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『
精
神
の
現
象
学
』
緒
論
に
お
け
る
知
と
即
自
の
区
別
に
つ
い
て

山

脇

雅

夫

一
、
意
識
の
内
な
る
知
と
対
象
の
区
別
の
問
題
性

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
未
だ
学
な
ら
ざ
る
知
の
吟

味
を
通
し
て
、
学
の
立
場
の
生
成
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

際
、
知
の
吟
味
は
、
当
該
の
知
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
自
己
吟
味
と
い
っ

た
や
り
方
を
取
る
と
さ
れ
て
い
る
。
知
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
に
つ
い
て

の
知
で
あ
る
の
と
同
様
、
知
そ
の
も
の
は
対
象
と
し
て
の
何
か
か
ら

区
別
さ
れ
る
。
知
に
は
「
対
象
に
つ
い
て
」
と
い
う
面
と
「
知
」
と

い
う
面
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
知
の
吟
味
と
は
両
者
を
比
べ
る
こ

と
に
他
な
ら
ず
、
知
は
そ
も
そ
も
自
己
吟
味
と
し
て
存
在
し
て
い
る

こ
う
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
知
の
内
部
そ
の
も
の
に
、
知
と
対
象

―

と
の
区
別
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
知
の
自
己
吟
味
の
可
能
性
は
支
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
主
張
に
は
容
易
に
諒
解
で
き
な
い
も
の
が
残
る
。

知
を
吟
味
す
る
と
は
知
を
そ
の
対
象
と
比
較
す
る
こ
と
だ
と
い
う
主

張
は
、
一
見
す
る
と
素
朴
な
あ
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
が
、
少
し
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
可
能
性
が
大
い
に
疑

わ
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
知
を
そ
の
対
象
と
比

較
し
得
る
た
め
に
は
、
当
の
対
象
に
つ
い
て
す
で
に
知
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
そ
の
も
の
か
ら
区
別
さ

れ
る
こ
の
当
の
対
象
に
つ
い
て
の
知
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
対
象
に
つ
い
て
の
知
と
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比
べ
る
こ
と
で
知
が
吟
味
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
こ
の
対
象

に
つ
い
て
の
知
の
方
の
真
理
性
は
ど
の
よ
う
に
保
証
さ
れ
る
の
か
が

問
題
と
な
る
。

（
一
）

、『

』

、

こ
う
し
た
問
題
に
加
え

精
神
の
現
象
学

を
読
み
進
む
者
は

別
の
困
惑
を
覚
え
る
こ
と
に
な
る
。
緒
論
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
知

の
自
己
吟
味
と
い
う
方
法
が
、
早
々
と
放
棄
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
か
ら
で
あ
る
。
知
を
そ
の
対
象
と
比
較
す
る
と
い
う
図
式
は
、

対
象
知
を
叙
述
す
る
第
一
章
「
意
識
」
で
は
通
用
し
て
も
、
自
己
知

を
叙
述
す
る
第
二
章
「
自
己
意
識
」
に
は
も
は
や
当
て
は
ま
ら
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
困
難
を
取
り
除
き

『
精
神
の
現
象
学
』
の
方
法
に
整

、

合
的
解
釈
を
与
え
る
の
が
こ
の
考
察
の
目
標
で
あ
る
。
緒
論
に
お
け

る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
言
に
は
確
か
に
言
葉
不
足
の
面
も
見
受
け
ら
れ
る

、

、

が

知
の
自
己
吟
味
と
い
う
方
法
は
十
分
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
り

ま
た
、
そ
れ
は
『
精
神
の
現
象
学
』
全
体
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
た
い
。
そ
れ
を
理
解
す
る
鍵
は
、
知
と
対
象
と
の
関

係
に
あ
る
。
今
、
わ
た
し
は
知
と
対
象
を
別
々
の
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
に
語
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
実
際
に
そ
う
な
ら
上
述
の
困
難
は
避

け
が
た
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
は
本
当
に
そ
う
な
の

か
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
知
の
自
己
吟
味
の
必
然
性

そ
も
そ
も
な
ぜ
へ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
体
系
を
正
当
化
す
る
方
法
と

し
て
、
知
の
自
己
吟
味
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
選
択
に
は
哲

学
的
言
説
が
抱
え
る
あ
る
困
難
に
つ
い
て
の
彼
の
洞
察
が
現
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
そ
の
こ
と
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
知
が
乱
立
す
る
百
家

争
鳴
の
状
況
の
中
に
登
場
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
登
場
し
た
当

初
、
学
も
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
と
並
ぶ
一
つ
の
知
以
上
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
学
は
他
の
知
の
立
場
に
対
し
て
自
分
の
立

場
を
弁
証
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
哲
学
的
言
説
に

付
き
物
の
困
難
が
顔
を
見
せ
る
。
哲
学
説
を
外
在
的
に
批
判
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
困
難
で
あ
る
。

哲
学
が
原
理
に
関
す
る
学
で
あ
る
以
上
、
い
く
つ
も
の
哲
学
説
が

林
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
原
理
の
対
立
を
意
味
す
る
。
原
理
を

異
に
す
る
者
同
士
が
互
い
に
言
葉
を
投
げ
か
け
あ
っ
た
と
し
て
も
、
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異
な
っ
た
原
理
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
を
自
分
の
原
理
の
も
と
に
理

解
し
て
し
ま
え
ば
、
最
早
そ
れ
は
も
と
も
と
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
そ
の
対
立
が
第
一
原
理
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、

両
者
の
相
互
理
解
を
可
能
に
す
る
共
通
の
土
俵
は
存
在
し
な
い
。

こ
れ
は
、
初
期
フ
ィ
ヒ
テ
が
観
念
論
と
独
断
論
の
間
に
見
た
相
互

の
理
解
不
可
能
性
と
同
型
の
事
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に

よ
れ
ば
、
観
念
論
と
独
断
論
の
間
で
は
、
理
論
体
系
と
し
て
の
相
互

の
翻
訳
は
成
立
し
な
い
。
人
が
観
念
論
を
選
ぶ
か
独
断
論
を
選
ぶ
か

は
、
そ
の
人
が
自
由
を
経
験
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
体
系
の
内
部
的
に
解
決
で
き
る
問

題
で
は
な
い
。
観
念
論
者
と
独
断
論
者
は
、
い
わ
ば
、
全
く
別
の
世

界
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
は
共
通
の
意
味
な
ど

。

、

存
在
し
な
い

両
者
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
不
在
で
あ
り

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
原
理
的
に
不
可
能
で
す
ら
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
哲
学
的
言
説
の
持
つ
特
殊
性
を
し
っ
か
り

