
の
現
象
学
』

に
お
け
る

「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」

の

『知覚の現象学jにおける「沈黙のコギトjの問題

序

メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
一
連
の
著
作
を
読
む
か
ぎ
り
、
彼
の
哲
学

に
お
い
て
自
我
の
開
題
が
正
面
か
ら
関
わ
れ
て
い
る
と
は
解
し
が
た
い
。

そ
の
理
出
は
、
世
界
に
受
肉
し
た
身
体
的
な
主
体
が
体
験
す
る
生
き
生

き
と
し
た
知
覚
的
世
界
を
記
述
す
る
こ
と
こ
そ
が
現
象
学
の
使
命
だ
と

い
う
の
が
彼
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
そ
う
し
た
知
覚
的
世
界
や
知
覚

の
主
体
で
あ
る
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
自
ら
は
世
界
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
な
し
に
世
界
を
構
成
す
る
よ
う
な
純
粋
な
主
観
と
し
て
の
自

我
の
存
在
を
彼
が
認
め
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
実
際
、
彼
に
よ
れ
ば

知
覚
の
、
王
体
は
「
私
」
(
甘
)
で
は
な
く
「
ひ
と
」

(
Oロ
)
で
あ
っ
て
、

非
反
省
的
な
知
覚
的
生
の
次
元
に
お
い
て
自
己
意
識
は
登
場
し
な
い
。

つ
ま
り
、
自
我
と
い
う
も
の
は
根
源
的
な
意
識
の
様
態
と
は
み
な
さ
れ

ず
、
あ
く
ま
で
も
知
的
な
生
の
次
元
に
お
い
て
派
生
的
に
登
場
す
る
に

す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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題

也

の
第
一
一
一
部
第
一
章
コ
ギ
ト
」

の
コ
ギ
ト
」

(g伺
gsso)
と
い
う
概
念
の
導

問
の
根
源
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

彼
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
「
語
ら

れ
た
コ
ギ
ト
」

(
g
m
5
3門
広
)
の
根
鹿
に
、
一
一
一
一
口
語
化
さ
れ
る
以
前
の
「
私

に
よ
る
私
の
体
験
」
、
「
自
己
の
自
己
へ
の
現
前
」
と
し
て
の
「
沈
黙
の

コ
ギ
ト
」
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

少
な
く
と
も
吋
知
覚
の
現
象
学
』
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
彼
が
自
我
の
問

題
を
軽
視
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
コ
ギ
ト
論
の
中

で
彼
は
自
我
な
い
し
自
己
意
識
の
開
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
彼
が
「
コ
ギ
ト
」
と
題
す
る
一
章
を
「
知
覚
の
現
象
学
」

に
設
け
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
彼
は
わ
れ

わ
れ
の
知
覚
的
な
生
を
記
述
す
る
だ
け
で
満
足
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ

れ
は
、
「
直
接
的
記
述
と
考
え
ら
れ
て
い
る
現
象
学
に
、
現
象
学
の
現
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か
ら
、
す
な
わ

の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
現

て
い
る
告
己
へ
の
さ
ら
な
る
反
省
が
必
要
だ
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
(
i
)

本
稿
で
は
、
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
コ
ギ
ト
論
の
核
心
と
も
言
え

る
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
開
題
を
、
知
覚
的
意
識
と
知
的
意
識

お
よ
び
言
語
と
沈
黙
と
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
知
覚
的
意
識
の
「
ひ
と
」
と
知
的
意
識
の
「
私
」

と
い
う
メ
ル
ロ
打
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
意
識
の
二
様
態
の
議
論
と
「
私

に
よ
る
私
の
体
験
」
で
あ
る
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
の
議
論
と
は
ど
の
よ

う
に
関
連
し
合
う
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
も

う
一
方
で
は
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
は
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
「
語
ら
れ

た
コ
ギ
ト
」
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ

の
意
味
が
明
確
に
な
る
は
ず
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
連
の
考
察

を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
が
辿
り
着
く
の
は
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
は
知

の
「
ひ
と
」
で
も
知
的
意
識
の
「
私
」
で
も
あ
り
得
る
よ
う

全
体
の
露
口
主
で
あ
り
、
ま
た
ベ
沈
黙
の
コ
ギ
v

こ
そ
が

を
生
み
出
す
原
動
力
と
し
て
働
く
の
だ
と
い

は
こ
う
し
た
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

に
対
す
る
優
位
を
主
張
し
て
い
る
。

で
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
意
識
を
一

一
貫
し
て
前
者
の
後

な
ら
ば
、

と
、
前
者

h

い

べ

き

で

あ

る

の

は

な

ぜ

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

の

二

様

態
の
議
論
が
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
自
我
の
問
題
を
考
察
す
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と
は
あ
く
ま
の
、
主
体
に
過
、
ぎ
な
い
と
、
主
張
し
、
知
覚
的
な

場
面
に
お
い
て
自
我
は
参
与
し
な
い
と
一
一
百
う
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

知
覚
は
「
匿
名
的
」

(80350)
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
、
知
覚
経
験
を
正
確
に
翻
訳
し
て
み
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私

は
、
「
ひ
と
が
私
に
お
い
て
知
覚
す
る

(
S
宮
お
さ
昨

g
s
s
)
の
で
あ
っ

て
私
が
知
覚
す
る
の
で
は
な
い
」

(
3
Nお
)
と
一
吉
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
知
覚
的
意
識
と
知
的
意
識
と
い
う
区
別
に
対
応
す
る
、
玉

体
の
様
態
を
、
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ひ
と
」
お
よ
び
「
私
」
と
呼
ぴ
分
け

て
い
る
。
彼
は
「
ひ
と
」
と
い
う
諾
に
よ
っ
て
知
覚
的
意
識
の
陸
名
性

な
い
し
は
非
人
称
性
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
(3)

