
分
と
し
て
の
実
在
的

自
我
の
一
部
た
る
「
心
の
中
」
に
再
び
移
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い

う

「
全
体
と
部
分
」
の
間
の
自
我
論
的
な
「
相
互
包
含
関
係
」
が

、
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
構
成
さ
れ
た
実
在
的
自
我
は
、
そ
の

、

、

意
識
内
実
だ
け
を
と
れ
ば

超
越
論
的
自
我
と
同
一
な
も
の
で
あ
り

実
在
的
自
我
は
超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
の
中

に
、
後
者
と
同
一
の
内
容
を
保
持
す
る
も
の
と
し
て
包
含
さ
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
引
用
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
前
者
か

ら
後
者
へ
の
「
還
帰
＝
還
元
」
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
二
種
の
自
我
の
構
成
論
的
意
義
に
つ
い
て
の
議
論
は

ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
切
り
上
げ
、
次
の
節
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
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の
他
我
構
成
論
の
中
味
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
他
我

構
成
の
分
析
過
程
で
二
種
の
自
我
の
相
関
関
係
が
隠
さ
れ
た
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
後
に
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三

「
他
者
構
成
論
」
に
お
け
る
他
者
の
「
自
然
性
」

と
こ
ろ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
第
一
次
的
還
元
を
遂
行
し
た
あ
と
、

『

』

。

省
察

第
四
六
節
以
降
に
お
い
て
他
我
構
成
の
叙
述
を
開
始
す
る

第
一
次
的
還
元
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
我
の
固
有
性
領
域
は
「
第
一

次
的
超
越

「
内
在
的
超
越
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し

」

た
低
次
の
段
階
の
超
越
を
越
え
た
、
真
に
「
客
観
的
」
な
世
界
の
構

成
に
通
じ
る
高
次
の
超
越
、
す
な
わ
ち
、
他
我
に
由
来
す
る
意
味
を

含
ん
だ
と
こ
ろ
の
「
第
二
次
的
客
観
的
超
越
」
が
要
請
さ
れ
る

(
)

。
こ
の
第
一
次
領
域
を
「
志
向
的
底
層
」
と
し
て
、
こ
れ

vgl.136

に
基
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
我
の
固
有
存
在
を
完
全
に
超
越

。

、

す
る
よ
う
な
意
味
を
備
え
て
い
る
志
向
性
が
確
立
さ
れ
る

そ
し
て

そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
第
五
十
節
で
導
入
さ
れ
る

「
志
向
の
間

、

接
性(

)

」(
)

に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
知
覚
に
よ

M
ittelbarkeit

139

っ
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
と

不
可
分
に
共
同
し
た
か
た
ち
で
、
直
接
に
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
も
の

を
間
接
的
に
呈
示
す
る
「
付
帯
的
呈
示
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の

「

（

）
」

、

節
で

類
比
的
統
覚

類
比
化
的
統
握

と
い
う
概
念
を
用
い
て

。

、

よ
り
具
体
的
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

第
一
次
領
域
の
内
部
に
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
我
お
よ
び
他
我
の
身
体
が
含
ま
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
他
我
の
身
体
が
単
な
る
物
体
で
な
い
「
他

我
の
身
体

と
し
て
統
握
さ
れ
る
た
め
に
は

自
我
の
身
体
と
の

類

」

、

「

似
性
」
に
基
づ
い
て
、
自
我
の
「
身
体
統
覚
」
が
他
の
物
体
の
中
へ

移
し
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
我
の
身
体
は
「
こ
こ
」
に

あ
り
、
他
我
の
身
体
は
「
そ
こ
」
に
あ
る
が

「
私
が
そ
こ
へ
行
き

、

そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
私
自
身
も
同
じ
く
持
つ
で
あ
ろ
う
よ

う
な
空
間
的
現
出
様
式
」(

)

を
持
つ
も
の
と
し
て
他
我
は
統
覚

146

。

、「

」

さ
れ
る

す
な
わ
ち

私
が
あ
た
か
も
そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に

と
い
う
様
態
で
他
我
は
統
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る(

)

。
も
ち
ろ

vgl.148

ん
、
こ
こ
で
付
帯
的
な
い
し
間
接
的
に
に
呈
示
さ
れ
た
他
我
は
、
決

し
て
原
理
的
に
原
的
に
呈
示
（
知
覚
）
さ
れ
え
な
い
し
、
逆
に
言
え

ば
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
他
我
の
他
我
た
る
所
以
で
も
あ
る
。
以
上
の

よ
う
な
、
他
我
の
身
体
統
覚
の
構
成
段
階
に
続
い
て
、
他
我
の
身
体

的
振
る
舞
い
と
自
我
の
そ
れ
と
の
類
比
に
基
づ
い
て
、
さ
ら
に
「
よ
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り
高
次
の
心
理
的
領
域
の
一
定
の
内
実
」(

)

も
自
我
か
ら
他
我

149
へ
と
移
入
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
類
比
的
統
覚
に

つ
い
て
一
連
の
議
論
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
リ
ッ
プ
ス
か
ら
批
判
的
に

継
承
し
た
「
自
己
移
入
（
感
情
移
入

」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
広

）

く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
構
成
理
論
に
つ
い
て
は
、
他
我
認
識

は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
認
識
と
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
も

あ
り
え
よ
う
し

「
私
が
あ
た
か
も
そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に
」
と

、

い
う
様
態
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ト
な
ど
に
よ
る
周
知
の
有
名
な
批
判

が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
反
論
す
る
だ
け
の
余
裕
は
な
い
。
だ
が
、
フ

ッ
サ
ー
ル
の
議
論
の
際
立
っ
た
特
徴
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き

は
、
彼
が
他
我
を
あ
く
ま
で
対
象
と
し
て
現
出
し
て
い
る
身
体
を
通

し
て
構
成
し
よ
う
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
反

論
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
身
体
を
媒
介
と
し
て
し
か
他
我
が
他
我

、

、

、

と
し
て
与
え
ら
れ
え
ず

そ
れ
ゆ
え
ま
た

存
在
し
え
な
い
こ
と
は

少
な
く
と
も
常
識
的
に
は
否
定
し
え
ま
い
。
だ
が
、
身
体
を
媒
介
と

し
た
他
我
構
成
理
論
は
、
実
際
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
分
析
内
実
の
詳

細
の
成
否
は
別
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
原
理
的
問
題
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
第
五
省
察
」
の
他
者
論
に
お
け
る
フ

、

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．

ッ
サ
ー
ル
の
目
論
見
は
、
世
界
内
部
に
存
在
す
る
実
在
的
他
我
の
構

．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

成
記
述
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
超
越
論
的
自
我
と
同
格

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
「
超
越
論
的
他
者

「
超
越
論
的
他
我
」
の
構
成
記
述
を
行
う
こ

」

．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
我
と
他
我
の
二

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

つ
の
身
体
の
間
の
類
比
関
係
に
基
づ
く
構
成
理
論
で
実
際
に
記
述
分

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

析
さ
れ
て
い
る
の
は
、
身
体
と
結
合
し
た
「
心
理
物
理
的
人
間
」
と

．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

．

、

「

」

し
て
の
自
我
と
の
類
似
性
を
有
す
る

同
じ
く

心
理
物
理
的
人
間

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

と
し
て
の
他
我
で
し
な
か
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
例

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

え
ば
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
他
者
は
そ
れ
ゆ
え
自
我
に
固
有
な
も
の
の
類
似
者
と
し
て
の
み
考

え
ら
れ
る
。
他
者
は
必
然
的
に
そ
の
意
味
構
成
に
よ
っ
て
、
私
の
．
．
．

初
に
客
観
化
さ
れ
た
自
我
の
、
つ
ま
り
私
の
第
一
次
世
界
の
志
向
的

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

変
様
と
し
て
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
は
現
象
学
的
に
は
私
の

．
．

自
己
の
変
様
と
し
て
登
場
す
る

」(
)

。
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「
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
種
々
の
段
階
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く

共
同
体
の
解
明
で
あ
る
が
、
そ
の
共
同
体
と
は
他
者
経
験
に
よ
っ
て

直
ち
に
、
私
の
第
一
次
的
身
体
の
中
で
か
つ
そ
の
身
体
に
よ
っ
て
支
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配
し
て
い
る
第
一
次
的
な
心
理
物
理
的
自
我
た
る
私
と
、
付
帯
的
に

呈
示
さ
れ
て
経
験
さ
れ
た
他
者
と
の
間
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
共
同
体

で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
具
体
的
か
つ
根
本
的
に
考
察
す
れ
ば
、
そ

れ
は
私
の
モ
ナ
ド
的
自
我
と
他
者
の
モ
ナ
ド
的
自
我
と
の
間
に
打
ち

立
て
ら
れ
る
共
同
体
で
あ
る
。
共
同
体
と
い
う
形
式
に
お
い
て

初

、

、

に
構
成
さ
れ
る
も
の

他
の
全
て
の
相
互
主
観
的
共
同
性
の
基
礎
は

私
固
有
の
心
理
物
理
的
自
我
と
の
対
関
係
に
あ
る
、
他
者
の
身
体
お

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

よ
び
他
者
の
心
理
物
理
的
自
我
と
の
共
通
性
を
と
も
に
備
え
た
自
然

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
共
通
性
で
あ
る

」(
)

。
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少
々
分
か
り
づ
ら
い
が
、
先
の
引
用
中
の
「
客
観
化
さ
れ
た
自
我
」

と
は
後
の
引
用
中
の
「
心
理
物
理
的
自
我
」
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
変
様
体
と
し
て
の
他
我
も
同
様
に
「
心
理
物
理
的
他
我
」
で
し

か
な
い
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
二
つ
目
の
引
用
は
相
互
主
観

的
自
然
の
構
成
形
式
に
つ
い
て
論
じ
た
節
に
あ
る
の
で
、
引
用
文
全

体
の
議
論
の
主
眼
は
「
自
然
の
共
通
性
」
に
あ
る
が
、
そ
の
共
通
性

に
は
基
礎
と
し
て
「
超
越
論
的
」
で
は
な
い

「
心
理
物
理
的
」
意

、

味
に
お
け
る
、
自
我
と
他
我
の
共
通
性
が
関
与
し
て
い
る
旨
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
少
し
後
の
第
五
六
節
で
も

「
モ
ナ
ド
」
と

、

い
う
伝
統
的
概
念
を
援
用
し
て

「
私
は
構
成
的
に
原
モ
ナ
ド
で
あ

、

る
と
こ
ろ
の
私
か
ら
、
私
に
と
っ
て
他
な
る
モ
ナ
ド
、
言
い
換
え
る

と
心
理
物
理
的
主
観
と
し
て
の
他
者
を
獲
得
す
る
」(

)

