
フ

ッ

サ

ー

ル

に

お

け

る

他

者

経

験

の

構

造

と

発

生

榊
原

哲
也

序

他
者
や
そ
の
他
者
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
二
〇
世
紀
後
半
の
哲
学

の
一
つ
の
主
要
問
題
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問

、

、

題
が
議
論
さ
れ
る
と
き

盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
批
判
さ
れ
た
の
が

フ
ッ
サ
ー
ル
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
五
省
察
に
見
ら
れ
る
超
越
論

的
他
者
経
験
論
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
第
五
省
察
に
お
い

て
、
い
わ
ゆ
る
「
感
情
移
入

」
と
し
て
の
「
他
者
経
験

(E
infühlung)

」

の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ま

(F
rem

derfahrung)
(H
ua

I,
1
24) （

一
）

ず
も
っ
て
他
者
に
向
か
う
一
切
の
志
向
性
を
エ
ポ
ケ
ー
し
て
私
の
原

初
的
な
固
有
領
圏
に
立
ち
戻
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
こ
の
固
有
領

圏
に
現
わ
れ
る
あ
る
物
体
を
私
の
と
は
別
の
〈
身
体
〉
と
し
て
類
比

的
に
統
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
付
帯
的
に
現
前
す
る
エ
ゴ

を
、
私
の
類
比
物
で
あ
る
「
他
の
エ
ゴ

」
と
し
て
経
験
す

(alter
ego

)

る
、
と
彼
は
論
じ
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
他
者
経
験
論

に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
初
的
領
圏
」
の
概
念
や
そ
の
経
験
可
能
性
を

め
ぐ
っ
て
、
ま
た
他
者
を
私
の
エ
ゴ
の
変
様
・
類
比
物
と
し
て
捉
え

る
「
他
者
」
概
念
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
疑
問
や
批
判
が
寄

せ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
、
こ
の
小
論
で
そ
の
個
々
の
論
点
に
立

ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
疑
問
や

批
判
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
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も
、
そ
の
準
備
的
考
察
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身

が
静
態
的
分
析
と
位
置
づ
け
た
第
五
省
察
の
他
者
論
の
そ
の
位
置
づ

け
を
再
検
討
し
、
他
者
経
験
を
め
ぐ
る
静
態
的
分
析
と
発
生
的
分
析

、
、
、

、
、
、

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
試
み
は
実
は
、

先
行
研
究
の
な
か
に
も
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
は

静
態
的
分
析
と
発
生
的
分
析
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
発
生
的
分
析
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
未
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
因
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
発
生

（
二
）

的
現
象
学
の
方
法
論
を
十
分
に
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
あ
る
の

だ
が
、
こ
の
小
論
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
発

生
的
現
象
学
の
方
法
論
を
で
き
る
限
り
再
構
成
し
、
先
行
研
究
に
お

け
る
そ
の
空
隙
を
い
く
ら
か
で
も
埋
め
る
試
み
を
行
い
た
い
と
思

う
。以

下
、
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
静
態
的
分
析

と
発
生
的
分
析

の
内
実
と
両
者

（
静
態
的
現
象
学
）

（
発
生
的
現
象
学
）

の
関
係
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
し
た
い
く
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
を
手
が

か
り
に
再
構
成
し

、
そ
の
上
で
、
彼
が
静
態
的
分
析
と
位
置
づ

（
一
）

け
た
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
五
省
察
の
叙
述
を
詳
細
に
検
討
し
、

こ
の
叙
述
が
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
を
考
察
し
て
い
く

。
そ
し
て
最
後
に
、
他
者
経
験
と
い
う
事
象
に
即
し
て
静
態
的

（
二
）

分
析
と
発
生
的
分
析
と
の
関
係
を
再
考
し
、
発
生
的
現
象
学
に
お
け

る
〈
現
象
学
の
営
み

の
根
本
的
特
徴
を
確
認

(Phänom
enologisieren)