そ
れ
で
は
、
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
こ
う
し
た
盟
名
性
・
非
人
称

性
と
い
う
発
想
は
何
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
。
彼
は
「
非
人
称
的

意
識
」

(
5
0
8
g
cル

8
2
5日以
2
8
5
0日
目
。
)
と
い
う
表
現
を
す
で
に
吋
行

動
の
構
造
」
(
一
九
回
二
年
)
の
中
で
用
い
て
い
る
が
、
問
書
の
註
で
は

「
非
人
称
的
意
識
」
と
い
う
概
念
は
サ
ル
ト
ル
の
初
期
の
論
文
司
自
我

の
超
越
性
』
(
一
九
三
六
年
)

(

4

)

の
テ
i
ゼ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
(
旦
∞
内
Nω

∞
ロ
)
。
そ
の
後
、
「
匿
名
的
」

(
8
0
4話
。
)
、
「
非
人
称
的
」

(弓
MMq印。
B
巳
)
「
前
人
称
的
」
(
官
会
耳
目
。
5
0む
と
い
っ
た
表
現
が
吋
知

覚
の
現
象
学
い
の
中
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
身
体
的
・

知
覚
的
な
主
体
の
特
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、
同
書
に
お
け
る
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
「
知
覚
の
、
玉
体
は
私
で
あ
る
」
と
メ
ル
ロ
日
ポ
ン
テ
イ

に
対
し
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
方
が
わ
れ
わ
れ

79 

の
実
感
に
近
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
の
主
体
は
私
で

あ

る

」

と

い

い

て

な

さ

れ

る

の

で

は

な

く

、

に
照
ら
し
て
み
て
も
、

い
い
と
い
う
こ
と
は
否

い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
が
何
か
を
知
覚
し
て
い
る

と
き
、
私
の
知
覚
は
た
し
か
に
私
国
有
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
が

他
者
の
知
党
内
容
を
知
覚
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
「
知
覚
と
は
常
に
私
の
知
覚
で
あ
る
」
と
表
現
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
メ
ル
口
H

ポ
ン
テ
ィ
は
知
覚

経
験
が
こ
の
よ
う
に
私
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
百
定
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
知
覚
が
匿
名
的
な
意
識
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
は
、

私
の
知
覚
経
験
と
他
人
の
知
覚
経
験
の
区
別
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、
知
覚
の
現
場
に
お
い
て
は
「
私
」
は
わ
ざ
わ
ざ
自
覚
的
に
意
識

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
知
覚
の
主
体
が

「
ひ
と
」
で
あ
る
と
は
そ
の
よ
う
な
事
態
を
一
昔
、
つ
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
知
覚
的
意
識
と
知
的
意
識

と
い
う
区
別
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
不
合
理
と
は
一
吉
い
難
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
う
し
た
意
識
の
二
様
態
を
メ
ル
ロ
刊
ポ
ン
テ
ィ
が
「
ひ
と
」
と

「
私
」
と
呼
ぴ
分
け
る
こ
と
に
も
同
意
し
た
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
は
次

節
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
的
意
識
リ
「
ひ
と
」
、
知
的
意
識
H

「私」

と
い
う
分
類
は
、
門
知
覚
の
現
象
学
」
の
「
コ
ギ
ト
」
の
章
で
初
め
て

提
出
さ
れ
る
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」

(
g
m
5
s
c止
め
)
と
い
う
概
念
と
ど

の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た

い
。
と
い
う
の
も
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
に
関
す
る
議
論
は
用
意
閣
の
コ
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ギ
ト
論
の
核
心
部
分
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、

自
我
な
い

で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
初
め
て

て
い
る
か
ら

「
沈
黙
の
コ

と
主
観
性

メ
ル
ロ
引
ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
概
念
を
「
私

に
よ
る
私
の
体
験
」

(
S
O
S円

gJ弱
含

5
2
M
U
R
E
O
F
)
、
「
自
己
の
自
己

へ
の
現
前
」
(
同
名
門
2
8
8
円同
2
2
ご
色
、
「
拒
み
得
な
い
主
観
性
」

(
8
5

E
S宮
号
忘
百
訟
の
ロ

gzo)、
「
実
存
そ
の
も
の
」
(
日
阿
佐
8
8
話。
50)

な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
定
義
し
て
い
る
(
唱
怠
N
)

。
そ
れ
で
は
、
こ

の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
沈
黙
の
コ
ギ
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
述
べ

の
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
の
だ
ろ
う

カ
ま
ず
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
も
コ

(
g
m
5
H
Y
M
U
0
5
0
)
の

一
種
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
主
体
は
知
的
意
識
の
主
体
と
同
じ

「私」

C
o
)

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト

と
は
非
反
省
的
な
意
識
の
こ
と
で
は
な
く
、
方
法
的
懐
疑
に
よ
っ
て
す

べ
て
を
疑
う
と
い
う
知
的
で
反
省
的
な
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
彼
が
「
我
あ
り
」

(
V
Z
2
)
と
い
う
こ
と
を
発
見
で
き
た

の
は
、
「
我
惟
う
」
(
』
O

窓
口
由
。
)
と
い
う
反
省
的
な
思
惟
に
よ
る
以
外

に
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
る
に
メ
ル
ロ
引
ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
知
覚
さ
れ
た
事
物
の
確
実
性

は
忌
避
し
な
が
ら
、
知
覚
の
確
実
性
を
保
持
す
る
こ
と
な
ど
問
題
に
も

な
り
得
な
い
」
(
司
司
お
叩
)
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
見
ら
れ
た
事