と
書
か

157

れ
て
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
心
理
物
理
的
主
観
と
し
て
の
他
者
」
と

は

「
客
観
化
さ
れ
た
自
我
の
志
向
的
変
様
と
し
て
の
他
者
」
に
他

、
な
ら
な
い
。
自
我
の
超
越
論
的
領
域
に
特
殊
な
制
限
を
設
け
た
も
の

（
三
）

と
し
て
の
第
一
次
領
域
（
固
有
性
領
域
）
の
中
で
、
自
我
の
身
体
と

の
類
比
関
係
に
基
づ
い
て
、
他
我
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
他
我
は
身
体
を
備
え
物
理
的
空
間
中
に
実
在
す
る
心
理
物

理
的
存
在
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
段
階
で
は
、
他

我
は
あ
く
ま
で
超
越
論
的
自
我
に
と
っ
て
の
「
志
向
的
客
観
＝
ノ
エ

マ
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
超
越
論
的
自
我
と
「
等

根
源
的
」
で
あ
る
べ
き
「
超
越
論
的
主
観
と
し
て
の
他
我
」
に
は
、

。

、

、

到
底
到
達
し
え
て
い
な
い

と
い
う
よ
り

上
の
引
用
か
ら
す
る
と

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
意
図
も
、
実
在
の
一
部
と
し
て
身
体
の
中
に
位

置
付
け
ら
れ
た
、
心
理
物
理
的
自
我
と
心
理
物
理
的
他
我
が
、
超
越

論
的
自
我
の
「
内
部
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
一
連
の
動
機
づ
け
の

、

。

志
向
的
連
関
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う

も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
明
言
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
統
覚
さ
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れ
て
い
る
他
我
は
、
他
我
の
単
な
る
記
号
で
も
自
我
の
模
像
で
も
な

く
、
現
実
に
存
在
す
る
他
我
そ
の
も
の
で
あ
り
、
他
我
そ
れ
自
身
の

身
体
や
心
、
さ
ら
に
は
自
我
と
同
様
に
、
他
我
固
有
の
第
一
次
的
世

界
も
有
し
て
い
る(

)

。
す
な
わ
ち
、
自
我
に
と
っ
て
自
我
の

vgl.153

身
体
が
「
絶
対
的
こ
こ
」
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
自
我
に
と
っ
て
は

そ
こ

で
し
か
な
い
他
我
の
身
体
も

他
我
自
身
に
と
っ
て
は

絶

「

」

、

「

対
的
こ
こ
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
我
の
そ
れ
と
同
じ
く
他
我

そ
れ
自
身
の
第
一
次
的
世
界
の
中
心
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
少
な
く
と
も
「
第
五
省
察
」
の
第
四
八
節
か
ら
第
五
四
節

ま
で
の
他
我
構
成
論
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
超
越
論
的
他
者
の

、

「

」

構
成
過
程
で
は
な
く

超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て

そ
れ
自
身
の
内

で
遂
行
さ
れ
た
、
心
理
物
理
的
自
我
と
の
類
比
に
よ
る
、
同
じ
く
心

理
物
理
的
存
在
で
あ
る
他
我
の
構
成
で
し
か
な
い
と
い
う
点
は
強
調

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
―
一

他
我
構
成
論
に
お
け
る
「
他
我
の
二
重
構
造
」
の
意
義

こ
こ
で
先
に
『
イ
デ
ー
ン
』
の
引
用
を
も
と
に
確
認
し
た
「
意
識

の
二
重
性

「
自
我
の
二
重
性
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
自

」

我
の
二
重
性
は
、
別
の
論
脈
で
は
「
他
の
自
我
の
二
重
性
」
へ
と
読

み
替
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
他
我
の
二
重
性
」

に
容
易
に
変
換
さ
れ
う
る
。
前
節
で
述
べ
た
二
種
の
自
我
の
相
関
構

造
に
対
応
し
て
、
二
種
の
他
我
の
相
関
構
造
が
想
定
さ
れ
う
る
の
で

あ
り
、
こ
う
し
た
自
我
と
他
我
の
二
種
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み

『
省
察
』
に
お
け
る
錯
綜
し
た
他
我
構
成
の
論
理
構
造
の

、

解
明
に
一
条
の
光
が
当
て
ら
れ
る

「
第
五
省
察
」
の
初
め
の
部
分

。

に
置
か
れ
た
第
四
三
節
「
他
者
経
験
の
構
成
理
論
に
対
す
る
超
越
論

的
手
引
き
と
し
て
の
他
者
の
ノ
エ
マ
的

存
在
的
所
与
様
式
」
に
お

―

い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
早
く
も
次
の
よ
う
に
「
他
我
の
二
重
性
」
に

つ
い
て
述
べ
て
い
た
。

（
四
）

「
他
者
は
ま
さ
に
他
者
に
常
に
属
し
て
い
る
自
然
的
身
体
の
中
で
心

理
的
に
支
配
し
て
い
る
も
の
と
し
て
も
経
験
さ
れ
る
。
他
我
は
そ
の

．
．
．
．
．

よ
う
に
独
特
な
仕
方
で
身
体
と
絡
み
合
っ
て
、
心
理
物
理
的
客
観
と

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

し
て
世
界
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
私
は
他
者

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．

。

、

を
同
時
に
こ
の
世
界
に
対
す
る
主
観
と
し
て
経
験
す
る

す
な
わ
ち

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

こ
の
世
界
を
経
験
す
る
も
の
と
し
て
、
私
自
身
が
経
験
す
る
の
と
同

一
の
世
界
を
経
験
す
る
も
の
と
し
て
、
し
か
も
、
そ
の
際
私
を
も
経
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験
す
る
も
の
と
し
て
、
世
界
を
経
験
し
世
界
の
内
の
他
者
を
経
験
す

る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
の
私
を
経
験
す
る
も
の
と
し
て
、
私
は
他

者
を
経
験
す
る
の
で
あ
る

」(
)

。
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こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
が
先
に
述
べ
た
「
自
我
の
二
重

性
」
に
対
応
し
た
、
他
で
も
な
い
「
他
我
の
二
重
性

、
つ
ま
り
、

」

身
体
に
拘
束
さ
れ
「
世
界
の
内
部
」
に
実
在
す
る
「
心
理
物
理
的
客

観
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
世
界
に
対
す
る
主
観
」
で
あ
る
と
い
う

、

二
重
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
文
脈
か
ら
し
て

「
世
界
に
対
す
る
主

、

観
」
と
は
、
世
界
内
部
的
な
「
実
在
的
他
者
」
で
は
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
当
然

「
世
界
の
外
部
」
に
存
す
る
「
超
越
論
的
他
者
」
で

、

あ
ろ
う
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
論
的

自
我
に
よ
る
他
我
の
構
成
分
析
に
よ
っ
て
実
際
に
記
述
さ
れ
た
の

は
、
こ
の
二
種
の
他
我
の
う
ち
の
、
前
者
の
実
在
的
他
我
で
し
か
な

い
反
面
、
そ
れ
に
よ
っ
て

終
的
に
獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
後

者
の
「
超
越
論
的
他
我
」
で
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
明
確
に
考

え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
他
者
経
験
の
構
成
分
析
を
通
し
て
フ
ッ
サ

ー
ル
が
把
握
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
の
が
、
あ
く
ま
で
超
越
論
的

他
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て

「
第
五

、

省
察
」
後
半
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
疑
う
余
地
の
な
い
超
越
論
的
解
明
は
我
々
に
、
こ
う
し
た
実
証
的

言
表
の
超
越
論
的
正
当
性
を
示
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
具
体
的

に
把
握
さ
れ
た
超
越
論
的
自
我
（
こ
れ
は
超
越
論
的
還
元
の
中
で
は

さ
し
あ
た
り
未
規
定
的
な
地
平
と
と
も
に
そ
れ
自
身
を
自
覚
し
て
い

る
）
は
、
そ
の
第
一
次
的
固
有
存
在
の
う
ち
で
自
己
自
身
を
把
握
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
超
越
論
的
他
者
経
験
と
い
う
形
式
に
お
い
て

他
者
を
、
し
か
も
他
の
超
越
論
的
自
我
─
こ
れ
は
も
は
や
原
初
性
と

．
．
．
．
．
．
．
．

端
的
な
必
当
然
的
明
証
に
お
い
て
与
え
ら
れ
ず
、
外
的
経
験
の
明
証

に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
─
を
把
握
す
る
と
い
う
こ

．
．
．
．
．

と
も
示
し
た

」(
)

。

。
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「

」

「

」

、

他
我

と
は

他
の
自
我

で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
限
り

．
．

自
我
に
関
し
て
妥
当
し
た
こ
と
は
一
定
の
保
留
を
付
け
加
え
れ
ば
、

原
則
的
に
は
他
我
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
前
記
の

よ
う
に
、
二
種
の
自
我
の
相
関
構
造
が
存
す
る
以
上
、
二
種
の
他
我

の
相
関
構
造
も
同
様
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う

「
自
我

「
意
識
」
な

。

」

ど
の
概
念
と
同
様
に

「
他
我

「
他
者
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
備
え

、

」
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て
い
る

「
実
在
的
／
超
越
論
的
」
二
種
性
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い

、

る
、
論
理
的
連
関
を
正
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、

他
我
の
「
実
在
的
／
超
越
論
的
」
な
二
重
構
造
が
、
他
者
論
に
お
い

て
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
の
洞
察
が
こ
れ
ま
で
の
「
第
五

省
察
」
の
読
解
に
お
い
て
欠
け
て
い
た
点
で
あ
る

「
第
五
省
察
」

。

、

、

の
読
解
に
お
い
て

も
重
要
な
こ
と
は

実
在
的
他
者
の
構
成
分
析

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

つ
ま
り
、
心
理
物
理
的
人
間
と
し
て
の
他
者
に
つ
い
て
の
経
験
の
志

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

向
的
動
機
づ
け
の
連
関
の
解
明
が
、
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
他
我

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

へ
と
至
る
「
手
引
き
機
能
」
を
果
た
す
と
い
う
か
ら
く
り
を
洞
察
す

．
．
．
．

．
．
．
．
．

．
．
．
．

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
本
小
論
第
二
節
の
引
用
文
に
お
い
て

「
超

、

越
論
的
に
言
っ
て
こ
の
究
極
的
自
我
と
し
て
の
私
に
固
有
な
全
て
も

の
は
、
こ
の
世
界
化
に
よ
っ
て
心
理
的
な
も
の
と
し
て
の
私
の
心
の

中
に
入
り
込
む(

)