と
見
据
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
分
と
は
立
場
の
異

な
る
あ
る
哲
学
説
の
真
理
性
を
検
討
す
る
と
き
、
そ
の
哲
学
説
は
必

然
的
に
わ
れ
わ
れ
の
探
求
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
に

は
、
そ
の
学
説
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
ど
う
あ
る
か
は
知
ら
れ
ず
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
あ
り
方
し
か
問
題
に
で
き
な
い

「
わ
れ
わ

。

れ
が
そ
れ
の
本
質
で
あ
る
と
申
し
立
て
る
も
の
は
む
し
ろ
、
そ
れ
の

真
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
単
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
に

す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。

（
二
）

も
ち
ろ
ん
一
般
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
捉
え
て
お
り
、
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
あ
り
方
と
客
観
的
な
真
の
あ
り
方
と
が
一
致
し

て
い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
あ
り
方
に
基
づ
い
た
批
判
は
十

分
に
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
原
理
を
巡

る
哲
学
の
間
に
お
け
る
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
遡
及
を
許
さ
ぬ

哲
学
説
の
原
理
に
つ
い
て
、
な
に
が
一
方
の
真
理
性
を
保
証
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
の
は
な
い
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解

だ
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
「
学
は
そ
の
登
場
に
お
い
て
や
は
り
一
つ
の

現
象
に
す
ぎ
な
い
」
と
語
り
、
学
知
と
他
の
知
と
の
間
に
権
利
上
の

優
劣
を
認
め
得
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

絶
対
を
主
張
す
る
哲
学
的
原
理
に
は
そ
れ
を
支
え
る
よ
り
根
源
的
な

土
台
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
主
張
す
る
様
式

は
「
断
言
」
と
い
う
形
を
取
る
。
あ
る
哲
学
説
に
外
的
な
批
判
を
行

っ
て
も
、
そ
れ
は
断
言
と
断
言
の
ぶ
つ
か
り
合
い
と
い
う
様
相
を
呈

す
る
他
な
い
。
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『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
意
識
の
自
己
吟
味

、

、

と
い
う

知
自
身
に
よ
る
内
在
的
検
討
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
の
も

こ
う
し
た
哲
学
的
言
説
に
ま
つ
わ
る
困
難
に
直
面
し
て
の
こ
と
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
提
示
し
て
見
せ
た
哲
学
説
間
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
可
能
性
と
い
う
状
況
を
内
側
か
ら
食
い
破
る

そ
れ
が
彼
の
採
っ
た
戦
略
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

―知
を
吟
味
す
る
際
の
最
終
的
審
級
は
現
実
的
実
在
以
外
に
は
な
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
の
見
る
と
こ
ろ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
知
の
自
己
吟
味
も
や
は
り
現
実
と
の
照
合
の
一
種

で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
を
現
実
に
即
し

て
吟
味
す
る
と
言
う
と
、
知
と
客
観
的
現
実
を
単
純
に
二
分
し
て
、

知
を
、
知
と
は
端
的
に
別
物
で
あ
る
対
象
と
比
較
す
る
と
い
う
よ
う

な
や
り
方
と
し
て
理
解
さ
れ
や
す
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
は
っ
き
り
こ
れ

。

、

を
退
け
て
い
る

そ
れ
は
彼
独
自
の
認
識
論
的
構
図
に
基
づ
く
限
り

認
識
か
ら
端
的
に
独
立
な
客
観
的
事
実
と
の
照
合
と
い
う
こ
と
が
意

味
を
成
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
持
っ
て
い
た
認

識
論
的
構
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
見
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。

三
、
認
識
は
光
線
の
屈
折
で
は
な
く
、

光
線
そ
の
も
の
で
あ
る

『
精
神
の
現
象
学

「
緒
論
」
の
冒
頭
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
認
識
に

』

関
す
る
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
そ

の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
真
理
の
認
識
に
取
り
か
か
る
前
に
ま
ず
、

認
識
そ
の
も
の
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
哲
学
史
講

義
に
お
け
る
叙
述
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
思
い

描
い
て
い
る
の
は
カ
ン
ト
の
認
識
批
判
の
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い

い
だ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
そ
う
し
た
哲
学
史
的
な
背
景
に

は
立
ち
入
ら
ず
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
認

識
論
的
構
図
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
み
た
い
。

第
一
に
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
は

真
理
を
認
識
す
る
こ
と
と
認
識
そ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
認
識
は
絶
対
的
な
も
の
を
捉
え
る
た
め

の

道
具

あ
る
い
は
絶
対
的
な
も
の
を
か
い
ま
見
る
た
め
の

媒

「

」
、

「

体
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
と
め
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
認
識
対
象
で
あ
る
絶
対
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る

も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
認
識
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と
は
客
観
的
な
対
象
に
対
す
る
主
観
的
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
あ
る

バ
イ
ア
ス
を
伴
っ
た
受
容
で
あ
り
、
客
観
は
そ
れ
に
よ
っ
て
主
観
的

変
容
を
被
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識
は
わ
れ
わ
れ
と
対
象

と
の
間
に
立
つ
媒
介
者
で
あ
る
と
い
う
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
が
う

な
ら
、
認
識
批
判
と
は
、
認
識
結
果
か
ら
こ
の
媒
介
者
に
由
来
す
る

も
の
を
取
り
分
け
る
た
め
に
、
こ
の
媒
介
者
の
特
質
を
よ
く
吟
味
す

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
目
的
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
主

観
的
「
見
え
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
客
観
的
な
実
在
の
有
り
様
を
知
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

認
識
と
認
識
対
象
と
を
区
別
す
る
事
は
何
ら
奇
異
な
こ
と
で
は
な

い
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
「
自
然
な
イ
メ
ー
ジ
」
と
言
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
前
節
の
最
後
で
言
及
し
た
、
知
を
知
と
は
端
的
に
独

立
な
客
観
的
現
実
に
照
ら
し
て
み
る
と
い
う
や
り
方
も
、
認
識
と
そ

れ
の
対
象
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
自
然
な
イ
メ
ー
ジ
を
前
提
に
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
れ
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
自
然
な
イ
メ
ー
ジ
を
退
け
る
の
で
あ

る
。
彼
は
こ
う
言
う

「
認
識
と
は
光
線
の
屈
折
で
は
な
く
、
真
理

。

が
そ
れ
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
ふ
れ
て
く
る
光
線
そ
の
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
取
り
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
に

示
さ
れ
る
の
は
た
だ
の
方
向
か
、
も
し
く
は
空
虚
な
場
所
だ
け
で
あ

ろ
う
」
。
比
喩
的
な
表
現
だ
が
、
主
観
的
要
素
を
取
り
除
く
こ
と
で

（
三
）

客
観
そ
の
も
の
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ

で
厳
し
く
退
け
て
い
る
こ
と
は
解
る
。
次
に
こ
の
比
喩
に
込
め
ら
れ

た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
論
的
主
張
を
取
り
出
し
て
み
た
い
。