物
」
(
宮
各
。
g
g
o
)
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
」

(

〈

〈

}ug誌の円円。〈
O

町
〉
〉
)
の
明
証
性
を
主
張
す
る
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と

い
う
概
念
は
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
思
惟
の
主
体
の
み
の
確
実
性
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

で
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
は
知
覚
的
意
識
の
こ

と
だ
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
前
節
に
お
い
て
、
知
覚

的
意
識
と
は
何
ら
か
の
対
象
を
知
覚
し
て
い
る
と
き
の
意
識
で
あ
っ
て
、

そ
の
際
に
は
「
私
」
と
い
う
自
我
は
登
場
せ
ず
、
「
ひ
と
」
と
い
う
陸

名
的
な
意
識
の
み
が
あ
る
と
い
う
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
立
場
を
確

認
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
非
反
省
的
な
意
識
で
あ
る
知
覚
的
意
識
と
、
「
私

に
よ
る
私
の
体
験
」
や
「
自
己
の
自
己
へ
の
現
前
い
の
よ
う
に
あ
る
意

味
で
反
省
的
な
意
識
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と

が
同
一
の
意
識
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
単
純
に
知
的
意
識
と
も
知
覚
的
意
識
と
も
古
い
切
れ

な
い
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
識
の
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
以
下
の

一
一
一
日
葉
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
原
初
の
自
我
(
日
OMOMMユ
盟
。
丘
区
)
は
お

の
れ
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
(
乙
m
g
B
)
と
主
張
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
も
し
も
そ
れ
が
お
の
れ
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
と
し

た
ら
、
実
際
そ
れ
は
事
物
と
な
っ
て
し
ま
い
、
次
に
そ
れ
を
意
識

と
な
ら
せ
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

は
た
だ
単
に
、
そ
れ
(
日
原
初
の
我
)
に
客
観
的
思
考
を
、
つ
ま

り
世
界
と
自
己
自
身
と
に
つ
い
て
の
定
立
的
な
意
識
を
拒
ん
だ
だ



け
で
あ
る
。
」
(
司
司
怠
ω)

『知覚の現象学jにおける「沈黙のコギトJの問題

こ
こ
で
一
一
目
わ
れ
て
い
る
の
自
我
」
と
は
、
一
見
す
る
と
非
反

省
的
な
知
覚
的
意
識
で
あ
る
「
ひ
と
」

(
O
P
)

と
い
う
概
念
と
同
じ
意

味
だ
と
一
一
一
日
え
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
「
自
我
」

(
}
O
H
O
)

と
い
う
語
が
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
一
般
性
や
匿
名
性
を

表
す
「
ひ
と
」
と
同
一
の
も
の
だ
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な

ら
ば
、
「
原
初
の
自
我
」
と
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
か
。

お
そ
ら
く
メ
ル
ロ
打
ポ
ン
テ
ィ
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
サ

ル
ト
ル
の
「
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
非
定
立
的
意
識
」

(
S
E
a
s
g

ロ
。
ロ
吉
田
芹
5
8
0日
目
。
(
号
)
出
。
む
と
い
う
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
彼
は
後
年
吋
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
の
研
究

ノ
i
ト
の
中
で
、
彼
の
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
概
念
を
サ
ル
ト
ル

の
「
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
非
定
立
的
意
識
」
と
い
う
概
念
と
同
一
視

す
る
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
の
門
〈
刊
誌
色
。
そ
れ

で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
「
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
非
定
立
的
意
識
」

と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
識
の
こ
と
か
。
「
存
在
と
無
』
の
諸
論

で
は
、
「
対
象
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
定
立
的
意
識
は
、
同
時
に
そ
れ

自
身
に
つ
い
て
の
非
定
立
的
意
識
で
あ
る
」
宙
Z
S
)
、
あ
る
い
は
、
「
か

か
る
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
意
識
を
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
新
た
な
意

識
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
に
と
っ

て
、
唯
一
の
可
能
な
存
在
の
仕
方
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
」

宙
Z
N
C
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
こ
の
主
張
は
い
か
な
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
意
識
と
は
常
に
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
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で
あ
る
と
い
う
特
性
(
日
志
向
性
)
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

意
識
が
「
対
象
に
つ
い
て
の
定
立
的
な
意
識
」
で
あ
る
の
と
同
時
に
、

意
識
は
常
に
「
自
己

(
H
そ
れ
自
身
)
に
つ
い
て
の
非
定
立
的
意
識
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
箱
の
中
の
シ
ガ

レ
ッ
ト
を
数
え
る
場
合
、
私
は
そ
れ
ら
の
シ
ガ
レ
ッ
ト
が
十
二
本
あ
る

と
い
う
こ
と
が
私
に
開
示
さ
れ
る
の
を
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
「
対
象
に

つ
い
て
の
定
立
的
な
意
識
」
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
と
き
、
私
は
私
を
「
数

え
る
者
と
し
て
認
識
す
る
」
(
定
立
的
に
意
識
す
る
)
の
で
は
な
く
、

私
は
私
の
加
算
活
動
に
つ
い
て
、
非
定
立
的
な
意
識
を
持
つ
に
す
ぎ
な

い(の品川同庄内同・)。

こ
の
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
と
は
常
に
「
対
象
に
つ
い
て
の
定

立
的
意
識
」
で
あ
り
か
っ
「
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
非
定
立
的
意
識
」

で
も
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
。
だ
が
、
た
と
え
メ
ル
ロ
引
ポ
ン
テ
ィ

の
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
概
念
が
サ
ル
ト
ル
の
こ
う
し
た
主
張
に

着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
の
立
場
は
決
し
て
同
じ
も

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
世
界
の
側
に
あ
る
対

象
に
つ
い
て
の
定
立
的
な
意
識
こ
そ
が
「
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
非
定