と
述
べ
ら
れ
て
い
た

こ
こ
で
の

私

eintreten

」

。

「

に
固
有
な
も
の
」
は
「
意
識
内
容
全
般
」
へ
と
拡
大
し
て
読
み
替
え

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
引
用
文
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に

世
界
化
的
自
己
統
覚
に
よ
っ
て

部

、

、

「

分
（
人
間
の
心
／
心
理
的
な
も
の

」
の
内
へ
と
「
全
体
（
究
極
的

）

）
」

、

自
我
／
超
越
論
的
自
我

が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て

両
者
の
間
に
は
「
自
己
関
係
的
循
環
構
造
」
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き

特
有
の
連
関
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
超
越
論
的
他

。

」

、

「

」

、「

」

我

は

そ
れ
が

超
越
論
的

で
あ
る
限
り

超
越
論
的
意
識

と
同
質
の
存
在
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら

『
イ
デ
ー
ン
』
に

、

お
い
て
主
に
確
立
さ
れ
た
超
越
論
的
方
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
依

拠
す
れ
ば
、
そ
れ
は
身
体
を
含
む
実
在
全
般
か
ら
純
化
さ
れ
た
「
純

粋
意
識
」
で
あ
ろ
う
。
他
方

「
実
在
的
他
我
」
と
は
「
心
理
物
理

、

．
．
．
．
．

．
．

．
．
．
．

（
五
）

的
人
間
」

『
イ
デ
ー
ン
』
で
の
定
義
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で

―

．
．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

も
な
く

「
心
理
物
理
的
人
間
」
と
は
「
心
」
と
「
物
体
＝
身
体
」

、

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

．
．

．

．

．
．

．
．

と
の
二
重
統
一
体
に
他
な
ら
な
い

あ
る
い
は
、
よ
り
厳
密
に
言

―

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

え
ば
、
そ
の
「
心
的
部
分
」
に
他
な
ら
ず
、
し
か
も
、
自
我
の
場
合

．
．

．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．

．
．
．

．
．
．
．
．

と
同
じ
く

「
実
在
的
他
我
」
の
「
心
（
心
理
的
な
も
の

」
と
は
構

、

）

．
．
．
．

．
．
．
．
．

．

．

．
．
．
．
．
．

．
．
．

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
構
成
し
た
と
こ
ろ
の
「
超

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．

越
論
的
他
我
」
と
同
一
の
意
識
内
実
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
自
我
の

．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

場
合
と
同
様
に
、
他
我
は
「
超
越
論
的
他
我
」
と
し
て
世
界
全
体
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
実
在
的
他
我
」
の
「
心

．
．
．

的
内
容
」
と
し
て
、
構
成
さ
れ
た
世
界
の
一
部
な
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
二
種
の
他
我
の
間
に
は

「
全
体
／
部
分
」
の
「
相
互

、

包
含
的
循
環
関
係

、
換
言
す
れ
ば
、
他
我
は
そ
れ
自
ら
が
自
ら
の

」

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

内
部
で
構
成
し
た
も
の
の
一
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
、
奇
妙
な
自

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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己
関
係
的
連
関
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
―
二

超
越
論
的
他
我
へ
の
「
還
元
」
に
つ
い
て

さ
て
、
自
我
の
場
合
に
は
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
の
結
果
と
し
て

超
越
論
的
自
我
が
開
示
さ
れ
、
そ
の
あ
と
行
わ
れ
た
構
成
分
析
に
よ

っ
て
、
実
在
的
自
我
、
お
よ
び
実
在
的
自
我
と
超
越
論
的
自
我
と
の

間
の
自
己
統
覚
に
基
づ
く
相
互
包
含
関
係
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
他
我

の
場
合
は
、
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
構
成
分
析
の
成
果
と
し
て
得

ら
れ
た
も
の
は
、
超
越
論
的
他
我
で
は
な
く
心
理
物
理
的
人
間
と
し

て
の
実
在
的
他
我
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
、
心
理
物
理

的
他
我
の
「
心
」
と
超
越
論
的
他
我
の
意
識
内
容
の
「
同
一
性
」
を

手
掛
り
と
し
て
、
心
理
物
理
的
他
我
の
内
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

る
は
ず
の
超
越
論
的
他
我
を
顕
在
化
す
る
こ
と

「
実
在
的
他
我
を

、

．
．
．
．

超
越
論
的
他
我
と
し
て
捉
え
直
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

ー
ル
自
身
が
述
べ
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
我
々
が
こ
こ
で
何
と

／

／

し
て
も
洞
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

「
他
の

相
互
に

、

共
に
構
成
す
る
も
の
」
と
し
て
の
超
越
論
的
他
我
に
到
達
す
る
た
め

に
、
付
帯
的
呈
示
に
よ
っ
て
身
体
と
と
も
に
定
立
さ
れ
た
実
在
的
他

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

我
を
ま
ず
そ
の
「
身
体
へ
の
心
理
物
理
的
拘
束
性
」
か
ら
再
び
純
化

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

、

「

」

し

そ
れ
を
一
切
の
実
在
性
か
ら
純
化
さ
れ
た

他
な
る
純
粋
意
識

．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

と
し
て
捉
え
返
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
我
の
身
体

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

と
類
似
し
た
他
我
の
身
体
を
介
し
て
、
超
越
論
的
自
我
の
内
で
ノ
エ

マ
と
し
て
構
成
さ
れ
る
「
心
理
物
理
的
他
我
」
の
「
心
的
内
容
（
心

）
」

、

（

）

理
的
内
容

は

そ
れ
と
密
接
に
結
び
付
い
た
身
体
性

物
体
性

を
完
全
に
剥
ぎ
取
れ
ば

そ
の
ま
ま
超
越
論
的
他
我
そ
の
も
の
の

超

、

「

．
．
．
．

越
論
的
内
容
」
と
し
て
解
釈
し
う
る

「
超
越
論
的
他
我
」
と
「
実

。

．
．
．
．
．

在
的
他
我
」
が
そ
の
意
識
内
容
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
全
く
同
一
で

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

あ
る
か
ら
こ
そ
、
態
度
の
変
更
だ
け
で

「
実
在
的
な
も
の
」
か
ら

、

．
．
．
．
．
．

超
越
論
的
な
も
の

へ
還
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

構

「

」

。「

成
さ
れ
た
他
我
」
か
ら
「
構
成
す
る
他
我
」
へ
と
遡
る
こ
の
手
続
き

は

「
相
互
主
観
的
還
元
」

よ
り
正
確
に
は
、
そ
の
基
礎
的
段

、

―

階

と
特
徴
付
け
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
還
元
」
の

―

．
．
．

．
．

．

一
形
態
と
呼
ば
れ
は
し
て
も
、
通
常
の
語
義
で
の
「
構
成

、
な
い

」

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

．
．

．
．

「

」「

」

、

、

し

統
覚

統
握

と
は
決
し
て
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
い
し

ま
た

．

．
．

．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．

そ
の
よ
う
に
特
徴
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
我
を

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

「

」

「

」

、

脱
身
体
的

な

超
越
論
的

他
我
と
し
て
把
握
し
直
す
操
作
は
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そ
れ
を
「
構
成
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
構

成
す
る
も
の
」
と
し
て
把
捉
す
る
操
作
で
あ
っ
て

「
主
観
」
か
ら

、

「
客
観
」
へ
と
下
降
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
構
成
」
と
は
全
く
逆
の
、

「

」

「

」

。

客
観

か
ら

主
観

へ
と
遡
行
す
る
操
作
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

そ
れ
を
通
常
の
「
構
成
」
概
念
、
す
な
わ
ち

「
物
質
的
事
物
の
志

、

向
的
構
成
」
と
同
一
次
元
の
も
の
と
見
な
す
限
り
、
自
我
の
内
在
を

超
越
し
た
、
超
越
論
的
他
者
へ
と
至
る
途
は
永
遠
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま

ま
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
超
越
論
的
自
我
の
側
か
ら
す
れ
ば

「
構

、

成
」
と
「
還
元
」
と
い
う
相
異
な
る
二
種
の
手
続
き
を
介
し
て
開
示

、

、

「

」

さ
れ
る

実
在
的
他
我
と
超
越
論
的
他
我
と
い
う

二
種
の

他
我

、

、

概
念
の
間
の
関
係
構
造
は

超
越
論
的
他
我
自
身
の
側
か
ら
言
え
ば

他
我
そ
れ
自
身
の
構
成
機
能
に
よ
っ
て
、
自
我
と
同
様
に

「
世
界

、

化
的
自
己
統
覚
（
自
己
客
観
化

」
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
で
形
成

）

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

よ
り
大
局
的
な
視
点
か
ら
言
え
ば
、
実
は
二
種
の
「
自
我
」
概
念

．
．
．

．
．

．
．

な
ら
び
に
「
他
我
」
概
念

の
間
に
成
立
す
る
相
互
包
含

―

―

．
．
．
．

．
．

．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

的
な
循
環
構
造
は
、
実
は
現
象
学
の
超
越
論
化
の
当
初
か
ら
現
象
学

．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

が
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た

「
自
然
的
な
も
の
」
と
「
超
越
論
的

、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

．

．
．
．
．

な
も
の
」
の
間
に
成
り
立
つ
循
環
構
造
の
高
々
一
例
に
過
ぎ
な
い
。

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

還
元
理
論
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば

『
イ
デ
ー
ン
』
以
降
フ
ッ
サ
ー

、

ル
は

「
超
越
論
的
還
元
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
現
象
学
的
心
理
学

、

的
還
元
」
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
語
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
「
実
在

の
一
部
」
と
し
て
の
「
心
（
心
的
自
我
／
実
在
的
自
我
／
心
理
学
的

自
我

を
方
法
的
に
抽
出
す
る
操
作
に
他
な
ら
な
い
が

こ
の

心

）」

、

「

理
学
的
自
我
」
は
態
度
を
変
え
る
だ
け
で
、
そ
の
内
実
を
変
更
す
る

こ
と
な
く
、
超
越
論
的
に
解
釈
さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
二
種
の

還
元
に
は
「
超
越
論
的
現
象
学
」
と
「
現
象
学
的
心
理
学
（
志
向
的

心
理
学

」
と
言
わ
れ
る
二
学
問
が
対
応
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
両

）

者
の
学
が
「
並
行
関
係
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
と
き
も
、
こ
の
並
行
関

係
は
二
種
の
意
識
の
有
す
る
「
内
容
的
同
一
性
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る

『
省
察
』
で
も

「
志
向
的
心
理
学
は
、
し
か
し
な

。

、

が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
隠
さ
れ
た
か
た
ち
で
、
超
越
論
的
な
も
の
を
お
の