ま
ず
彼
は
、
認
識
は
「
光
線
の
屈
折
」
で
は
な
く
「
光
線
」
そ
の

も
の
で
あ
る
と
言
う
。
認
識
を
「
光
線
の
屈
折
」
と
す
る
主
張
が
認

識
が
客
観
そ
の
も
の
を
教
え
ず
、
対
象
に
主
観
的
な
変
容
を
加
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
認
識
を

光
線
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
認
識
が
対
象
そ
の
も
の
を
示

す
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
読
ん
で
い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー

ゲ
ル
の
立
場
で
も

現
象
と
本
質
と
の
区
別
が
で
き
る
こ
と
は

論

、

、『

理
の
学

「
本
質
論
」
の
叙
述
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
こ

』

（
四
）

で
の
議
論
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
は
本
質
を
示
す
限
り
に
お

い
て
現
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
比
喩
も
、
認
識
に
お
い
て
対
象
そ
の

も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
取
っ
て
い
い
。

哲
学
の
対
象
を
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
で

言
え
ば
、
こ
れ
は
認
識
に
お
け
る
絶
対
者
の
臨
在
を
意
味
す
る
も
の
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で
あ
る
。

さ
ら
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
、
対
象
を
示
す
も
の
と

し
て
の
認
識
を
取
り
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
は
空
虚
な
場
所
し

か
残
ら
な
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
対
象
に
つ
い

て
何
か
を
教
え
る
も
の
は
認
識
以
外
に
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
。
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
が
考
察
す
る
存
在
は
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
存
在
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
対

象
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
認
識
か
ら
端
的
に
独
立
な
客
観
的
対

象
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と
は
意
味
を
成
さ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
認
識
は
光
線
の
屈
折
で
は
な
く
、
光
線
そ
の
も

、

の
で
あ
る
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
は
、
認
識
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が

頼
る
こ
と
の
で
き
る
寄
る
辺
は
た
だ
認
識
の
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
構
図
の
も
と
で
は
、
認
識
を
、
そ
れ
と
は
独
立
な
客

観
的
現
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
そ
の
真
理
性
を
測
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
基
準
と
な
る
は
ず
の
、
現
象
の
背
後
の
客
観
的
現
実
な

る
も
の
に
接
近
す
る
手
段
が
他
な
ら
ぬ
認
識
そ
の
も
の
の
他
に
な
い

か
ら
で
あ
る
。
認
識
は
認
識
か
ら
端
的
に
独
立
な
も
の
と
引
き
比
べ

ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
内
在
的
に
吟
味
さ
れ
る

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
認
識
が
光
線
の
屈
折
で
は
な

く
、
光
線
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
認
識
が
対

象
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
す
べ
て
の
認
識
は

真
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
認
識

し
か
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
認
識
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て

ど
の
認
識
も
同
じ
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
優
劣
の
区

別
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
も
し
そ
う

だ
と
す
る
と
、
認
識
を
内
在
的
に
吟
味
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
試

み
は
意
味
を
持
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
認
識
一
元
論
的
構
図
の
中
に
あ
っ
て
吟
味
の
可
能
性
を

支
え
て
い
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
本
論
冒
頭
で
見
た
知
と
対
象
と
の

区
別
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
う
ち
で
の
知
と
対
象
の
区
別
が
、
本
当

は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
を
検
討
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
目
標
で
あ

る
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
は
ま
ず
、
こ
の
区
別
が
ど
の
よ
う
に
導
入

さ
れ
る
か
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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四
、
意
識
の
内
な
る
知
と
即
自
の
区
別

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
意
識
に
と
っ
て
外
な
る
尺
度
は
知
の
真
理

性
を
吟
味
す
る
た
め
に
は
役
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
吟
味
す
る
と
は
何
ら
か
の
尺
度
と
の
比
較
を
意
味
す
る
か

ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
知
の
自
己
吟
味
と
い
う
課
題
そ
の
も
の
が
不
可

能
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
意
識
と
い
う
も
の
の

構
造
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
解
決
を
与
え
よ
う

と
す
る
。

。「

、

彼
は
意
識
の
根
本
構
造
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

す
な
わ
ち

そ
れ
〔
意
識
〕
は
或
る
も
の
に
関
係
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
も
の
を

自
分
か
ら
区
別
す
る
。
あ
る
い
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
或
る

も
の
が
そ
れ
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
」
。
こ
れ
は
意
識
が
何
か
を

（
五
）

意
識
す
る
と
い
う
事
態
を
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

何
か
を
意
識
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
何
か
に
関
わ
っ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
同
時
に
そ
の
何
か
を
自
分
で
は
な
い
も
の
と
し
て
意
識

し
て
も
い
る
。

こ
こ
で
対
象
は
二
つ
の
様
相
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル

は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
と
関
わ
り
、
意
識
に
対
し
て
い
る

と
い
う
あ
り
方
と
、
意
識
か
ら
区
別
さ
れ
、
意
識
の
外
な
る
も
の
と

さ
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
前
者
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い

う
あ
り
方
で
あ
る
と
言
う

「
或
る
も
の
の
意
識
に
対
す
る
存
在
が

。

」。

、

、

知
で
あ
る

こ
れ
に
対
し

或
る
も
の
が
意
識
と
の
関
係
の
外
に

（
六
）

そ
れ
自
体
と
し
て
あ
る
あ
り
方
の
ほ
う
は
真
理
態
と
呼
ば
れ
る

こ
。「

の
即
自
の
側
面
が
真
理
態
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
何
か
を
意
識

（
七
）

す
る
と
い
う
事
態
に
は
知
と
真
理
な
い
し
即
自
と
い
う
二
つ
の
契
機

が
含
ま
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、

意
識
の
自
己
吟
味
は
こ
の
二
つ
の
契
機
の
比
較
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ

る
。し

か
し
こ
れ
だ
け
で
は
主
観
的
認
識
を
客
観
的
真
理
に
照
ら
し
て

吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
と
の
違
い
は
解
ら
な
い
。
認
識
と
対
象
と
を

截
然
と
分
け
る
立
場
に
逆
戻
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

い
が
生
じ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
光
線
の
比
喩
に
よ
っ
て
批
判
し
た
の
は

他
な
ら
ぬ
こ
う
し
た
構
図
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
難
点
に
は
十
分
自
覚
的
で
あ
っ
た
。