立
的
意
識
」
の
条
件
だ
と
い
う
立
場
を
と
る
が
、
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
イ

の
場
合
、
「
世
界
と
自
己
自
身
と
に
つ
い
て
の
定
立
的
な
意
識
」
を
客

観
的
思
考
と
み
な
し
、
知
覚
的
意
識
を
そ
う
し
た
定
立
的
な
意
識
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
を
拒
む
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
的
意
識
は
常

に
非
定
立
的
な
意
識
だ
と
メ
ル
ロ
H

。
ホ
ン
テ
ィ
は
考
え
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
メ
ル
ロ
リ
ポ
ン
テ
ィ
の
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
を
、
サ
ル
ト

ル

の

「

自

己

(

に

つ

い

て

の

)

の

よ

う

に

、

「

対

象

に

つ

い

て

の

定

立

的

意

識

」

の

こ

と

だ

と

み

な
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い
だ
ろ
、
っ
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
と
の
相
違
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
に
、
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
イ
の
以
下
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

沈
黙
の
コ
ギ
ト
、
自
己
の
自
己
へ
の
現
前
は
、
の
も
の

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
お

の
れ
を
知
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
の
限
界
状
況

に
お
い
て
の
み
、
た
と
え
ば
死
の
不
安
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
私

に
対
す
る
他
者
の
眼
差
し
の
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
帝
H
V

K
S
N
)
 

こ

こ

で

は

、

沈

黙

の

コ

ギ

ト

が

「

お

の

れ

を

知

る

(
8

8
5
m
w
)
、
す
な
わ
ち
そ
れ
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
「
死
の
不
市
や

「
他
者
の
眼
差
し
の
不
安
」
と
い
っ
た
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
自
身
が
脅

か
さ
れ
る
場
合
の
「
限
界
状
況
」
(
目
。
∞
∞
吾
設
。
ロ
ニ

5
5間
)
に
限
ら
れ

る
と
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
の
自
己
へ
の
現
前
」
で
あ

り
「
実
存
そ
の
も
の
」
で
あ
る
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
は
、
そ
の
存
続
が

危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
限
界
状
況
に
お
い
て
の
み
露
呈
す
る
も
の
で
あ
り
、

通
常
は
い
わ
ば
忘
却
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
メ
ル
ロ
H

ポ

ン
テ
ィ
の
立
場
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
「
た
と
え
ば
」
と
断
っ

て
お
り
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
が
そ
れ
と
し
て
知
ら
れ
る
状
況
が
「
死

の
不
安
」
と
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
の
不
安
」
の
二
つ
し
か
あ
り
得
な
い

と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
両
例
を
頗
に
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
の
内
実
に
つ
い
て
の
何

ら
か
の
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。

ま
ず
、
私
が
死
の
不
安
を
感
じ
る
と
は
、
私
が
他
者
の
死
を
恐
れ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ほ
か
で
も
な
い
こ
の
私
が
い
つ
か
確
実
に
死

ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
と
き
に
感
じ
る
不
安
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
不
安
と
雷
わ
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
私
が
将
来
確
実
に
死
ぬ
と
い

う
こ
と
を
知
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と

え
死
の
不
安
が
そ
の
よ
う
な
知
的
な
理
解
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
私
の
死
を
知
的
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
死
の
不
安
を

感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

死
の
不
安
と
は
純
粋
な
知
的
意
識
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
単
な
る

知
覚
的
意
識
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
死
の
不
安
と
い
う
も
の
は
事
物
の

よ
う
に
知
覚
の
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
他
者
の
眼
差
し
の
不
安
と
は
、
私
が
抽
出
者
に
よ
っ
て
眼
差
し

を
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
た
と
き
に
感
じ
る
不
安
の
こ
と
で

あ
り
、
死
の
不
安
の
例
と
同
様
に
知
的
な
理
解
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
知
的
意
識
と
は
一
一
一
一
口
い
難
い
。
ま
た
、
他
者
に
よ
っ
て

眼
差
し
を
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者

の
眼
を
単
な
る
物
理
的
な
事
物
と
し
て
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
以
上
、
知
覚
的
意
識
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
私
が
他
者
を
主
観
性
と

し
て
体
験
す
る
と
き
に
感
じ
る
不
安
の
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
死
の
不
安
と
他
者
の
眼
差
し
の
不
安
は
、
ど
ち
ら
も
通

常
の
意
味
で
の
知
的
意
識
と
も
知
覚
的
意
識
と
も
言
い
切
れ
な
い
、
ど

ち
ら
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い
よ
う
な
意
識
の
あ
り
方
だ
と
雷
え
る
。
そ

し
て
、
二
つ
の
例
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
「
私
に
よ
る
私
の

体
験
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
不
安
と
い
う
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る
私
の
体
験
」
と
は
、
私
を
対
象
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
メ
ル
ロ
H

ポ

ン

テ

ィ

附

な

意

識

を

客

観

的

思

考

と

み

な

し

て

退

け
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
実
存
そ
の
も
の
」
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
以
上
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
は
「
ひ
と
」
で
も
「
私
」
で

も
あ
り
得
る
よ
う
な
主
観
性
全
体
の
露
呈
だ
と
一
一
一
日
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

う
し
た
根
涼
的
な
主
観
性
は
、
日
常
に
お
い
て
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
が
、

死
の
不
安
や
他
者
の
段
差
し
の
不
安
と
い
っ
た
非
日
常
的
な
限
界
状
況

に
お
い
て
初
め
て
露
呈
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

点
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
「
沈
黙
の
コ

ギ
ト
」
と
サ
ル
ト
ル
の
「
自
己
(
に
つ
い
て
の
)
非
定
立
的
意
識
」
と

の
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う

も
の
が
、
知
覚
的
意
識
の
「
ひ
と
」
で
も
知
的
意
識
の
「
私
」
で
も
あ

り
得
る
よ
う
な
主
観
性
全
体
の
露
呈
だ
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
次
な
る
課
題
は
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
概