れ
の
内
に
有
し
て
い
る

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂
行
す
る
た

―

め
に
は
、
こ
の
心
理
学
の
志
向
的
成
果
を
内
容
的
に
変
更
す
る
こ
と

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

な
く
、
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
そ
の
究
極
的
な
意
味
へ
と
還
帰
さ
せ
る
、

．
．

究
極
的
考
察
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
」(

)

と
明
言
さ
れ

174

て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
究
極
的
反
省
」
と
は
超
越
論
的
エ
ポ

ケ
ー
に
他
な
ら
な
い
が
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
志
向
的
心
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理
学
の
内
容
が
変
更
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
心
理
学
的
自
我
が
超

越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
自
己
統
覚
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
己

関
係
的
循
環
性
と
私
が
名
付
け
る
独
特
の
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
る

か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。
二
種
の
意
識
の
内
容
的
同
一
性
は
、

第
一
次
的
還
元
の
結
果
得
ら
れ
る
「
自
我
に
固
有
な
も
の
」
の
み
で

は
な
く
、
意
識
内
容
一
般
に
つ
い
て
妥
当
し
う
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
が

考
え
て
い
た
こ
と
は
、
現
象
学
的
心
理
学
的
還
元
に
よ
っ
て
遂
行
さ

れ
た
分
析
成
果
が
、
そ
の
ま
ま
超
越
論
的
還
元
の
も
と
で
も
保
存
さ

れ
る
と
い
う
と
き
に
殊
更
保
留
を
付
け
加
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も

明
白
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
』

に
お
い
て
確
立
し
た
還
元
理
論
を
、
そ
れ
以
後
修
正
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
二
種
の
「
意
識
」
概
念
の
間
に
潜
む
同
一
性

と
差
異
性
の
微
妙
な
論
理
的
連
関
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
見
逃

す
べ
き
で
は
な
い
。

（
六
）

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
見
れ
ば
、
二
種
の
他
我
概
念
に
潜
む
独

特
の
自
己
関
係
的
循
環
構
造
は
、
実
は
他
で
も
な
い
第
四
三
節
に
お

い
て
、
既
に
あ
る
程
度
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ

．
．
．
．
．
．

で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
が
「
他
の
超
越
論
的
主
観
」
と
し

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

．
．

て
で
は
な
く
超
越
論
的
自
我
に
と
っ
て
の
対
象
で
あ
る
「
ノ
エ
マ
」

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．

と
し
て
与
え
ら
れ
る
仕
方

「
存
在
定
立
す
る
主
体
」
と
し
て
で
は

、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．

な
く
「
存
在
的
に
（
存
在
者
と
し
て

」
与
え
ら
れ
る
仕
方
の
分
析

）

．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

が

「
超
越
論
的
他
我
」
へ
の
「
手
引
き
」
と
し
て
機
能
す
る
の
で

、
．

．
．
．
．
．
．

．
．

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

あ
る

「
ノ
エ
マ
的

存
在
的
所
与
様
式
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と

。

―

こ
ろ
の
他
我
が
、
潜
在
的
に
は
同
時
に
超
越
論
的
他
我
そ
の
も
の
へ

の
通
路
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
超
越
論
的
他
我
へ
と
至
る
直
接
の
途

が
原
理
的
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
以
上

「
身
体
化
」
を
通
じ
て
「
構

、

成
さ
れ
た
他
我
」
か
ら

「
純
粋
意
識
」
と
し
て
の
「
構
成
す
る
他

、

我
」
へ
還
帰
す
る
と
い
う
複
雑
な
「
迂
路
」
を
経
て
し
か
、
他
な
る

超
越
論
的
主
観
へ
と
た
ど
り
着
く
途
は
な
い
。
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー

が
一
度
排
除
し
た
身
体
を
再
び
取
り
込
む
こ
と
で

「
構
成
す
る
も

、

の
」
か
ら
「
構
成
さ
れ
た
実
在
」
へ
と
下
降
し
、
さ
ら
に
そ
こ
で
も

「

（

）
」

、

う
一
度

脱
身
体
化

脱
実
在
化

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

「
構
成
す
る
純
粋
意
識
」
と
し
て
の
「
超
越
論
的
他
者
」
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る

「
私
が
私
の
内
に
お
い
て
志
向
的
に
構
成
し
た

。

客
観
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
私
の
内
に
あ
る
は
ず
の
な
い
真
の
超
越

論
的
他
我
た
り
う
る
の
か

と
い
う
他
我
構
成
を
巡
る
矛
盾
は

心

」

、「

」

「

」

、

理
物
理
的
他
我
の
構
成

と

超
越
論
的
他
我
へ
の
還
元

と
い
う

相
異
な
る
二
種
の
手
続
き
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

「
実
在
的
／
超

、
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越
論
的
他
我
」
の
関
係
構
造
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自

我
の
固
有
性
領
域
を
超
越
す
る
存
在
意
味
を
付
帯
的
呈
示
に
よ
っ
て

得
る
こ
と
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
他
我
は
、
そ
れ
が
構
成
さ
れ
た
実
在

的
主
観
で
し
か
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
や
は
り
依
然
と
し
て
、
自

我
の
超
越
論
的
領
域
の
内
に
し
か
位
置
し
え
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、

他
我
は
そ
の
超
越
論
的
純
粋
性
に
お
い
て
は
、
実
在
的
他
我
を
自
ら

の
志
向
的
内
在
に
お
い
て
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
当
の
超
越
論
的
自

我
を
も
超
越
す
る
、
他
な
る
純
粋
意
識
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
他
我

は
そ
う
し
た
超
越
論
的
存
在
へ
と
「
還
元
」

「
構
成
」
で
は
な

―

く

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
他
我
は
「
実
在
的
他
我

―
と
し
て
は
超
越
論
的
自
我
の
内
に
あ
り
な
が
ら
超
越
論
的
他
我
と
し

て
は
超
越
論
的
自
我
の
内
に
な
い
も
の
」
と
い
う
特
異
な
存
在
形
式

と
と
も
に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
七
）

五
―
一

「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
の
構
成
論
的
可
能
性

以
上
で
超
越
論
的
他
我
が
開
示
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
一
通
り
素

描
し
た
わ
け
で
あ
る
が

「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
の
存
立
構
造

、

を
理
解
す
る
た
め
に
は

「
第
五
省
察
」
第
五
六
節
に
お
い
て
提
示

、

さ
れ
て
い
る
「
実
的
分
離

「
実
在
的
分
離

、
お
よ
び
「
志
向
的
共

」

」

同
体
（
共
同
性

」
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と

）

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
省
察
』
第
五
六
節
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
八
）

「

、

、

、

も
ち
ろ
ん

他
者
の
体
験
か
ら
私
の
体
験
へ

そ
し
て
一
般
的
に

他
者
に
本
質
的
に
固
有
の
も
の
か
ら
私
に
本
質
的
に
固
有
な
も
の
へ

は
、
い
か
な
る
実
的
な
結
合
も
通
じ
て
い
な
い
限
り
、
他
者
の
モ
ナ

ド
は
私
の
モ
ナ
ド
か
ら
実
的
に
分
離
し
て
い
る
。
こ
の
分
離
に
は
ま

さ
に
実
在
的
分
離
、
す
な
わ
ち
私
の
心
理
物
理
的
現
存
在
を
他
者
の

心
理
物
理
的
現
存
在
か
ら
分
か
つ
世
界
的
分
離
が
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
実
在
的
分
離
は
客
観
的
身
体
の
も
つ
空
間
性
に
よ
っ
て
空
間
的

分
離
と
し
て
生
ず
る
。
他
面
に
お
い
て
、
前
に
述
べ
た
根
源
的
共
同

性
が
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
各
々
の
モ
ナ
ド
は
実
的
に

は
絶
対
的
に
閉
じ
た
統
一
体
で
は
あ
っ
て
も
、
他
者
が
私
の
第
一
次

性
へ
と
非
実
在
的
で
志
向
的
に
入
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
夢
の
中

で
入
り
込
ん
で
く
る
と
か
、
単
な
る
空
想
と
い
う
仕
方
で
表
象
さ
れ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
非
実
在
的
な
の
で
は
な
い
。
存
在
者
は
存
在

者
と
志
向
的
共
同
体
を
形
成
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
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は
原
理
的
に
独
特
の
結
合
で
あ
り
現
実
的
共
同
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
ま
さ
し
く
世
界
の
存
在
、
す
な
わ
ち
人
間
世
界
と
事
象
世
界
を
超

越
論
的
に
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る

」(
)

。

157

も
し
、
自
我
と
他
我
は
実
的
に
結
合
し
て
い
る
な
ら
ば
、
他
我
が
自

我
と
同
一
の
体
験
流
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
自

、

「

」

我
は
他
我
を
他
我
と
し
て
で
は
な
く

自
我
と
し
て

内
的
に
知
覚

す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自
我
と
他
我
が
実
的
に
結
合
し
て
い
な
い
の

は
明
白
で
あ
る
。
他
我
は
、
自
我
の
意
識
流
に
属
す
る
も
の
と
し
て

内
在
的
反
省
に
よ
っ
て
認
識
し
う
る
よ
う
な
存
在
性
格
を
そ
も
そ
も

有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
他
我
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自

我
と
他
我
の
「
実
在
的
分
離

「
世
界
的
分
離

「
空
間
的
分
離
」
は

」

」

ほ
と
ん
ど
全
て
同
義
で
あ
り
、
上
の
引
用
だ
け
で
明
快
に
説
明
さ
れ

て
い
る
。
志
向
的
関
係
は
定
義
か
ら
し
て
「
非
実
在
的
関
係
」
で
あ

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
空
間
的
に
分
離
し
た
実
在
物
の
間
に
は
志
向

的
関
係
は
成
立
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
超
越
論

的
」
意
味
で
の
相
互
主
観
性
は
成
立
し
え
な
い
。
だ
が
他
方
で
、
フ

ッ
サ
ー
ル
の
他
者
構
成
論
が
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
が

他
者
た
る
所
以
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
身
体
を
持
ち
、
同
じ
く
身
体
的

存
在
で
あ
る
自
我
か
ら
空
間
的
に
分
離
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
他
の
身

体
間
の
距
離
は
物
理
的
に
測
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
実
在
的
分
離
と
い
う
側
面
が
「
他
者
の
他
者
性
」

の
不
可
欠
な
一
契
機
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
疑
い
え
な
い
。

上
の
引
用
で
問
題
な
の
は

「
志
向
的
共
同
体
」
と
言
わ
れ
て
い

、

る
も
の
が
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
果
た
し
て
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
構
成
論
的
形
式
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
う
る
も
の
な
の
か
、
あ