彼
は
難
点
を
解
消
す
る
べ
く
、
知
と
対
象
と
の
区
別
が
意
識
そ
の
も

の
の
中
に
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
或
る
も
の
が
意
識
に
対
し
て
存
在
す
る
」
と
い
う
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定
式
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
新
た
な
命
題
を
提
示
す
る
。
す
な
わ

ち

「
意
識
の
中
で
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
い
る
」
が
そ
れ
で
あ

、

（
八
）

る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る

「
一
方
」
と
「
他
方
」
と
は
、
意
識
と
対

、

象
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
命
題
の
後
半
は
先
の
定
式
と
同
じ
く
、
対

象
が
意
識
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
関
係
を
言
い
表
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
こ
の
命
題
の
前
半
は
、
意
識
と
対
象
と
の
関
係
が

成
立
す
る
場
所
が
他
な
ら
ぬ
意
識
の
中
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
意
識
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
関
係
自
体
が

意
識
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
は
一
見
す
る
ほ
ど
奇
怪
な
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
、
目
の
前
の
机
が
わ
れ
わ
れ
の
意
識
と
の
関
係
を
離
れ
て
も
そ
れ

自
体
と
し
て
存
在
す
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
確
か
に
わ
れ
わ

れ
は
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
の
外
と
い
う
契
機
、
即
自
と
い
う
契
機
を

も
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
対
象
が
意
識
の
外
に
あ
る
と
思

う
こ
と
そ
れ
自
体
意
識
の
内
な
る
意
識
内
容
で
あ
る
。
即
自
は
認
識

を
端
的
に
超
越
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
知
と
対
象
と
の
関
係
を
全
体
と
し
て
意

識
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
光
線
の
比
喩
に

よ
っ
て
彼
が
批
判
し
た
自
然
な
イ
メ
ー
ジ
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
な

く
、
対
象
と
比
較
す
る
こ
と
で
知
を
吟
味
す
る
と
い
う
可
能
性
が
保

証
さ
れ
た

「
し
た
が
っ
て
、
意
識
が
自
分
自
身
の
中
で
即
自
な
い

。

、

。

し
真
と
し
て
宣
言
す
る
も
の
に
お
い
て

わ
れ
わ
れ
は
尺
度
を
持
つ

そ
れ
は
意
識
自
身
が
自
ら
の
知
を
測
る
た
め
に
打
ち
立
て
た
尺
度
で

あ
る
」
。

（
九
）

こ
う
し
て
、
認
識
と
対
象
を
単
純
に
二
分
す
る
自
然
な
イ
メ
ー
ジ

に
逆
戻
り
す
る
こ
と
は
防
が
れ
て
い
る
こ
と
は
一
応
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
新
た
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
意
識
の
中
に
あ
る

も
の
で
あ
る
「
真
理
態
の
契
機
」
が
、
果
た
し
て
本
当
に
尺
度
た
り

得
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
知

と
即
自
の
関
係
に
つ
い
て
、
よ
り
明
瞭
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
必
要
が

あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
緒
論
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ

と
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
残
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で

『
精

、

神
の
現
象
学
』
に
登
場
す
る
意
識
形
態
に
お
い
て
、
知
と
即
自
が
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。
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五
、
同
じ
内
容
の
二
重
写
し
と
し
て
の
知
と
即
自

『
精
神
の
現
象
学
』
に
登
場
す
る
多
く
の
意
識
形
態
の
う
ち
、
知

と
そ
の
対
象
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
表
に
出
て
い
る
の
は
、

最
初
の
意
識
形
態
で
あ
る
「
感
覚
的
確
信
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ

わ
れ
も
こ
の
意
識
形
態
を
例
に
、
知
と
即
自
の
内
容
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

ま
ず
、
感
覚
的
確
信
が
ど
の
よ
う
な
意
識
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
を

確
認
し
て
お
く
。
そ
れ
は
「
直
接
知
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
、
直
接
的

な
も
の
を
捉
え
る
知
と
さ
れ
て
い
る
。
直
接
的
な
も
の
に
つ
い
て
の

知
と
い
う
と
、
感
覚
的
所
与
を
内
容
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
通
常
の
意
味
で
の
感
覚
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
で
は
直

接
的
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
で
は
色
や
形

と
い
っ
た
感
覚
内
容
は
他
の
色
形
と
の
区
別
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

他
の
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
で
の
他
と
の
関
係
ま
で

も
排
し
た
純
粋
に
直
接
的
な
も
の
と
し
て
な
に
が
残
る
か
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
、
た
だ
の
存
在
だ
け
で
あ
る
。
感
覚
的
確
信
と
は
、
事

物
に
お
い
て
た
だ
の
存
在
を
捉
え
る
こ
と
を
標
榜
す
る
知
な
の
で
あ

る
。そ

れ
で
は
、
こ
の
た
だ
の
存
在
を
捉
え
る
知
と
し
て
の
感
覚
的
確

信
に
お
い
て
、
知
と
即
自
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
感
覚
的
確
信
に
お
け
る
知
の
内
容
を
示
す

テ
キ
ス
ト
を
見
て
み
よ
う

「
感
覚
的
確
信
は
、
そ
れ
が
知
っ
て
い

。

る
も
の
に
関
し
て
、
た
だ
、
そ
れ
は
存
在
す
る
と
だ
け
し
か
言
わ
な

い

。
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
、
感
覚
的
確
信
の
知
の
内
容
は
、
事

」

（
一
〇
）

物
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
に
対

応
す
る
即
自
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
同
じ
よ
う
に
テ
キ
ス
ト

。「

〔

〕

、

の
関
係
箇
所
を
見
て
み
よ
う

そ
れ

感
覚
的
確
信

に
お
い
て

一
方
は
単
純
な
直
接
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
本
体
と

し
て
定
立
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
で
あ
る
」
。
こ
こ
を
見
る
と
、

（
一
一
）

対
象
は
「
直
接
に
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
は
、
知
の
内
容
は
存
在
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
対
応
す
る
即
自
も
存
在
な
の
で
あ
る
。
文
章
表
現
上
の
微
妙

な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
は
両
者
の
間
に
内
容
上
の
違
い
は

な
い
。
感
覚
的
確
信
で
は
知
と
即
自
は
同
じ
内
容
の
二
重
写
し
な
の

で
あ
る
。

緒
論
に
お
い
て
、
知
は
対
象
が
意
識
に
対
し
て
み
せ
る
表
情
、
対
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意
識

存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
他
方
即
自
は
、
こ
の
関

－
－

係
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
あ
り
方
と
さ
れ
て
い
た
。
感

覚
的
確
信
の
例
に
基
づ
い
て
両
者
の
関
係
を
再
考
し
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
対
象
は