〉

す
る
こ
と
に
し
た
い

。

（
三
）

一

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る

静
態
的
分
析
と
発
生
的
分
析

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
、
そ
の
思
索
の
歩
み
の
中
で
い
く
つ
か
の

展
開
／
転
回
を
遂
げ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
途
上
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が

意
識
や
意
味
の
発
生
を
問
う
発
生
的
現
象
学
の
着
想
を
得
て
、
そ
れ

、
、

に
先
立
つ
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
時
期
の
現
象
学
を
静
態
的
現
象
学
と

し
て
捉
え
直
し
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
発
生
的
現

象
学
の
着
想
は
、
一
気
に
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
イ

（
後
年
か
ら
見
れ
ば
静
態
的

デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
表
立
っ
て
定
式
化
さ
れ
た

方
法
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
現
象
学
的
分
析
が
進
め
ら
れ
る
中

な
）

で
、
い
わ
ば
方
法
的
自
覚
に
先
立
っ
て
、
分
析
の
ほ
う
が
先
に
発
生

的
現
象
学
の
次
元
に
到
達
し
て
い
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う

フッサールにおける他者経験の構造と発生／32
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と
思
わ
れ
る
。
が
、
方
法
的
自
覚
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
フ
ッ
サ

、
、
、
、
、

（
三
）

ー
ル
自
身
に
と
っ
て
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
既
刊
の
テ
キ

ス
ト
に
基
づ
く
限
り

「
起
源

」
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
考

、

(U
rsprung)

察
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
発
生
的
現
象

学
の
自
覚
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
、
ご
く
簡
単

に
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
九
一
六
年
な
い
し
一
九
一
七
年
の
も
の
と
さ
れ
る
あ
る
草
稿

の
な
か
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
心
と
い
う

(V
gl.

H
ua

X
III,

346
-357

)

実
在
に
関
わ
っ
て
心
理
的
お
よ
び
心
理
物
理
的
因
果
連
関
を
問
う

「
心
理
学
的
起
源
へ
の
問
い
」
と
区
別
し
て
、｢

現
象
学
的
な
起
源

へ
の
問
い｣

と
い
う
も
の
を
立
て
て
い
る

。
そ
こ
で

(H
ua

X
III,

346)

彼
は

「
価
値
統
覚
」
が
「
対
象
統
覚
」
な
い
し
「
事
象
統
覚
」
に

、

基
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
基
づ
け
関
係
を

本
質
必
然
的
な

時

、

「

（
四
）

間
関
係｣

と
し
て
捉
え
、
価
値
が
新
た
な
層
と
し
て
構
成
さ
れ
う
る

た
め
に
は
「
対
象
統
覚

」
が
す
で
に
遂
行
さ

（
単
な
る
事
象
の
統
覚
）

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
事
象
統
覚
の
層
の
ほ
う
が
価

値
統
覚
の
層
よ
り
「
よ
り
根
源
的

だ

」

［
＝
起
源
的
］

(ursprünglicher)

と
述
べ
る
。
つ
ま
り

「
抽
象

」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

、

(A
bstraktion)

（
五
）

て
、
上
位
の
価
値
統
覚
の
層
が
欠
け
て
も
下
位
の
事
象
統
覚
の
層
は

(V
gl.

H
ua

意
識
上
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
以
上

、
現
象
学
的
に
見
る
と
、
価
値
統
覚
に
対
し
て
、
そ
れ
を

X
III,

354
)

基
づ
け
る
事
象
統
覚
の
層
の
ほ
う
が
、
本
質
必
然
的
に
、
時
間
的
に

よ
り
先
な
る
「
起
源
」
だ
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
こ
う
し
て
、
本
質
必
然
的
な
時
間
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
統
覚

(H
ua

の
諸
層
の
基
づ
け
関
係
を

現
象
学
的
発
生
の
関
係

と
呼
ぶ

、「

」

。
ノ
エ
シ
ス
的
な
、
そ
し
て
そ
れ
と
相
関
的
に
ノ
エ
マ
的

X
III,

348)

な
「
構
成
の
諸
段
階
の
基
づ
け
の
秩
序
」

が
本
質
必

(H
ua

X
III,

354)

然
的
な
時
間
関
係
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

『
イ
デ

、

ー
ン
Ⅰ
』
で
記
述
分
析
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
ノ
エ
シ
ス

ノ
エ
マ
的

－

な
志
向
性
の
基
づ
け
関
係
が
、｢

現
象
学
的
発
生｣

の
関
係
と

(ebd.)