る
い
は
、
そ
も
そ
も
超
越
論
的
方
法
の
枠
内
で
は
記
述
し
え
な
い
も

の
な
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
「
実
在
的
分
離
」
と
い
か
な
る
関
係
に

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

「
心
理
物
理
的
主
観
＝
客
観
」

。

と
し
て
の
他
我
は
、
同
じ
く
「
心
理
物
理
的
主
観
＝
客
観
」
で
あ
る

自
我
と
「
空
間
的
か
つ
実
在
的
に
分
離
」
し
て
お
り
、
し
か
も
、
両

者
と
も
超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
我

が
自
我
の
中
に
「
志
向
的
な
仕
方
で
入
り
込
ん
で
く
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
他
我
が
単
に
自
我
の
「
志
向
的
客
観
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
な
い
な
ら
ば
、
単
な
る
物
質
的

事
物
の
場
合
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に

。

、

「

」

は
何
の
困
難
も
存
し
な
い

し
か
し

他
我
が

心
理
物
理
的
客
観

「

」

。

で
は
な
い

超
越
論
的
他
我

で
も
あ
る
場
合
が
問
題
な
の
で
あ
る
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他
我
は
身
体
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
構
成
さ
れ
た
「
客
観
」
で
あ
る
に

も
拘
ら
ず
、
同
時
に
超
越
論
的
自
我
と
同
様
に
、
自
己
や
他
者
の
身

体
を
含
む
実
在
世
界
全
体
を
志
向
的
に
構
成
す
る
、
超
越
論
的
な
意

味
の
「
主
観
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
重

要
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
我
が
自
我
と
同
じ
く
超
越
論
的
存
在

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
我
と
自
我
の
関
係
は
「
複
数
の
主
観
が
共
に

構
成
す
る
」
と
い
う
「
超
越
論
的
共
同
性
」
を
充
足
す
る
の
み
な
ら

ず
、
複
数
主
観
が
他
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い

以
上

「
構
成
す
る
も
の
も
ま
た
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う

「
超
越
論

、

、

」

。

的
相
互
性

を
も
充
た
す
関
係
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る

実
在
世
界
内
部
の
事
物
と
同
じ
仕
方
で
、
心
理
物
理
的
他
我
が
超
越

論
的
自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で

両
者
が

志

、

「

向
的
に
結
合
し
て
い
る
」
と
場
合
に
よ
っ
て
は
言
う
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
在
的
自
然
の
一
部
と
し
て
構

成
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
実
在
的
自
然
の
一
部
で
し
か
な

い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
性
格
を
決

し
て
持
ち
え
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
自

ら
を
構
成
し
た
超
越
論
的
自
我
を
逆
に
構
成
し
返
す
こ
と
が
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
関
係
は
超
越
論
的
存
在
と
し
て

同
格
で
あ
る
は
ず
の
、
他
我
と
自
我
の
間
に
成
立
す
る
べ
き
「
対
称

」

。

的

可
逆
的

双
方
向
的
関
係

と
は
本
質
的
に
異
な
る
の
で
あ
る

／

／

そ
し
て

上
の
引
用
文
で

志
向
的
な
仕
方
で
入
り
込
む

と
か

志

、

「

」

「

向
的
共
同
体
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
別
の
箇
所
で

述
べ
ら
れ
て
い
る

「
私
の
自
我
と
他
な
る
自
我
の
共
存
、
私
の
志

、

向
的
生
と
他
者
の
志
向
的
生
の
共
存
」(

)

と
い
う
記
述
の
意
味

156

す
る
と
こ
ろ
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は

こ
こ
で
言
わ
れ
る

志

、

「

向
性
」
を
一
切
の
実
在
性
と
は
区
別
さ
れ
た
超
越
論
的
志
向
性
と
し

て
理
解
し
、
そ
の
特
殊
な
連
関
を
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五
―
二

「
超
越
論
的
他
我
」
の
構
成
可
能
性
と
「
超
越
論
的
相

互
構
成
」

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
超
越
論
的
連
関
を
可
能
に
す
る
の
が
先
の
視

座
、
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
他
我
の
意
識
内
容
は
心
理
物
理
的
人
間

と
し
て
他
我
の
心
理
的
内
容
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
後
者
は
脱
身
体

化
を
通
じ
て
前
者
へ
と
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、

超
越
論
的
自
我
の
ノ
エ
マ
的
対
象
に
過
ぎ
な
い
実
在
的
他
我
が
超
越

論
的
他
我
を
把
握
す
る
た
め
の
「
超
越
論
的
手
引
き
」
と
し
て
の
機
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能
を
果
た
す
と
い
う
視
座
で
あ
る
。
こ
の
視
座
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の

論
述
を
再
検
討
す
れ
ば

「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
と
い
う
概
念

、

に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
彼
自
身
が
明
確
に
説
明
し
え
な

か
っ
た
、
超
越
論
的
構
成
の
「
相
互
性(

)

」
に
関

W
echselseitigkeit

し
て
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
超
越
論
的

自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
で
は
、
他
我
は
物
理

的
空
間
の
一
部
分
た
る
身
体
中
に
埋
め
込
ま
れ
た
実
在
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
他
我
は
そ
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
一
切
に
対
し

て
超
越
論
的
構
成
機
能
を
行
使
し
え
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

他
我
に
と
っ
て
の
他
我
で
あ
る
超
越
論
的
自
我
を
構
成
し
え
る
は
ず

は
な
か
ろ
う
。
し
か
し

「
超
越
論
的
」
自
我
に
よ
る
「
実
在
的
」

、

．
．
．
．

．
．
．
．
．

．
．
．

な
ら
ぬ
「
超
越
論
的
」
他
我
の
認
識
を

そ
れ
は
本
来
の
語
義
に

―

．
．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．

お
け
る
「
構
成

（
あ
る
い
は
「
統
覚

）
で
は
な
く

「
構
成
さ
れ

」

」

、

．
．
．

．
．

．
．
．
．

．
．

．
．
．
．

．
．
．
．

た
も
の
」
か
ら
「
構
成
す
る
も
の
」
へ
と
遡
る
「
還
元
」
の
一
種
で

．
．
．

．
．

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．

．
．

．
．
．
．

あ
る
と
い
う
先
の
主
張
と
は
全
く
逆
に

拡
大
さ
れ
変
様
さ
れ
た

―

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．

意
味
に
お
け
る
「
構
成
」
と
再
定
義
す
る
な
ら
ば

「
超
越
論
的
自

、

．
．
．
．
．
．

．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．

我
が
超
越
論
的
他
我
を
構
成
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
超
越
論
的
他
我
の
構
成
」
と

は
、
物
質
的
実
在
に
つ
い
て
の
通
常
の
「
構
成
」
概
念
よ
り
一
階
高

い
位
階
の
、
つ
ま
り
、
二
階
（
メ
タ
レ
ベ
ル
）
の
「
構
成
」
概
念
─

．
．

．
．
．
．
．

．

．
．

．
．

す
な
わ
ち

「

実
在
全
般
を
構
成
す
る
も
の
』
の
構
成
」

と
な

、
『

―

．
．

．
．

る
。
こ
れ
に
対
応
し
て

「
超
越
論
自
我
」
と
い
う
概
念
も
、
実
質

、

「

」

、

的
に
は

メ
タ
超
越
論
的
自
我

と
呼
ぶ
べ
き
も
の

も
ち
ろ
ん

―

．
．

そ
う
い
う
言
い
方
が
実
際
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が

へ

―

と
変
質
す
る

「
超
越
論
的
自
我
が
超
越
論
的
他
我
を
構
成
す
る

。

(
)

」
と
い
う
表
現
は
『
省
察
』
に
は
な
い
も
の
の
、
そ

konstituieren

れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
「
他
の
超
越
論
的
自
我
を
把
握
す
る

．
．
．
．

(
)

」(
)

と
い
う
表
現
が
実
際
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
判

erfassen
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、「

」

、

断
す
れ
ば

超
越
論
的
自
我
に
よ
る
超
越
論
的
他
我
の
構
成

は

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
半
ば
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
さ
れ
た
事
態

．
．
．
．
．
．

で
あ
る
と
言
え
る

「
構
成
」
概
念
の
変
様
と
い
う
論
点
に
関
す
る

。

直
接
的
な
文
献
的
証
拠
が
き
わ
め
て
薄
弱
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ

は
こ
れ
ま
で
の
『
省
察
』
研
究
に
お
い
て
「
隠
さ
れ
た
論
理
」
に
止

ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
も
し
以
上
の
よ
う
に

「
超
越
論
的
自
我
に
よ
る
超

、

越
論
的
他
我
の
構
成
」
と
い
う
言
い
方
が
「
構
成
」
概
念
に
抵
触
し

、

、

な
い
と
す
る
な
ら
ば

こ
こ
で
構
成
さ
れ
る
他
我
も
自
我
と
同
じ
く

．
．
．

超
越
論
的
構
成
機
能
を
備
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら

「
超
越
論

、
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的
他
我
が
超
越
論
的
自
我
を
構
成
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
同
様
に

正
当
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に

「
超
越
論
的
他
我
に

、

よ
る
超
越
論
的
自
我
の
構
成
」
を
正
当
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
こ

と
は
、
そ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て

「
自
我
と
他
我
が
共
に
相
互
に

、

」

、「

」

「

」

構
成
し
合
う

と
い
う
意
味
で
の

相
互
構
成

や

共
同
構
成

と
い
う
構
成
形
態

通
常
の
「
事
物
構
成
」
と
は
次
元
が
異
な
る

―

の
正
当
化
を
も
可
能
に
す
る
。
「
超
越
論
的
他
我
」
も
、
そ
れ

―

（
九
）

自
身
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
超
越
論
的
自
我
」
で
あ

、

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
自
我
と
他
我
の
「
超
越
論
的
相
互
構
成
」
が

行
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
て
み
れ
ば
自
明
な
こ
と
で
も
あ
っ
て

「
構

、

成
す
る
も
の
」
と
い
う
身
分
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
両
者
は
共
に

「
等
根
源
的
」
な
超
越
論
的
存
在
で
あ
る
。
超
越
論
的
他
我
は
単
に

超
越
論
的
自
我
と
そ
れ
に
よ
っ
て
志
向
的
に
構
成
さ
れ
る
対
象
的
世

界
を
超
越
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
在
的
他
我
と
実
在
的
自
我
を
含

む
世
界
全
体
を
自
ら
の
内
在
領
域
に
お
い
て
志
向
的
に
構
成
し
て
い

る
は
ず
で
あ
り
、
実
在
的
自
我
を
構
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
超
越