意
識
に
対
し
て
、
た
だ
存
在
す
る
も
の
と
い
う
面
を
見
せ
て
い
て
、

こ
れ
が
知
の
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
即
自
と
は
、
意
識
に
対

し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
「
た
だ
存
在
す
る
も
の
」
と
い
う
こ
の
同
じ

あ
り
方
が
、
意
識
と
の
関
係
の
外
で
で
も
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
、

た
姿
な
の
で
あ
る
、
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
対
象
は
本
質
的
に
知
に
属

、
、

し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
も
こ
う
理
解
す
れ
ば
よ

（
一
二
）

く
わ
か
る
。

こ
の
解
釈
を
別
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
補
強
し
た
い
。
そ
も
そ

も
知
と
即
自
の
区
別
は
ど
こ
に
そ
の
根
源
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
答
え

て
い
な
い
が
、
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。

意
識
の
自
己
吟
味
に
外
か
ら
の
介
添
え
の
不
必
要
な
こ
と
を
説
明

し
て
、
彼
は
こ
う
主
張
す
る

「
と
い
う
の
は
、
意
識
は
対
象
に
つ

。

い
て
の
意
識
で
あ
る
一
方
で
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
は
自
分
に
と
っ
て
真
な
る
も
の
の

意
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
知
の
意
識
で
も

あ
る
の
で
あ
る
」
。
意
識
は
対
象
を
意
識
す
る
と
き
、
同
時
に
そ
の

（
一
三
）

意
識
自
身
を
意
識
し
て
お
り
、
知
は
同
時
に
知
の
知
で
あ
る
。
こ
の

知
の
知
と
い
う
概
念
に
こ
そ
、
な
ぜ
知
と
即
自
と
の
区
別
が
生
じ
る

か
に
つ
い
て
の
秘
密
が
あ
る
。

対
象
を
知
る
と
い
う
営
み
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
厳
密

に
言
え
ば
そ
の
対
象
だ
け
で
あ
る
。
今
、
目
の
前
に
あ
る
机
を
見
れ

ば
、
そ
の
色
、
形
、
肌
触
り
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
意
識
す
る

が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
わ
た
し
の
知
覚
内
容
と
し

（
一
四
）

て
、
そ
の
意
味
で
わ
た
し
の
意
識
内
の
事
象
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
た

め
に
は
、
わ
た
し
が
自
分
の
意
識
活
動
そ
の
も
の
を
意
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
知
そ
の
も
の
が
知
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
、
知
は
対
象
と
は
別
物
と
し
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
五
）

こ
の
構
造
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
、
知
と
対
象
と
は
、
わ
た
し
の

身
体
と
目
の
前
の
机
の
よ
う
な
別
々
の
も
の
同
士
と
し
て
関
わ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
解
る
。
第
一
次
的
な
知
が
対
象
を
捉
え
て
い
る

と
き
、
そ
こ
に
は
ま
だ
知
と
対
象
と
の
区
別
は
な
い
。
単
に
対
象
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
知
の
知
が
向
か
う
と
き
、
そ
の
同
じ
も

の
が
一
つ
の
知
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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知
と
対
象
と
の
関
係
と
し
て
自
然
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
例
え
ば

ロ
ッ
ク
の
二
次
性
質
の
場
合
の
よ
う
に
、
色
や
香
り
と
い
っ
た
知
覚

が
主
観
の
側
に
あ
り
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
力
能
が
対
象
の
側
に
あ

る
と
い
う
よ
う
な
、
別
々
の
内
容
を
も
つ
も
の
同
士
の
間
の
二
項
的

関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
じ
世
界
の
同
一
平
面
上
の
中
に
知
で
あ

る
部
分
と
対
象
で
あ
る
部
分
が
対
峙
す
る
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の
知
と
即
自
と
の
関
係
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
意
識

に
対
し
て
開
か
れ
る
世
界
は
、
全
体
と
し
て
意
識
に
と
っ
て
の
対
象

で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
知
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
時
に
単
な
る
意
識

内
存
在
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と
さ
れ
る
こ

と
で
、
そ
れ
は
意
識
か
ら
区
別
さ
れ
た
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

、

、

、

そ
し
て

こ
う
し
た
意
味
に
取
る
な
ら

知
と
即
自
と
の
関
係
を

知
と
客
観
的
対
象
と
の
関
係
に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
は
消
失
す

る
。
自
己
意
識
に
と
っ
て
、
自
分
が
本
当
に
自
分
が
思
っ
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意

、

。

味
で

自
己
意
識
的
知
に
対
す
る
即
自
の
あ
り
方
を
問
題
に
で
き
る

こ
の
意
味
で
、
冒
頭
で
触
れ
た
困
難
は
解
消
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
知
と
即
自
と
の
関
係
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、

前
節
の
最
後
で
提
示
し
た
疑
問
は
一
層
強
力
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
同
じ
内
容
を
持
つ
は
ず
の
知
と
対
象
を
比
較
す
る
と
は
ど

う
い
う
意
味
な
の
か
。

六
、
主
張
行
為
の
完
遂
と
し
て
の
吟
味

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
こ
の
問
題
に
十
分
自
覚
的
だ
っ
た
。
対
象
と
言
っ

て
も
、
そ
れ
が
自
然
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
知
か
ら
端
的
に
独

立
な
自
体
存
在
で
あ
り
得
な
い
こ
と
を
彼
は
よ
く
知
っ
て
い
た

確
。「

か
に
対
象
は
意
識
に
と
っ
て
、
意
識
が
そ
れ
を
知
る
よ
う
に
し
か
存

在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
意
識
は
、
対
象
が
意
識
に
対
し
て
ど

う
あ
る
か
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
ど
う
あ
る
か
を
、
探
り

」。

、

当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る

こ
の
発
言
を
読
め
ば

（
一
六
）

対
象
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
や
は
り
「
意
識
に

対
す
る
あ
り
方
」
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
知
の
吟
味
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る

と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
答
え
を
聞

い
て
み
よ
う

「
し
か
し
、
お
よ
そ
意
識
が
あ
る
対
象
に
つ
い
て
知

。
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る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
区
別
が
す
で
に

し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
に
と
っ
て
或
る

も
の
が
即
自
で
あ
り
、
知
な
い
し
対
象
の
意
識
に
対
す
る
存
在
は
、

別
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
区
別
で
あ
る
。
こ
の
存
在
す
る
区
別
に
、

吟
味
は
基
づ
い
て
い
る
」
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
対
他
と
即
自
、
わ

（
一
七
）

れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
用
語
法
で
言
え
ば
、
知
と
即
自
と

の
区
別
に
吟
味
は
基
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
或
る

も
の
が
意
識
に
対
し
て
あ
る
あ
り
方
と
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
あ