念
の
内
実
を
、
そ
の
対
概
念
で
あ
る
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」

(gm5

習
法
)
と
の
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

「
沈
黙
の
コ

コ
ギ
ト
」

と

「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
は
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
の
対
概
念
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
前
者
は
非
言
語
的
な
意
識
の

こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
一
一
一
一
口
詩
的
な
意
識
の
こ
と
で
あ
る
と
一
一
一
日
え
る
。
け

れ
ど
も
、
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
と
は
一
一
一
一
口
認
の
こ
と
だ
と
述

べ

る

だ

け

で

は

十

分

で

は

な

い

。

そ

れ

が

と
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れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ん
」
と
い
う
過
去
分
詞
形
に
は
、
そ
れ
が

コ
ギ
ト
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
、
そ
れ
が
す

で
コ
ギ
ト
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
同
時
に
込
め
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
と
い
う
表

現
に
は
、
そ
れ
を
語
っ
た
他
者
の
存
在
と
、
一
一
一
一
口
語
化
な
い
し
表
現
の
完

了
と
い
う
こ
つ
の
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
デ
カ
ル
っ
た
コ
ギ
ト
は
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
で

あ

る

の

か

、

そ

れ

と

も

コ

で

あ

る

の

か

。

デ

カ

ル

ト

を

読

む

こ

と

に

よ

っ

て

わ

れ

わ

コ

ギ

ト
、
(
そ
し
て
表
現
を
自
指
し
て
デ
カ
ル
ト
自
身
が
遂
行
す
る
と

こ
ろ
の
コ
ギ
ト
、
彼
自
身
の
生
を
振
り
返
り
な
が
ら
そ
れ
を
間
定

し
、
客
観
化
し
、
そ
れ
を
疑
い
得
な
い
も
の
と
「
性
格
づ
け
る
」

際
に
デ
カ
ル
ト
自
身
が
行
う
と
こ
ろ
の
コ
ギ
ト
)
は
、
し
た
が
っ

て
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
、
一
一
一
一
口
葉
に
さ
れ
、
一
言
葉
に
従
っ
て
理
解
さ
れ

た
コ
ギ
ト
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
理
由
の
た
め
に
そ
の
目
標
に
到

達
し
な
い
コ
ギ
ト
で
あ
る
。
怠
O
)

わ
れ
わ
れ
は
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
の
こ
の
一
言
葉
の
中
に
、

な
指
摘
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
読
者
と
し
て

デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
得
る
コ
ギ
ト
と

は
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し

た
コ
ギ
ト
と
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
す
で
に
言
葉
に
さ
れ
、
デ
カ
ル

ト
の
一
言
葉
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
コ
ギ
ト
に
す
、
ぎ
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ル
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
表
現
す
る
こ
と
を
自
指
し
て
デ
カ
ル
ト
が
遂
行
し
た
コ
ギ
ト

も
ま
た
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
が
コ

ギ
ト
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
そ
れ
を
概
念
的
に
固
定
し
、
客
観
化

し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
は
、
す
で
に
言
語
表
現

が
な
さ
れ
た
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
と
は
区
別
さ
れ
る
、
い
ま
だ
言
語

化
日
表
現
が
な
さ
れ
て
い
な
い
意
識
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

一
言
語
化
H

表
現
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
な
が
ら
、
そ
の
実
現
に
至
っ
て
い

な
い
意
識
な
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
一
宮
口
語
は
た
し
か

に
言
語
の
意
識
を
、
意
識
の
沈
黙
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
語
る

世
界
を
包
み
込
み
、
こ
こ
か
ら
語
が
は
じ
め
に
形
状
と
意
味
と
を
受
け

取
る
の
だ
。
」
(
唱
怠
N
)
、
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
、
一
一
一
一
口
明
や
本
質
の
真
理

に
転
換
さ
れ
た
コ
ギ
ト
を
越
え
て
、
確
か
に
沈
黙
の
コ
ギ
ト
、
私
に
よ

る
私
の
体
験
が
あ
る
。
」
(
変
色
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
沈
黙

の
コ
ギ
ト
」
が
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
の
前
提
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ

る。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
彼
の
主
張
は
、

の

音

ナ

て

冶っか。

い
だ
ろ

い
て
、
言
葉
に
よ
る
思
惟
の

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

思
惟
は
何
ら
「
内
的
な
」
(
仲
良
舟

Fog-)
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

は
世
界
の
外
や
語
の
外
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で

わ
れ
わ
れ
を
誤
ら
せ
、

惟
が
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
込
ま
せ
る
も
の
は
、
す
で
に
構
成
さ

れ
、
す
で
に
表
現
さ
れ
た
思
除
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
沈
黙
し

た
ま
ま
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
内

的
な
生

(
g
o
i
o
安
佐
g
円
)
の
幻
想
に
駆
ら
れ
る
と
い
う
思
惟

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
当
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
沈
黙
な
る
も
の
も
、

雷
葉
で
ざ
わ
め
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
内
的
な
生
も
一
つ
の
内
的

一
一
一
一
口
語
な
の
だ
。
「
純
粋
」
思
惟
(
宮

}uogt
〈
〈
宮
お
と
と
は
結
局
、

意
識
の
あ
る
種
の
空
虚

(gco吋窓口
i
m
W
ハ

M
O
U
8
5
i
O
2
0
)
、

利
那
的
な
祈
念

(
g
g
o
g
吉田仲

g
g忠
)
に
帰
す
る
ほ
か
は
な
い
。

(HMMMNHω) 