論
的
自
我
を
も
（
言
葉
の
拡
大
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て

「
構
成
」

）

す
る
と
こ
ろ
の

「
他
な
る
超
越
論
的
自
我
」
と
し
て
存
在
し
て
い

、

る

「
構
成
す
る
も
の
も
ま
た
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う
構
成
的
相
互

。

性
は
、
無
媒
介
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
決
し
て
容
認
さ
れ
え

な
い
が
、
超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
身
体
を
介
し
て
「
構
成
」
さ
れ

た
心
理
物
理
的
他
我
か
ら
、
非
実
在
的
（
脱
身
体
的
）
な
超
越
論
的

他
我
へ
と
再
び
「
還
元
」
す
る
と
い
う
一
種
の
「
屈
折
」
を
自
ら
の

内
に
有
す
る
、
変
様
さ
れ
た
高
階
の
「
構
成
」
概
念
を
含
む
も
の
と

し
て
の
み
容
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

五
―
三

「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
の
存
在
構
造

自
我
が
他
我
を
構
成
す
る
の
と
同
等
の
権
利
を
持
っ
て
他
我
も
自

我
を
超
越
論
的
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、

も
原
初
的
な
形
態
の

「
超
越
論
的
相
互
主
観
性
」
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
一
人
の
自
我
と
一
人
の
他
我
の
間
の
相
互
主
観
性
の
構
成
論
的
形

式
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
応
用
問
題
と
し
て
、
よ
り
多
数
の
主
観

の
そ
れ
も
容
易
に
解
明
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身

が
『
省
察
』
の
中
で
解
明
し
切
っ
て
い
な
い
、
複
数
の
自
我
が
「
超

越
論
的
自
我
（
超
越
論
的
私

」
で
は
な
く
「
超
越
論
的
我
々
」
と

）

し
て
共
に
相
互
に
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
「
超
越
論
的
共
同
体

、
あ

」

る
い
は
「
相
互
モ
ナ
ド
的
共
同
体
」
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
も
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の
の
存
立
形
式
も
解
明
し
う
る
の
で
あ
る

複
数
の
自
我
な
い
し

モ

。

「

ナ
ド
」
の
存
在
構
造
は
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
論
理
が
理
解
で

き
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
に
原
理
的
な
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
前
出
の
引
用
に
再
び
目
を
遣
ろ
う
。
超
越
論
的
構
成
と
は

「
志
向
性
」
の
働
き
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
超
越
論
的
他
我
の
本

質
は
超
越
論
的
構
成
機
能
を
持
つ
志
向
性
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
超
越
論
的
自
我
が
「
超
越
論
的
（
非
実
在
的

」
他
我
を
構
成

）

す
る
こ
と
で
、
他
我
は
自
我
の
内
に
「
実
在
的
に
（
実
在
の
一
部
と

し
て

」
で
は
な
く

「
志
向
的
な
仕
方
で
入
り
込
ん
で
く
る
」
の
で

）

、

あ
る

「
自
我
に
よ
る
他
我
の
志
向
的
構
成
」
は
「
他
我
に
よ
る
自

。

我
の
志
向
的
構
成
」
と
結
び
付
く
が
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
相
互
構

（

）

、

成
が
諸
自
我

モ
ナ
ド

の
間
で
幾
重
に
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り

そ
れ
ら
は
実
在
的
に
で
は
な
く
志
向
的
に
結
合
し

「
志
向
的
共
同

、

体
」
や
「
志
向
的
共
存
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
形
成
さ
れ
る
、

と
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
諸
モ
ナ
ド
の
間
の
「
包
含

関
係
」
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
「
心
理
物
理
的

」

「

」

モ
ナ
ド

と
し
て
の
自
我
と
他
我
は
物
理
的
空
間
中
に

相
互
外
在

的
に
実
在
し
て
い
る
の
に
反
し
て

「
超
越
論
的
モ
ナ
ド
」
と
し
て

、

の
諸
自
我
は
相
互
に
関
係
し
構
成
し
合
う
こ
と
に
よ
り

「
志
向
的

、

相
互
内
在
」
と
い
う
か
た
ち
で
相
互
に
包
含
し
結
合
し
て
い
る
。
ま

た
、
自
我
は
自
我
と
「
自
己
同
一
的
に
合
致
す
る
」
と
言
え
る
と
す

れ
ば
、
類
比
的
統
覚
を
手
掛
か
り
に
し
た
他
我
構
成
理
論
の
成
果
を

踏
ま
え
て
、
自
我
と
他
我
は
「
類
似
性
」
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
疑

似
的
に
重
な
り
合
う
」
と
言
え
る
。
自
我
も
他
我
も
「
モ
ナ
ド
」
と

し
て

「
窓
」
を
持
た
な
い
自
己
完
結
的
な
「
絶
対
的
閉
域
」
で
あ

、

る
に
も
拘
ら
ず
、
諸
モ
ナ
ド
が
共
に
相
互
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り

志
向
的
に
連
関
し
合
う
の
で
あ
り
、
相
互
に
包
摂
し
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
疑
似
的
に
合
致
す
る
。
超
越
論
的
共
同
体
の
各
モ
ナ
ド
は
、
単

（
一
〇
）

な
る
相
互
離
在
的
な
諸
個
体
の
集
合
で
は
な
く
、
互
い
に
他
の
モ
ナ

ド
を
包
含
し
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
差
異
を
保
持
し
つ
つ
も
幾
重

に
も
合
致
し
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
諸
モ
ナ
ド
が
互
い
に
包
含
し
反

映
し
合
う
と
い
う
こ
と
は
諸
モ
ナ
ド
の
内
容
が
循
環
し
つ
つ
共
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
な
る
も
の
を
自
ら
の
契
機

と
し
て
止
揚
し
た
統
一
体
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
我
々

、
お
よ

」

（
一
一
）

び
「
我
」
と
「
我
々
」
の
超
越
論
的
構
造
は
単
純
な
ノ
エ
シ
ス

ノ
―

エ
マ
的
主
客
理
論
に
よ
っ
て
記
述
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
以
上
の

よ
う
な
「
モ
ナ
ド
論
的
循
環
関
係
」
を
考
慮
す
る
こ
と
に
お
い
て
の

み
把
握
で
き
る
の
で
あ
り
、
主
客
図
式
と
は
こ
う
し
た
循
環
構
造
全
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体
の
単
な
る
一
断
面
を
表
わ
す
抽
象
的
図
式
で
し
か
な
い
の
で
あ

る
。

─

─

六

結
語

相
互
主
観
性
理
論
と
超
越
論
的
方
法
の
変
質

と
こ
ろ
で
、
私
が
本
小
論
で
指
摘
し
た
「
第
五
省
察
」
の
問
題
性

と
本
質
的
に
同
一
の
問
題
性
は

実
は
イ
ゾ
・
ケ
ル
ン
に
よ
っ
て

フ

、

『

ッ
サ
リ
ア
ー
ナ
』
第
十
五
巻
『
相
互
主
観
性
』
の
「
序
論
」
の
中
で

早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
イ
ゾ
・
ケ
ル
ン
は
「
第
五
省
察
」
の

思
考
過
程
の
「
二
義
性
（

」
に
注
目
し

「
超
越
論

Z
w
eideutigkeit

）

、

的
他
者
の
反
省
的
哲
学
的
基
づ
け
（
基
礎
づ
け

、
お
よ
び
自
我
の

）

の
固
有
モ
ナ
ド
と
他
者
モ
ナ
ド
の
超
越
論
的
関
係
が
問
題
で
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
『
自
然
的
』
で
『
世
界
的
』
な
感
情
移
入
の
基
づ
け

（
動
機
づ
け
）
の
構
成
分
析
が
問
題
で
あ
る
の
か
？
」
と
問
う
た
あ

と

「
第
一
次
性(

)

へ
の
還
元
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う

、

P
rim

ordialität

に
述
べ
て
い
る

「
第
一
の
場
合
そ
れ
は
超
越
論
的
他
者
を
規
定
す

。

る
こ
と
に
関
す
る
、
自
我
の
固
有
モ
ナ
ド
を
規
定
す
る
た
め
の
超
越

論
的
還
元
の
方
法
で
あ
り
、
第
二
の
場
合
は
世
界
的
他
者
に
つ
い
て

の
自
然
的
経
験
の
構
成
分
析
の
方
法
で
あ
る
。
第
五
省
察
は
こ
の
二

つ
の
思
考
方
針
を
混
同
し
て
い
る
。
省
察
の
初
め
で
は
超
越
論
的
他

者
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
の
理
念
が
全
面
に
出
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
他

者
の
自
然
的
存
在
的
所
与
性
を
手
引
き
と
し
て
感
情
移
入
が
構
成
分

析
を
受
け
、

後
に
『
同
時
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
私
が
超
越
論
的

還
元
に
お
い
て
超
越
論
的
自
我
と
し
て
遂
行
し
た
解
明
に
お
い
て
、

私
は
必
然
的
に
超
越
論
的
他
者
と
し
て
の
他
者
に
至
っ
た
の
で
あ
っ

た
』
と
説
明
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
然
的
他
者
経
験
の
超
越
論
的

構
成
分
析
に
よ
っ
て
の
み
お
の
ず
か
ら
既
に
方
法
的
に
超
越
論
的
他

者
と
し
て
の
他
者
を
獲
得
し
た
と
確
信
し
て
い
た
い
う
こ
と
は
た
だ

あ
の
混
同
を
基
に
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
」(

)

。
彼
は
「
第

X
V
-X
X

．
．

五
省
察

全
体
の
二
義
性
や
第
一
次
的
還
元
の
二
義
性
を
単
な
る

混

」

「

」

、

、

同(
)

と
断
じ

否
定
的
に
し
か
評
価
し
て
い
な
い
が

V
erm

engung

こ
れ
と
は
全
く
逆
に
私
は
本
小
論
で
、
ケ
ル
ン
の
言
う
「
二
義
性
」

に
潜
む
、
二
種
の
「
モ
ナ
ド
（
他
者
／
他
我

」
概
念
、
す
な
わ
ち

）

「
実
在
的
モ
ナ
ド
」
と
「
超
越
論
的
モ
ナ
ド
」
の
間
に
成
り
立
つ
特

有
の
関
係
構
造
こ
そ
ま
さ
に

第
五
省
察

読
解
の
鍵
で
あ
り

世

「

」

、「

界
的
他
者
（
実
在
的
他
者

」
に
つ
い
て
の
自
然
的
経
験
の
動
機
づ

）

け
の
分
析
が
「
超
越
論
的
他
者
」
を
哲
学
的
に
基
礎
付
け
る
た
め
の

手
引
き
と
な
り
う
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
も
そ
も
「
第
五
省
察
」
全
体
の
二
義
性
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
応