り
方
で
は
内
容
上
の
区
別
が
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
て
き
た
の

で
あ
る
。
同
じ
内
容
の
も
の
を
比
べ
て
も
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
ず
れ

が
出
て
く
る
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
答

は
そ
の
意
味
で
は
不
十
分
な
も
の
に
も
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
冷
静
に
な
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
言
を
も
う
一
度

読
み
直
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
即
自
と
対
他
の
内

容
上
の
区
別
な
ど
に
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
彼

が
言
っ
て
い
る
の
は
、
知
は
即
自
と
は
別
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
け
、
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る

と
い
う
こ
と
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
即
自
と
対
他
と
い
う
形
式
そ
の
も
の

の
違
い
な
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
違
い
に
吟
味
の
可
能
性
が

基
づ
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
は
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
知
の
定
義
を
思
い
出
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
知
と
は
或
る
も
の
の
意
識
に
対
す
る
存

在
（

）
で
あ
る
。
こ
の
「
意
識

S
ein

von
E
tw
as

für
ein

B
ew

ußtsein

に
対
す
る
あ
り
方
」
と
い
う
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
知
は
そ
れ
ぞ
れ

の
意
識
に
相
対
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
知
覚
像
を
純
粋

に
知
覚
像
と
い
う
資
格
に
お
い
て
考
察
す
る
場
合
を
考
え
て
み
よ

う
。
河
原
の
ス
ス
キ
が
幽
霊
に
見
え
た
と
し
て
、
こ
の
幽
霊
と
い
う

知
覚
像
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
幽

霊
に
見
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
、
そ
の
「
見
え
」
に
関
し
て
真
偽
を

問
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
、
知
と
い
う
面
を
純
粋
に
取

り
出
せ
ば
、
そ
こ
に
は
真
も
偽
も
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で

「
あ
そ
こ
に
幽
霊
が
い
る
」
と
わ
た
し
が
判

、

断
し
た
と
す
れ
ば
、
話
は
変
わ
っ
て
く
る
。
わ
た
し
は
た
ち
ど
こ
ろ

に
誤
り
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
枯
れ
ス
ス
キ
だ
と
教
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
わ
た
し
に
と
っ
て
の
単
な
る
「
見
え
」
に

満
足
せ
ず
、
そ
れ
が
わ
た
し
と
の
関
係
を
離
れ
て
も
そ
れ
自
体
に
お
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い
て
あ
る
姿
で
あ
る
と
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

、
、

て
そ
れ
は
単
な
る
知
覚
像
で
は
な
く
、
真
理
で
あ
る
と
い
う
主
張
力

を
伴
う
も
の
、
真
偽
を
問
い
得
る
も
の
へ
と
転
化
し
て
い
る
。
知
と

即
自
と
を
分
か
つ
基
準
は
、
結
局
、
こ
の
真
理
へ
の
要
求
の
他
に
は

存
在
し
な
い
。
即
自
と
は
客
観
性
へ
の
真
理
主
張
を
伴
っ
た
知
な
の

（
一
八
）

で
あ
る
。

し
か
し
、
知
と
即
自
と
の
区
別
が
こ
う
し
た
も
の
だ
と
す
る
と
、

即
自
を
基
準
に
知
を
吟
味
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
も
う
一
度
感
覚
的
確
信

の
例
に
戻
っ
て
み
よ
う
。

感
覚
的
確
信
に
お
い
て
吟
味
は
次
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
る

「
し

。

た
が
っ
て
、
対
象
が
、
実
際
に
、
感
覚
的
確
信
自
身
に
お
い
て
、
感

覚
的
確
信
に
よ
っ
て
述
べ
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
本
質
と
し
て
存
在
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

対
象
は
し
か

（
一
九
）

じ
か
の
も
の
だ
と
感
覚
的
確
信
が
述
べ
立
て
る
あ
り
方
は
緒
論
に
お

「

」

け
る

意
識
が
自
分
の
内
で
即
自
な
い
し
真
と
し
て
宣
言
す
る
も
の

に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
に
述
べ
立
て

主
張
す
る
と
い
う
行
為
が
即
自
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
吟
味
は
こ

の
あ
り
方
が
「
対
象
が
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
存
在
す
る
あ
り
方
」

に
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
本
当
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
ど
う

か
を
考
察
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「

」

。「

」

有
名
な

今

に
つ
い
て
の
分
析
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う

今

は
感
覚
的
確
信
が
対
象
と
す
る
直
接
的
・
無
媒
介
に
存
在
す
る
も
の

の
例
で
あ
る

今
と
は
何

と
い
う
質
問
に
対
し
て

例
え
ば

今

。「

」

、

、「

は
夜
だ
」
と
答
え
る
。
こ
の
「
今
は
夜
だ
」
と
い
う
言
明
に
表
現
さ

れ
て
い
る
感
覚
的
確
信
の
真
理
性
を
吟
味
す
る
に
は
、
こ
れ
を
書
き

記
せ
ば
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
翌
日
の
昼
に
そ
れ
を
見
れ
ば
、
そ
れ

が
真
で
な
い
こ
と
が
解
る
。
こ
う
し
て

「
今
」
は
、
夜
で
も
な
け

、

れ
ば
昼
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
自
然
的
時
間
系
列
の
中
に
は
含
ま
れ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
し
た
否
定
的
な
も

の
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
ま
た
夜
で
も
あ
れ
ば
昼
で
も
あ
り
、
そ
の

中
で
今
は
今
で
あ
る
と
い
う
単
一
性
を
保
っ
て
い
る
。
否
定
に
媒
介

さ
れ
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る

。
吟
味
の
大
略
は
以
上
の
よ
う

―

な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
直
接
的
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

「
今
」
が
、
実
は
否
定
に
よ
る
媒
介
を
経
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
経

験
さ
れ
る
。

書
き
記
し
て
し
ま
え
ば
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
あ
た

り
前
で
、
こ
れ
は
「
今
は
夜
だ
」
と
確
信
す
る
知
に
対
す
る
不
当
な
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取
り
扱
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
の
要
点
は
、
こ
の
よ
う
に
書
き
記
す
と
い
う
こ
と

自
体
が
感
覚
的
確
信
の
述
べ
立
て
に
沿
っ
た
行
為
な
の
だ
と
い
う
こ

、
、
、
、

と
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
る

「
夜
で
あ
る
と
こ
ろ
の
今
が

。

保
存
さ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
今
が
そ
う
で
あ
る
と
言
い
立
て
ら
れ
た

と
お
り
の
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
存
在
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
感
覚
的
確
信
と
は
「
こ
の
も
の
」
を
直