つ

こ
の
引
用
か
ら
は
、
表
現
以
前
の
純
粋
な
思
惟
が
存
在
す
る
こ
と
を

否
定
す
る
態
度
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
沈
黙
の
コ

ギ
ト
」
と
は
こ
こ
で
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
純
粋
思
惟
な
い
し
内
的
な
生
の
こ

と
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
が
「
語

ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
の
前
提
だ
と
い
う
先
ほ
ど
の
主
張
と
矛
盾
す
る
こ
と

に
な
る
。
だ
が
、
メ
ル
ロ
H

。
ホ
ン
テ
ィ
が
そ
の
よ
う
な
誤
り
を
犯
す

と
は
考
え
難
い
。
彼
の
こ
こ
で
の
、
王
張
は
、
思
惟
が
世
界
や
一
一
一
一
口
語
の
外

部
に
純
粋
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
眼
目
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
世
界
や
言
語
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
思
惟
と
い

う
も
の
を
、
言
い
換
え
れ
ば
思
惟
と
昔
話
の
外
的
な
関
係
性
を
認
め
な

い
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
思
堆
と
言
語
は
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
の
、
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
メ
ル
ロ
H

。
ホ
ン
テ
ィ
が
門
知
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の

章

で

導

入

し

て

い

る

の

区

別
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
一
方
は
、
「
超
越
論
的
も
し
く
は
真
正
な

る
一
言
葉
」
で
あ
る
「
語
る
言
葉
」
(
℃
向
。
山

0
3円

E
E
O
)
、
他
方
は
「
経
験

的
な
一
一
一
一
口
葉
」
「
言
葉
に
基
づ
く
一
言
葉
」
、
「
月
並
み
な
一
一
百
葉
」
、
「
構
成
さ

れ
た
言
葉
」
と
定
義
さ
れ
る
「
語
ら
れ
た
言
葉
」

f
m
g
H
O
M
V
R広
O)
で

あ
る

(

3

N
広
い
N
申
込
山
戸
)
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
思
惟
と
同
一
視
で
き

る
の
は
前
者
の
み
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
は
わ
れ
わ
れ

の
経
験
的
な
一
一
一
一
口
語
の
通
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
表
現
す
る
際
に

は
本
当
の
意
味
で
の
努
力
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
他
者
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
「
語
ら
れ
た
言
葉
」
を
了
解
す
る
際
に
も
努
力
を
必
要
と
し
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
二
種
類
に
一
区
別

表
現
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
置
か
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の

意

味

で

す

で

に

表

現

さ

れ

い

ま

わ

す

だ

け

の

で

あ

る

。

そ
れ
で
は
、
「
原
初
的
な
一
一
一
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
「
語
る
音
葉
」

と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
の
こ
と
な
の
か
。
メ
ル
口
社
。
ホ

ン
テ
ィ
は
、
例
と
し
て
「
は
じ
め
て
諾
を
発
す
る
幼
児
の
言
葉
、
は
じ

め
て
自
分
の
気
持
ち
を
発
見
す
る
恋
す
る
人
の
言
葉
、
「
語
り
始
め
た

最
初
の
人
間
」
の
一
一
言
葉
、
日
伝
統
と
な
る
手
前
の
原
初
的
な
経
験
を
目
覚

め
さ
せ
る
作
家
や
哲
学
者
の
一
一
一
一
口
葉
」
(
唱
N
O
∞
ロ
)
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
を
見
る
と
、
「
語
る
一
一
一
一
口
葉
」
が
発
せ
ら
れ
る
場
面
は
非
常

に
特
殊
な
状
況
に
限
定
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
一
一
古
語
表
現
は

ほ
と
ん
ど
が
「
週
間
ら
れ
た
言
葉
」
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
だ
が
、
た
と
え
作
家
や
哲
学
者
で
な
く
と
も
、
も
と
も
と
は
誰
も

が
「
は
じ
め
て
語
を
発
す
る
幼
児
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

表
現
の
努
力
を
必
要
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と

も
も
と
も
と
は
誰
も
が
「
語
る
言
葉
」
の
語
り
手
で
あ
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
言
葉
の
習
得
と
と
も
に
、
日
常
的
な
生
に
お
い
て

は
ほ
と
ん
ど
表
現
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
な
く
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
「
語

ら
れ
た
言
葉
」
の
世
界
に
埋
没
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
彼
が
言
葉
を
こ
の
よ
う
に
二
種
類
に
反
別
し
た
意

図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
表
現
の
決
定
的
な
一
歩

を
す
で
に
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
日
常

的
な
言
葉
の
起
源
に
遡
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
吉
葉
の
ざ
わ
め
き
の
下

に
、
原
初
の
沈
黙
を
再
び
見
出
し
」
、
「
こ
の
沈
黙
を
破
る
所
作
を
記
述

す
る
」
(
唱
司
N
広
)
こ
と
に
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
る
、
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
言

語
の
起
、
源
と
は
沈
黙
を
破
る
所
作
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
所
作
で
あ
る

で
あ
る
と
い
う
の
が
メ
ル
ロ
H

ポ
ン
テ
イ

の
立
場
な
の
で
あ
る
。
(5)

以
上
、
言
語
の
起
源
が
沈
黙
を
破
る
所
作
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
努

力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
こ
そ
が
「
語
る
言
葉
」
だ
と
い
う
メ

ル
ロ
H

ポ
ン
テ
イ
の
立
場
を
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、

こ
う
し
た
原
初
の
沈
黙
を
破
る
真
正
な
る
表
現
と
し
て
の
「
語
る
言
葉
」

と
、
彼
が
コ
ギ
ト
論
の
中
で
述
べ
た
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
と
い
う
概
念

と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
一
一
口
問
え
る
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
を
ひ
と