し
た
、
自
我
や
他
我
の
二
義
性
は
単
な
る
「
曖
昧
さ
」
で
は
な
く
、

既
述
の
ご
と
く

「
自
然
的
な
も
の
」
と
「
超
越
論
的
な
も
の
」
と

、

の
間
に
存
す
る
必
然
的
な
循
環
構
造
の
一
形
態
で
あ
る
。
超
越
論
的

エ
ポ
ケ
ー
と
は
自
然
的
態
度
の
単
な
る
「
否
定
」
で
は
な
く
、
言
わ

ば
そ
の
「
止
揚
」
で
あ
っ
て
、
自
然
的
な
も
の
は
超
越
論
的
エ
ポ
ケ

ー
の
あ
と
も
独
特
の
変
容
を
被
り
つ
つ
、
超
越
論
的
な
も
の
の
「
契

」

。

機

と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

先
の
ケ
ル
ン
の
言
い
方
が
不
適
切
な
の
は
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て

捉
え
ら
れ
る
心
理
物
理
的
人
間
と
し
て
の
他
我
も
自
我
も
、
そ
の
超

越
論
化(

超
越
論
的
解
釈)

に
よ
っ
て
決
し
て
抹
消
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
「
心
理
物
理
的
（
実
在
的

」
で
あ
る
と
同

）

時
に
「
超
越
論
的
」
で
も
あ
る
と
い
う
、
意
図
的
に
積
極
的
意
義
を

担
わ
さ
れ
た
独
特
の
関
係
構
造
の
内
へ
と
否
定
的
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
が
充
分
洞
察
し
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
叙
述
か
ら
我
々
が
洞
察
す
べ

。

き
方
法
論
的
要
件
は
、
他
者
構
成
の
分
析
過
程
で
、
ノ
エ
シ
ス

ノ
―

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．

．

エ
マ
的
な
主
客
図
式
に
基
づ
く
構
成
理
論
は
、
他
我
構
成
を
含
む
高

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

次
の
構
成
段
階
を
記
述
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
一
面
的
で
硬
直
し
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

理
論
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
否
応
無
く
暴
露
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

超
越
論
的
方
法
は
、
そ
れ
が
主
に
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て

初
に

．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．

、「

」

確
立
さ
れ
た
と
き
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
通
し
と
は
裏
腹
に

構
成

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．

「

」

、

概
念
の
拡
大
と
超
越
論
的
構
成
の

相
互
性

を
容
認
す
る
こ
と
で

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

単
純
な
主
客
理
論
を
止
揚
し
、
よ
り
複
雑
で
高
度
な
「
超
越
論
的
モ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．

ナ
ド
論
」
へ
と
変
質
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
さ

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．

に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
種
の
「
他
我
」
概
念
が
他
我

．
．
．
．
．
．
．
．

構
成
理
論
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
一
種
の
還
元
を
吸
収

す
る
こ
と
で
変
様
を
被
っ
た
、
メ
タ
レ
ベ
ル
の
「
構
成
」
概
念
と
し

．
．
．
．
．
．

．
．

．
．

「

」

、

て
の
み

超
越
論
的
他
我
の
構
成

は
正
当
化
さ
れ
う
る
と
い
っ
た

本
小
論
に
お
け
る
一
連
の
論
点
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
論
の
本
質

を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
必
須
条
件
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
主
観
性
を
巡
る
諸
々
の
ア
ポ
リ
ア
が

悉
く
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
省
察
』

に
お
け
る
記
述
を
修
正
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
書
い
た
、

晩
年

の
膨
大
な
草
稿
の
一
端
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
他
者
構
成
理
論
は
超

越
論
的
方
法
に
、
さ
ら
な
る
よ
り
深
刻
な
諸
ア
ポ
リ
ア
を
突
き
つ
け

。『

』

、

る
も
の
な
の
で
あ
る

省
察

は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
全
著
作
の
中
で

も
形
而
上
学
的
色
彩
が
顕
著
な
著
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、
モ
ナ
ド
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論
的
な
相
互
主
観
性
理
論
は
、
超
越
論
的
方
法
と
一
見
し
た
と
こ
ろ

相
容
れ
な
い
か
に
も
見
え
る
、
弁
証
法
的
論
理
に
も
接
近
す
る
の
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
諸
問
題
の
検
討
は
他
の
機
会
に
譲
り
、
フ

ッ
サ
ー
ル
の
相
互
主
観
性
理
論
が
多
く
の
未
だ
「
隠
さ
れ
た
ア
ポ
リ

ア
」
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
こ
と
を
も
っ
て
本
論
を
終

え
よ
う
。

註

,

『

』

フ
ッ
サ
ー
ル
著
作
集

(
H

usserliana.
E

dm
und

H
usserl

G
esam

m
elte

W
erke

)

か
ら
の
引
用
は
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
括
弧
の
中
に
示

H
aag

:
M
artinus

N
ijhof.

し
て
あ
る
が
、
巻
数
を
省
い
て
あ
る
引
用
は
全
て
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
か
ら

の
も
の
で
あ
る
。
鍵
括
弧
は
指
示
し
て
あ
る
箇
所
を
除
い
て
は
、
引
用
を
表
わ

す
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
全
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
引
用
は
原
文
の
忠
実
な
反
映
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
一
）
浜
渦
辰
二
氏
は
『
フ
ッ
サ
ー
ル
間
主
観
性
の
現
象
学

（
創
文
社
、
一
九

』

九
五
年
）
に
お
い
て

「
対
象
と
し
て
の
他
者
」
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
「
地

、

平
と
し
て
の
他
者
」
と
い
う
概
念
を
重
視
し
、
鷲
田
清
一
氏
は
「
他
者
の
現
象

学

フ
ッ
サ
ー
ル
の
〈
間
主
観
性
〉
理
論

（

人
称
と
行
為
』
所
収
、
昭
和

─

」
『

堂
、
一
九
九
五
年
）
の
中
で
、
匿
名
的
（
先
コ
ギ
ト
的
）
な
構
成
機
能
の
レ
ベ

ル
に
お
け
る
「
非
主
題
的

受
動
的
共
意
識
」
と
し
て
他
者
を
解
明
し
よ
う
と
し

―

て
い
る
。
紙
数
の
関
係
か
ら
詳
細
な
論
評
は
避
け
る
が
、
両
者
と
も
他
者
問
題

に
対
し
て
発
生
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
、
身
体
を
通
し
て
志
向
的
対
象
と
し

、

て
与
え
ら
れ
る
他
者
に
照
準
を
合
わ
せ
て
他
者
論
を
展
開
す
る
方
策
を
批
判
し

半
ば
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
断
言
す
る
だ
け
の
確
信
は
な
い
が
、

他
者
に
つ
い
て
の
「
非
措
定
的
意
識
（
非
定
立
的
意
識

」
さ
え
、
も
と
を
正
せ

）

ば
、
身
体
と
と
も
に
現
出
す
る
他
者
の
経
験
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い

か
？

（
二

「
他
我
構
成
」
は
「
自
己
統
覚
（
自
己
構
成

」
の
形
式
を
核
と
し
て
、

）

）

そ
れ
を
よ
り
複
雑
化
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
本
質
構
造
と
難
点
は
自
己

統
覚
理
論
に
お
い
て
、
よ
り
単
純
な
仕
方
で
表
さ
れ
て
い
る

「
他
者
」
も
「
自

。

我
」
と
同
じ
く
、
世
界
を
包
越
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
世
界
の
中
に
そ
の。

一
部
と
し
て
存
在
し
て
も
い
る
と
い
う
特
異
な
存
在
形
式
を
有
す
る
の
で
あ
る

本
論
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に

「
自
己
統
覚
の
論
理
」
に
つ
い
て
論
じ
た

、

拙
論
「
自
然
主
義
的
存
在
論
の
隘
路

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
領
域
的
存
在
論
」

─

に
お
け
る
「
超
越
論
的
構
成
」
の
「
自
己
関
係
的
構
造
」

（

近
世
哲
学

─
」
『

研
究
』
第
４
号
、
一
九
九
七
年
、
京
大
・
西
洋
近
世
哲
学
史
懇
話
会
編
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。
ま
た

「
自
我
」
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

、

ハ
ン
セ
ン
著
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
超
越
論
的
自
我
と
具
体
的
自
我

―の
関
係
』
の
中
に
、
平
易
で
は
あ
る
が
問
題
の
核
心
を
突
い
た
議
論
が
見
ら
れ

D
as

V
erhältnis

von
transzendentaler

und

る(
E
lling

Schw
abe-H

ansen,

,
Solum

konkreter
Subjektivität

in
der

P
hänom

enologie
E

dm
und

H
usserls

F
orlag

A
/S
,
O
slo,

1991,
W
ilhelm

F
ink

V
erlag

G
m
bH

&
C
o.

K
G
,

)

。

M
ünchen,

1991.

（
三

「
モ
ナ
ド
」
と
は
「
自
我
」
と
ほ
ぼ
等
価
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
超

）

越
論
的
自
我
」
で
あ
る
の
か
「
実
在
的
自
我
」
で
あ
る
の
か
は
、
こ
の
概
念
だ

け
で
は
特
定
さ
れ
な
い
。
発
生
論
的
分
析
の
成
果
を
盛
り
込
ん
で
、
単
な
る
抽

象
的
な
自
我
極
と
し
て
の
自
我
で
は
な
く
、
地
平
的
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
潜
在

「

」

的
な
意
識
内
容
を
も
含
め
た
具
体
的
自
我
の
全
体
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は

モ
ナ
ド

と
呼
ん
で
い
る
。

（

）

「

」

四

シ
ュ
ッ
ツ
は

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
超
越
論
的
相
互
主
観
性
の
問
題
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と
い
う
論
文
の
中
で

「
ノ
エ
マ
的

存
在
的(

)

所
与
様
式
」
と
い
う
表
現

、

―

ontisch

Studien
zur

が
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
不
明
と
し
て
い
る(

A
lfred

Schütz,

,
hrsg.

von
Ilse

phänom
enologischen

P
hilosophie.

G
esam

m
elte

A
ufsätze

III

)

「
ノ
エ
マ
的
」
と
い
う

S
chütz,

M
artinus

N
ijhoff,

den
H
aag,

1971,
p.

91.