（
二
〇
）

接
・
無
媒
介
に
存
在
す
る
「
た
だ
の
存
在
」
で
あ
り
、
個
別
的
な
も

の
で
あ
る
と
主
張
す
る
知
の
立
場
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
無
媒

介
に
、
他
の
も
の
と
の
関
係
な
く
存
在
す
る
も
の
な
ら
、
書
き
記
さ

れ
よ
う
が
保
存
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
影
響
し
な
い

は
ず
で
あ
る
。
書
き
記
す
と
い
う
行
為
は
「
今
」
を
こ
の
知
が
主
張

す
る
と
お
り
に
扱
っ
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
吟

味
は
、
対
象
に
関
し
て
意
識
が
述
べ
立
て
、
主
張
す
る
こ
と
を
最
後

ま
で
完
遂
し
て
み
て
、
矛
盾
が
生
じ
な
い
か
を
見
る
と
い
う
形
で
行

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
知
を
即
自
に
即
し
て
吟
味
す
る
と
い

う
営
み
の
実
態
を
見
る
。
意
識
が
即
自
で
あ
る
と
述
べ
立
て
る
行
為

を
完
遂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
即
自
が
本
当
に
成
り
立
つ
か
ど
う

。

、

か
が
明
ら
か
に
な
る

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

感
覚
的
確
信
が
述
べ
立
て
て
い
る
内
容
は
そ
れ
が
持
つ
知
に
他
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
即
自
が
成
立
す
る
か
ど
う

か
の
吟
味
を
通
し
て
意
識
の
持
っ
て
い
た
知
の
有
効
性
も
明
ら
か
に

な
る
。
知
が
即
自
に
即
し
て
吟
味
さ
れ
る
と
は
、
結
局
、
こ
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
な
お
問
題
な
の
は
、
こ
の
吟
味
が

「
対
象
が
感

、

覚
的
確
信
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
あ
り
方
」
に
対
応
し
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
形
で
為
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
意
識
が

知
っ
て
い
る
対
象
の
あ
り
方
は
そ
れ
が
述
べ
立
て
る
内
容
に
つ
き
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
あ
り
方
は
意
識
に
は
知
ら

れ
て
い
な
い
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
意
識
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
意

識
の
中
に
あ
る
も
の
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
こ
れ
を
解

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
絶
対
的
な
も
の
の
臨
在
と
知

そ
れ
で
は
「
実
際
に
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
存
在
す
る
あ
り
方
」
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と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
は

「
今
」
の

、

例
に
則
し
て
い
え
ば

「
実
は
否
定
に
よ
る
媒
介
を
経
た
も
の
」
と

、

い
う
あ
り
方
以
外
に
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
言
う

「
し
た
が

。

っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
が
実
は
感
覚
的
確
信
に
と
っ
て
の
真
な
る
も

の
で
あ
る
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
あ
り
方
を
感
覚
的
確
信
は
知

（
二
一
）

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
吟
味
の
結
果
知
っ
た
の
で
あ
る
。
い
っ

た
い
こ
の
未
だ
知
ら
れ
ざ
り
し
も
の
と
は
何
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ

れ
と
意
識
の
立
て
た
即
自
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
れ

が
問
題
で
あ
る
。

当
初
意
識
が
真
と
し
た

今

は
無
媒
介
・
直
接
に
存
在
す
る

た

「

」

「

だ
の
存
在
」
で
あ
っ
た
。
吟
味
の
結
果
、
こ
の
た
だ
の
存
在
が
否
定

に
よ
る
媒
介
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
最
初
に
意
識
が

真
だ
と
し
た
「
た
だ
の
存
在
」
が
吟
味
の
結
果
、
全
面
的
に
捨
て
去

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吟
味
の
後
で
も
た
だ

。

、

、

の
存
在
は
存
続
し
て
い
る

た
だ

そ
れ
が
無
媒
介
な
も
の
で
な
く

媒
介
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
こ
う
言
っ
て
い
る

「
し
た
が
っ
て
、
純
粋
存
在
は
感
覚
的
確
信

。
。

、

、

の
本
質
で
あ
り
続
け
る

た
だ
し

直
接
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く

否
定
と
媒
介
を
本
質
と
し
て
持
つ
も
の
と
し
て
で
あ
る
」
。
こ
の
地

（
二
二
）

点
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
当
初
真
だ
と

さ
れ
た
も
の
は
、
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
純
粋
存
在
と
い
う
全

体
の
内
に
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
感
覚
的
確
信
は
、
こ
の
要
素
を
全
体
か
ら
切
り
離
し
、
単
独

で
妥
当
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
知
は
全
体
の
外
で
理
論
活
動
を
営
ん
で
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
解
る
。
そ
れ
は
や
は
り
全
体
の
た
だ
中
に
あ

っ
て
認
識
の
活
動
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
感
覚
的
確
信
は
現
実

の
一
側
面
を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
単
独
で
妥
当
す
る
真
理
だ
と
し
て

主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
と
は
言
え
、
そ
れ

は
や
は
り
、
全
体
の
あ
る
相
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
の
関
わ

り
を
背
後
に
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

「
今
」
と
は
何
か
と
い

、

う
問
い
を
追
求
し
て
い
っ
た
結
果
、
未
だ
知
ら
れ
ざ
り
し
そ
の
全
体

と
の
連
関
が
明
る
み
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
こ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
の
臨
在
と
い
う
思
想
の
変
奏
と

。

、

し
て
理
解
で
き
る
と
考
え
る

意
識
が
即
自
と
し
て
立
て
る
も
の
は

そ
の
意
識
の
立
場
に
応
じ
た
一
面
性
を
免
れ
な
い
と
は
言
え
、
絶
対

的
な
も
の
の
一
面
を
捉
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
絶
対
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的
な
も
の
は
そ
れ
を
通
し
て
意
識
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
や
は
り
一
面
的
な
把
握
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
教
え
る
の

も
、
そ
の
把
握
が
絶
対
的
な
も
の
を
把
握
し
き
れ
な
い
と
い
う
経
験

で
あ
る
。
意
識
の
自
己
吟
味
を
導
い
て
い
る
の
も
、
最
終
的
に
は
、

こ
の
絶
対
的
な
も
の
の
臨
在
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

（
二
三
）知

の
自
己
吟
味
の
意
味
も
、
絶
対
的
な
も
の
と
の
関
係
の
も
と
で

捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
意
識
が
即
自
を
立
て
る
と
は

真
理
へ
の
要
求
を
掲
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ヘ

ー
ゲ
ル
の
有
名
な
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い

「
絶
対
的

。

、

」
。

な
も
の
の
み
が
真
で
あ
り

真
な
る
も
の
の
み
が
絶
対
的
で
あ
る

（
二
四
）

真
理
へ
の
要
求
を
立
て
る
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の

の
一
面
を
切
り
取
り
、
絶
対
的
な
も
の
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