た
び
言
語
化
日
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
概
念
的
に
画
定
さ
れ
、

客
観
化
さ
れ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
目
標
に
到
達
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
メ
ル
ロ
刊
行
ポ
ン
テ
ィ
は
語
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
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と

し

て

の

っ

き

り

と

認

め

て

も

い

る

。

だ

と

す

れ

ば

、

ル

ト

の

言

葉

も

当
然
「
語
る
一
一
一
一
口
葉
」
だ
と
一
一
一
一
口
え
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
の

立
問
る
言
葉
」
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
表
現
の
決
定
的
な
一
歩
を
踏

み
出
す
以
前
の
原
初
の
沈
黙
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
一
諮
る
一
一
一
回
葉
」
を
生
み
出
す
の
は
、
原
初
の
沈
黙
で
あ
る
「
沈
黙
の
コ

ギ
ト
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

メ
ル
口

H

ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
沈
黙
し
た
意
識
(
宮

8
5立
8
2

山口

g
i
g
g
)
は
、
〈
思
惟
さ
れ
る
べ
き
〉
混
沌
と
し
た
世
界
を
前
に
し

て
の
我
思
う
一
般

(
M
O
M
5
5
0
8
m
S舟
見
)
と
し
て
の
み
お
の
れ
を
把

握
す
る
。
」
(
唱
司
怠
ω)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
「
沈
黙
し
た

H

「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
は
我
思
う
一
般
と
し
て
の
み
お
の
れ
を

っ

し

て

で

は

な

く

、

そ

う

て
の
み
お
の
れ
を
露
呈

し
た
諸
々

す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
主
張
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
が
コ
ギ
ト
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が

お
の
れ
を
表
現
し
た
と
き
の
み
で
あ
る
」
(
宮
内
。
な
さ
吉
江
川
町
ロ
ゲ
叩
同

町
。
同
凡
さ
官
三
。
窃
告
μ目
的

.22吾
氏
自
主
日
l
g
b
S
0・
)
(
何
者
怠
ω)
と
述
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」
が
一
一
一
一
口
語
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
沈
黙
の
コ
ギ
ト
」

は
一
一
一
一
口
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
た
コ
ギ
ト
」
に
変
質
せ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。

そ

し

て

、

そ

の

そ

が

、

メ

ル

ロ

H
ポ
ン
テ
ィ

べ

た

だ

と

言

え

る

だ

ろ

う

。

こ

う

し

て

、

真

正

な

る

一

言

葉

で

あ

る

は

、

の

コ
ギ
ト
」
が
お
の
れ
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
原
初
の
沈
黙
こ
そ
が
本
市

現
の
起
源
だ
と
い
う
こ
と
が
い
ま
や
明
ら
か
と
な
っ
た
。

(
l
)

「
現
象
学
の
現
象
学
」

(
g
g
o
E
8
0芯
柱
。
号
門
担
問
口
。
5
8
0
Z旬
。
)

と
い
う
表
現
は
、
フ
ッ
サ
!
ル
の
要
請
を
受
け
て
肘
・
フ
イ
ン
ク
が
執

筆
し
た
「
超
越
論
的
方
法
論
の
理
念
l

l
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』

の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
現
象
学
的
研
究
に
お
い
て
寵
名
的

に
機
能
し
て
い
る
現
象
学
を
営
む
思
索
と
理
論
形
成
と
を
独
自
に
超

越
論
的
な
分
析
に
付
し
、
こ
う
し
て
現
象
学
を
自
己
当
身
に
つ
い
て

の
究
極
的
な
超
越
論
的
自
己
了
解
に
お
い
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
こ

れ
が
超
越
論
的
方
法
論
に
閤
有
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、

超
越
論
的
方
法
論
は
、
現
象
学
の
現
象
学
以
外
の
な
に
も
の
を
も
志

向
し
て
は
い
な
い
。
」
(
フ
イ
ン
ク
訪
問
越
論
的
方
法
論
の
理
念
i

i

第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
円
岩
波
書
倍
、
一
九
九
五
年
、
八
頁
)
本
書

の
訳
者
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
第
一

1
一
一
節
は
、
一
九
一
一
一
四

年
の
秋
に
。
・
ベ
ル
ジ
ェ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
遥
ば
れ
、
さ
ら
に
メ

ル
ロ
H

ポ
ン
テ
ィ
が
閲
読
す
る
機
会
を
得
た
(
問
書
、
二
四
六
頁
)
。

実
際
、
「
知
覚
の
現
象
学
』
序
文
の
註
で
は
ベ
ル
ジ
ェ
の
名
と
と
も
に

こ
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
羽
目
)
。
吋
知
覚
の
現
象
学
』
に
お

い
て
「
現
象
学
の
現
象
学
」
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
フ
イ
ン
ク
の
こ
の
著
作
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)

フ
ッ
サ
i
ル
は
「
イ
デ
!
ン
』
七
七
節
に
お
い
て
、
「
現
象
学
的

方
法
は
徹
頭
徹
尾
、
反
省
の
諸
作
用
の
中
で
行
わ
れ
活
動
す
る
。
」
、
「
究
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極
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
絶
対
的
に
非
反
省
的
な
体
験
、
お
よ
び

そ
れ
の
実
的
な
い
し
志
向
的
な
与
件
へ
と
連
れ
廃
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
(
民
間
・
出
5
8
ユ
リ
ミ
内
g
g
m
志
向
可
ミ
ミ
ミ