。

表
現
は
頻
出
す
る
の
で
容
易
に
理
解
で
き
る
の
に
対
し
て

「
存
在
的
」
と
い
う

、

語
の
語
義
は
判
然
と
し
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
「
ノ
エ
マ
的
」
と
い
う
語

の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
対
象
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存

、

在
す
る
」
と
い
う
含
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
五
）
超
越
論
的
自
我
が
「
脱
身
体
的(

)

」(
)

と
い
う
存
在
性
格

leiblos
III-133

を
有
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
論
者
は
疑
念
を
抱
く
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
と
し
て
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
に
お
い
て
確
立
さ
れ

た
超
越
論
的
方
法
の
特
質
が
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も

そ
の
前
提
な
い
し
帰
結
の
一
つ
が
、
意
識
を
身
体
お
よ
び
実
在
世
界
と
の
因
果

連
関
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
存
在
論
的
操
作
を
含
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
問
題
な
の
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
巡
る
議
論
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
方
法

が
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
排
除
し
た
「
身
体
性
」
が
構
成
分
析
の
過
程
で
微
妙
な

仕
方
で
再
び
入
り
こ
ん
で
く
る

し
か
も
、
身
体
が
「
構
成
さ
れ
た
も
の
」

─

で
は
な
く
、
一
種
の
「
超
越
論
的
構
成
機
能
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て

と
─

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
身
体
問
題
は
他
者
問
題
と
酷
似
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

六

現
象
学
と
心
理
学
の
並
行
性

に
つ
い
て
は

省
察

第
五
七
節

内

（

）「

」

、『

』

「

部
心
理
学
的
解
明
と
自
我
論
的

超
越
論
的
解
明
と
の
並
行
性
の
説
明
」
に
お
い

―

て
も
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
本

質
を
理
解
す
る
に
は
充
分
で
は
な
い

こ
の
問
題
に
関
し
て
は

第
六
一
節

心

。

、

「
『

』

」

、

理
学
的
起
源

に
つ
い
て
の
伝
統
的
問
題
と
そ
の
現
象
学
的
説
明

に
お
い
て

興
味
深
い
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は

「
し
た
が
っ
て
、
現

、

象
学
的
研
究
の

大
限
の
部
分
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
純
粋
な
（
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
は
一
切
の
心
理
物
理
的
な
も
の
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
）
志
向

的
心
理
学
に
含
ま
れ
る
」(

)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

「
全
て
が
」
で

170

、

は
な
く

「

大
限
の
部
分
が(

)

」
と
述
べ
ら
れ
て

、

der
bei

w
eitem

größte
T
eil

い
る
こ
と
は

「
現
象
学
と
志
向
的
心
理
学
の
並
行
関
係
」
の
妥
当
性
の
限
界
に

、

つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

「
エ
ン

、

ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
論
文
」
に

も
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
、

、

、

こ
の
論
文
で
は

超
越
論
的
現
象
学
と
心
理
学
的
現
象
学
は
並
行
関
係
に
あ
り

im
Ineinander

im
plicite

「
相
互
の
内
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
合
っ
て
い
る(

)

」(
)

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
相
互
包

B
eschlossensein

IX
-294

含
性
」
や
「
並
行
性
」
と
い
う
概
念
は
、
筆
者
の
持
ち
出
す
「
循
環
性

「
自
己

」

関
係
性

、
あ
る
い
は
さ
ら
に
「
相
互
性
」
な
ど
の
概
念
群
と
密
接
に
連
関
し
て

」

い
る
。

（
七
）
①
超
越
論
的
自
我
へ
の
還
元
の
あ
と
に
、
②
第
一
次
的
還
元
を
行
い
、

そ
の
後
、
③
心
理
物
理
的
自
我
と
の
類
比
関
係
を
基
に
心
理
物
理
的
他
我
の
構

、

、

、

成
分
析
を
遂
行
し

さ
ら
に

そ
れ
を
④
超
越
論
的
他
我
へ
還
元
す
る
と
い
う

『
省
察
』
で
の
順
序
は
志
向
性
の
基
づ
け
構
造
に
則
っ
た
方
法
的
措
置
で
あ
り

（
も
っ
と
も
、
こ
の
志
向
性
の
基
づ
け
に
も
疑
問
が
あ
ろ
う
が

、
必
ず
し
も
我

）

々
の
実
際
の
他
我
経
験
に
お
け
る
発
生
的
順
序
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
自
我

認
識
に
他
我
認
識
が
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
し
、
自
我
は

他
我
と
同
時
発
生
的
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
自
我
認

識
と
他
我
認
識
は
相
関
的
で
あ
る
か
ら
、
他
我
認
識
を
獲
得
す
る
以
前
の
自
我

「

」

「

」

、

「

」

は

自
我
性

を
持
た
な
い

匿
名
的

意
識
で
あ
っ
て

こ
の

非
人
称
的

な
場
が
自
我
と
他
我
に
同
時
的
に
分
極
す
る
と
い
う
議
論
も
あ
る
が
、
こ
う
し

た
議
論
の
検
討
は
本
論
の
域
を
越
え
る
。

（
八
）
こ
こ
は
超
越
論
的
相
互
主
観
性
理
論
を
理
解
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要

な
箇
所
で
あ
る
が

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
以
下
の
よ
う
な
表
現
が

ヨ

、

『

ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
に
見
ら
れ
る

「
エ
ポ
ケ
ー
以
前

。

の
世
界
生
の
自
然
的

世
界
内
部
的
態
度
に
お
い
て
、
心
の
身
体
へ
の
局
所
化
に

―

よ
っ
て
相
互
外
在(

)

で
あ
っ
た
も
の
が
、
エ
ポ
ケ
ー
に
お
い
て
、

A
ußereinander
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純
粋
な
志
向
的
相
互
内
在(

)

に
転
化
さ
れ
る
」(

)

「
素
朴
な

Ineinander
V
I-259

、

実
証
性
あ
る
い
は
客
観
性
に
お
い
て
相
互
外
在
で
あ
る
も
の
が
、
内
側
か
ら
見

れ
ば
志
向
的
相
互
内
在
な
の
で
あ
る
」(

)

。
ま
た
、
あ
る
遺
稿
で
は
「
志

V
I-260

向
的
相
互
内
在
」
は
「
形
而
上
学
的
原
事
実
」
と
見
な
さ
れ

「
絶
対
者
の
相
互

、

内
在
」(

)
、
あ
る
い
は

「
諸
モ
ナ
ド
の
相
互
内
在
」(

)

と
も

X
V
-366

X
V
-368

、

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
九
）
実
際
、
晩
年
の
遺
稿
の
中
に
は

「
相
互
構
成(

)

」

、

W
echselkonstitution

「
相
互
認
識(

)

「
構
成
の
相
互
内
在
」(

)

な
ど
と

W
echselerkenntnis

X
V
-371

」

い
う
用
例
が
見
ら
れ
る
。

（
一
〇
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
遺
稿
の
あ
る
箇
所
で
「
自
我
と
汝
の
合
致

「
他
の
自

」

」

。

我
と
の
疑
似
的
合
致(

)
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る(

)
Q
uasideckung

vgl.X
V
-476

（
一
一
）
実
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
前
提
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
逆
に
、
以
上
の

議
論
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
超
越
論
的
相
互
主
観
性
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
客
観
的
自
然
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
諸
主
観
が
結

合
し
合
い
相
互
に
重
な
り
合
っ
て
共
同
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
象
的
側

面
を
成
す
と
こ
ろ
の
ノ
エ
マ
も
互
い
に
合
致
し
合
う
。
自
我
に
現
わ
れ
て
い
る

第
一
次
的
自
然
と
他
我
の
そ
れ
が
重
な
り
合
わ
な
け
れ
ば
、
諸
主
観
に
と
っ
て

「
同
一
の

「
客
観
的
」
な
自
然
は
決
し
て
構
成
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
志

」

向
的
共
同
体
の
成
員
と
し
て
の
諸
モ
ナ
ド
が
差
異
を
は
ら
み
つ
つ
も
疑
似
的
に

合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
一
の
自
然
が
超
越
論
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。



Die verborgene Logik der fünften Meditation
Ein Gesichtspunkt zum Verständnis von Konstitutionstheorie─

─der Anderen in der HusserlsCartesianischen Meditationen

Norikazu TSUGITA

Es ist lange gesagt worden, daß es viele Aporien hinsichtlich der Konstitutions-
theorie des alter ego in der Phänomenologie Husserls gibt. Viele Philosophen warfen
ihm vor, daß er mit seiner transzendentalen Methode das transzendentale alter ego
durchaus nicht fassen kann und was er dort beschrieb, nur die Art ist, wie das
transzendentale ego in sich selbst das reale bzw. psychophysische alter ego als
intentionales Objekt d. h. Noema konstituiert.

Ich möchte hier behaupten, daß ein besondere Zusammenhang zwischen den
zwei verschiedenen Begriffen von alter ego, welchen ich in dieser Abhandlung als
selbstbezügliche Zirkelstruktur bezeichnet, in der Konstitutionslehre der Anderen
eine große Rolle spielt. Das psychophysische alter ego, dessen konstitutive Analysen
in der Tat durch die fünfte Meditation von Husserl durchgeführt wurden, kann als
Leitfaden fungieren, um das transzendentale alter ego zu erfassen. Denn das erstere
ist identisch mit dem letzteren, insofern es den Bewußtseinsgehalt der beiden betrifft.
Während das alter ego als psychophysischer Mensch Einheit von Leib und Seele ist,
ist das transzendentale alter ego nichts anderes als reines Bewußtsein ohne Leib d. i.
Körper. Was Husserl in der fünften Meditation klarer und deutlicher erklären sollte,
ist daß man das psychophysische alter ego, indem ihm alle Leiblichkeiten und
Realitäten durch und durch entrissen werden, zum anderen reinen Bewußtsein
reduzieren muß.

Die Konstitution des transzendentalen alter ego muß, meiner Meinung nach, zu
einer höheren Dimension als intentionale Konstitution der materialen Natur gehören.
Zugleich muß sie auch aus zwei verschiedenen Verfahren der Konstitution des
realen alter ego und seiner Reduktion zum reinen d. i. transzendentalen alter ego
bestehen. Dieses rechtfertigt ferner die konstituierende Möglichkeit des
transzendentalen alter ego und die wechselseitige Konstitution zwischen vielen
transzendentalen Ichs. Die transzendentale Intersubjektivität und Gemeinschaft
stellen sich dadurch heraus, daß viele Subjekte d. h. Monaden sich einander
konstituieren, sich aufeinander intentional beziehen und sich miteinander decken.
Die Subjekt-Objekt-Struktur in der transzendentalen Theorie ist nur einseitig und
beschränkt. Deswegen soll die transzendentale Methode sich mit Hilfe der
Annahme der Intersubjektivitätstheorie d. h. Monadologie zur noch komplizierten
und überlegenen Theorie verwandeln.

iii