、

、

こ
れ
に
よ
っ
て

確
か
に
絶
対
的
な
も
の
の
一
面
は
捉
え
ら
れ
る
が

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
知
が
捉
え
た
一
面
、
知
に
と
っ
て
の
存
在
に
す
ぎ

な
い
。
吟
味
の
結
果
、
当
初
の
即
自
が
、
意
識
に
と
っ
て
の
即
自
に

す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
知
の
行
っ
た
限
定
が
無
に
帰
す
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
知
の
立
場
に
対
す
る
世
界
の
有
り
様

を
確
か
に
開
い
た
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
有
限
な
知
の
立
場
に

立
つ
以
上
、
こ
れ
以
外
に
絶
対
的
現
実
を
捉
え
る
手
段
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
知
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
を
通
し
た
現

実
し
か
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
の
立
場
が
、
絶
対
的

な
も
の
を
捉
え
よ
う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
展
望
を
開
き
な
が
ら
も
、

自
ら
の
一
面
性
の
故
に
現
実
を
捉
え
き
れ
ず
に
消
え
て
い
く
と
い
う

こ
の
運
動
が
、
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
現
実
の
認
識
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

「
認
識
は
、
光
線
の
屈
折
で
は
な
く
、
真

。

理
が
そ
れ
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
ふ
れ
て
く
る
光
線
そ
の
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
も
こ
う
し
た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
知
の
自
己
吟
味
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
の
本
来
的

対
象
で
あ
る
絶
対
的
な
も
の
の
臨
在
の
も
と
で
動
い
て
い
る
。
し
か

、

、

し

意
識
が
一
定
の
限
定
さ
れ
た
主
張
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
限
り

絶
対
的
な
も
の
が
そ
の
も
の
と
し
て
意
識
の
経
験
の
中
に
入
っ
て
く

る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
絶
対
的
な
も
の
は
意
識
に
と
っ
て

超
越
で
あ
る
。
知
の
自
己
吟
味
は
、
意
識
が
こ
の
超
越
と
の
関
わ
り

に
立
つ
こ
と
で
、
つ
ま
り
真
理
要
求
を
掲
げ
る
知
で
あ
る
こ
と
で
成
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り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
び

意
識
の
内
な
る
知
と
即
自
と
の
比
較
と
い
う
事
態
が
、
実
際
は
ど

う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
見
極
め
る
の
が
、
本
論
の
目
標

で
あ
っ
た
。
考
察
の
結
果
を
箇
条
書
き
的
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

知
と
即
自
と
は
別
々
の
内
容
を
持
つ
二
つ
の
項
で
は
な
い
。
む
し

ろ
同
じ
内
容
が
別
の
側
面
か
ら
眺
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
知
は
単

に
意
識
に
と
っ
て
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
そ
れ
自
体
に
お

い
て
も
妥
当
す
る
と
主
張
さ
れ
た
も
の
が
即
自
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
知
と
即
自
は

『
精
神
の
現
象
学
』

、

全
体
に
見
い
だ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は

『
現
象

、

学
』
の
方
法
的
一
貫
性
を
擁
護
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
即
自
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
る
真
理
へ
の
要
求
は
、

意
識
を
意
識
の
外
へ
と
、
絶
対
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
引
き
ず
り

出
す
。
絶
対
的
な
も
の
と
は
、
哲
学
に
と
っ
て
唯
一
の
現
実
、
認
識

の
現
場
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
現
場
で
、
知
の
主
張
す
る
内

容
が
ど
れ
ほ
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concept of humanity if my discussion in the third section succeeds in clarifying this
point.

Finally, in the last section, referring to human dignity, I would like to propose a
new viewpoint of the relationship between the Sanctity of Life (SOL) and the
Quality of Life (QOL), which is based on the criticism of the common
understanding of them.

Das Wissen prüft sich selbst
Eine Interpretation der Methode－

－von Hegels Phänomenologie des Geistes

Masao YAMAWAKI

Hegel stellt in seiner Phänomenologie des Geistes die Bildung des natürlichen
Bewußtseins als Standpunkt der Wissenschaft dar. Diese Bildung läßt sich als
Prüfung der Realität des Wissens fassen. Dabei weist er auf zwei im Bewußtsein
enthaltenen Momente hin. Wenn das Bewußtsein etwas weiß, so existiert der
Gegenstand für das Bewußtsein. Dieses Sein des Gegenstandes für das Bewußtsein
heißt das Wissen. Der Gegenstand wird aber zugleich als auch außer dieser
Beziehung, an sich seiend gesetzt. Diese Seite des Ansich heißt Wahrheit und sie
dient für die Prüfung des Wissens als Maßstab. Nun vertritt Hegel die Ansicht, daß
dieser Unterschied von Wissen und Ansich in das Bewußtsein selbst fällt und
deswegen das Bewußtsein den Maßstab seiner Prüfung in sich selbst hat. Zu fragen
ist aber, was für eine Beziehung dieser Unterschied ist. Der vorliegende Aufsatz
versucht diese Frage an einer Gestalt des Wissens, die in der Phänomenologie des
Geistes vorkommt, zu erläutern.

Die Phänomenologie beginnt mit der Gestalt des Wissens, die das unmittelbare
Sein aufzufassen meint die sinnliche Gewißheit. Welches Ansich hat diese Gestalt:
des Wissens in sich? Hegel sagt, daß in der sinnlichen Gewißheit das einfache
unmittelbare Sein als Gegenstand gesetzt ist. So zeigt es sich, daß das unmitelbare
Sein ihr Ansich ausmacht. Die sinnliche Gewißheit ist aber nichts anderes als das
Wissen vom unmittelbaren Sein und das Sein ist ihr einziger Inhalt. Daraus geht
hervor, daß bei der sinnlichen Gewißheit Wissen und Ansich den gleichen Inhalt
haben. Hier stellt sich freilich die Frgae, worin dann der Unterschied beider liegt.

Das Wissen ist ein für das Bewußtsein gegebenes Sein des Gegenstandes. Aber
das Bewußtsein erhebt zugleich den Anspruch darauf, daß etwas auch in
Wirklichkeit so sei, wie es ihm erscheint. So wird etwas für das Ansich gehalten. Es
ist dieser Wirklichkeitsanspruch, der das Moment des Ansich vom bloßen Wissen
unterscheidet. Durch diesen Anspruch wird das Wissen auf die ihm in gewissem
Sinne gegenüberstehende Wirklichkeit bezogen. Darin besteht der wahre Sinn der
Prüfung.