、
b
h
ぎ
。
ミ
ミ
S
E
吃
内
ミ
ミ
丸
、
浄
円
宮
。
ミ
ミ
同
。
~
。
内
な
の
出
足
誌
、
な
に
。
h

。
h
u
E
F
守
山
田
凶

Z
0
8
4
2
〈
良
一
日
∞
ゆ
S
Nド
MM・区

λ
r
E∞
)
す
な
わ
ち
フ
ッ
サ

i
ル
に
よ

れ
ば
、
反
省
と
は
非
反
省
的
に
存
在
し
て
い
た
も
の
が
意
識
さ
れ
る

と
い
う
体
験
で
あ
り
、
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
の
「
反
省
」
に
よ
る
「
非

反
省
的
な
も
の
」
の
再
発
見
と
い
う
方
法
は
フ
ッ
サ

i
ル
の
こ
の
現

象
学
的
な
反
省
の
概
念
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

(3)

も
っ
と
も
、
「
私
」
と
「
ひ
と
」
と
い
う
呼
び
分
け
は
、
「
知
覚

の
現
象
学
』
を
通
じ
て
一
貫
し
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
知
覚
的
意
識
が
「
ひ
と
」
と
い
う
語
で
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
は
あ
る
、
だ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
先
に
挙
げ
た
引
用
の
知
覚
経
験
を
も
し
仮
に

日
本
語
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
回
り
く
ど
い
言
い
方
を

せ
ず
に
済
む
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
空
の
青
色
が
見
え
る
」
と

い
う
よ
う
に
。
た
だ
し
、
主
語
を
明
示
せ
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
藍
ち
に
、
主
体
の
自
覚
の
欠
如
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
人
生
を
数
学
に
捧
げ
よ
う
と
決
意
し
た
」

と
述
べ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
単
に
主
語
を
省
略
し
た

だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
決
意
が
私
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
単
に
使
用
言

語
が
異
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
知
覚
的
意
識
と
知
的
意
識
と
い
う
意

識
の
二
様
態
が
無
効
に
な
る
と
は
言
え
な
い
。

(
4
)

∞
3
P
E
3
5
3
k
g
R
弘
之
、
E
F
〈
門
戸

5
8
サ
ル
ト
ル
は

問
書
に
お
い
て
、
超
越
論
的
領
野
は
「
非
人
称
的
」
(
U
S
R
Z
B
oむ

な
い
し
「
前
人
称
的
」
(
官
守
3
0
5
0
}
)
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
自
我
は

87 

な
い
(
回
出
口
印
刷
。
)
と
述
べ
て
い
る

(
5
)
こ
こ
で
「
語
る
言
葉
」
が
所
作
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
身
体
的

所
作
と
同
じ
よ
う
に
、
知
的
に
理
解
さ
れ
る
「
概
念
的
意
味
」
(
宮

出荷
2
m
g
t
g
g
忠
告
言
。
ロ
0
)
で
は
な
く
、
ス
タ
イ
ル
ヤ
嶋
田
動
的
価
値

と
い
っ
た
「
実
存
的
意
味
」
(
宮
田
拓
2
m
g
c
S
2
2
5
設
立
一
目
)
を
表
現

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
知
覚
の
現
象
学
』
の

一
一
一
一
凶
器
開
論
の
章
の
タ
イ
ト
ル
「
表
現
と
し
て
の
身
体
と
言
葉
」
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
身
体
と
言
語
は
と
も
に
実
存
を
表
現
す
る
所
作
で

あ
る
と
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
て
い
る
。

}
4
H
玄
さ
ュ
2
玄
O

吋
…
0
8
2
3
ロ
予
~
u
p
h
g
ミ
雪
。
~
。
ぬ
R
S
E
E
R
-
q
き
ミ
リ

。何回目ロ自由丘ゆ同ゆ
λ

片山

〈
γ認
出
口
ユ
n
o
y
向
。
円
円
g
c
a
M
J
)
泊
予
~
い
内
て
を
芝
町
ミ
円
九
ミ
て
な
芯
~
F
C
白
山
口
自
由
吋
ふ
ゆ
巴
出
品

開

Z
H』
g
平
岡
〉
同
己
∞
m

ロ
オ
タ
町
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奈
川
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H
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Sur le problème du «Cogito tacite» dans la 

Phénoménologie de la perception 
Tatsuya Ishii 

Quand nous lisons les textes de Merleau-Ponty, nous nous apercevons qu'il n'aborde pas 

de front la question du « moi », et il nous semble que cette question n'occupe pas une place 

importante chez lui. Il est vrai que Merleau-Ponty refuse le Je transcendantal qui n'est pas situé 

dans le monde. Selon lui, le sujet de la perception n'est pas le je (il dit, « on perçoit en moi et 

non pas que je perçois»), et il distingue la conscience perceptive de la conscience 

intellectuelle. Il considère que seule la conscience perceptive est originaire. La consience 

intellectuelle, elle est dérivée. 

Pourtant, dans la première chapitre de la troisième partie de la Phénoménologie de la 

perception (Cogito), Merleau-Ponty parle d' «une épreuve de moi par moi» en introduisant la 

notion du « cogito tacite ». Le cogito tacite se définit comme « la pensée de la pensée », « pur 

sentiment de soi », « la présence de soi à soi» etc. En tout cas, nous pouvons dire qu'il a 

abordé la question du« moi », au moins dans la chapitre sur le cogito dans ce livre. 

Dans cet article, nous essayerons d'éclairer la notion du cogito tacite sous deux points de 

vue. D'un côté nous analyserons la relation entre la conscience perceptive et la conscience 

intellectuelle pour bien comprendre le sens d' « une épreuve de moi par moi ». De l'autre nous 

analyserons la relation entre la parole et le silence, parce que Merleau-Ponty fait la 

comparaison du cogito tacite avec le « cogito parlé ». Par ces analyses, nous allons arriver à la 

conclusion que le cogito tacite est une subjéctivité entière, et que seule le cogito tacite peut 

rompre le silence. 

(Étudiant en doctorat à l'Université de Kyoto) 