し
て
主
題
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
諸
統
覚
の
間
の
本
質
必
然
的
な
時
間
関
係
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
価
値
統
覚
と
そ
れ
を
基
づ
け
る
事
象
統
覚
の
よ
う
な

基
づ
け
関
係
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
ど
ん
な
統
覚
で
あ
れ
「
現
在
の

意
識
」
は
す
べ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
過
去
の
意
識
」
に
必
然
的

。

、

に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
よ
う

現
在
に
お
け
る
何
ら
か
の
予
期
は

必
然
的
に｢

以
前
の
経
験｣

に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
に
動
機
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
一
般
に
、
何
ら
か
の
統
覚
が
遂
行
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
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そ
れ
に
先
立
つ
過
去
の
意
識
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
過
去
の

意
識
こ
そ
が
「
同
じ
自
我
流
の
未
来
の
意
識
」
に
「
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る

。
し
た
が
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は

「
後
の
意
識
」
が
「
そ
れ

」

、

に
先
立
つ
意
識
に
よ
っ
て
必
然
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
が
「
発
生
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
性
」
だ
、
と
も
述
べ
る
の

で
あ
る

。
(H
ua

X
III,

356f.)

諸
統
覚
の
間
の
本
質
的
な
時
間
関
係
を｢

現
象
学
的
発
生｣

と
し

(H
ua

X
I,

て
捉
え
る
こ
の
見
方
は
、
一
九
二
一
年
に
書
か
れ
た
草
稿

に
な
る
と
、
さ
ら
に
明
確
な
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
フ

336
-345

)

ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば

「
意
識
の
理
論
」
と
は
ま
さ
に
「
諸
統
覚
に

、

つ
い
て
の
理
論
」
で
あ
り
、
諸
統
覚
か
ら
成
る
「
意
識
流｣

は｢

恒
常

的
な
発
生
の
流
れ

｣
に
他
な
ら
な

(S
trom

einer
beständigen

G
enesis)

い
。
そ
れ
は
「
必
然
的
系
列
の
法
則
に
従
っ
た
生
成
」
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
で
「
原
統
覚

な
い
し
原
初
的
な
種
類
の

(U
rapperzeptionen)

統
覚
的
志
向
」
に
基
づ
い
て

「
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
性
を
具
え
た
具

、

体
的
諸
統
覚

、
さ
ら
に
は
「
一
つ
の
世
界
に
つ
い
て
の
普
遍
的
統

」

(H
ua

覚
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
諸
統
覚｣

も
生
じ
て
く
る

X
I,
339)

(G
enesis

。
こ
の
よ
う
な
意
識
の｢

本
質
法
則
に
従
っ
た
発
生

｣

、

nach
W
esensgesetzen

;
gesetzm

äßige
G
enesis)

(H
ua

X
I,
339,

340
)

「
本
質
的
発
生

」

を
明
ら
か
に
す
る

(W
esensgenesis

(H
ua

X
I,

339
)

)

現
象
学
が
、
こ
の
草
稿
で
は
明
確
に

「

説
明
的
』
現
象
学
」
な
い

、
『

し
「
発
生
の
現
象
学

」
と
し
て
位
置

(P
hänom

enologie
der

G
enesis

)

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

(H
ua

X
I,
340)

、

、

フ
ッ
サ
ー
ル
は

発
生
の
現
象
学
が
考
察
す
べ
き
も
の
と
し
て

「
受
動
性
に
お
け
る
発
生
的
生
成
を
つ
か
さ
ど
る
一
般
的
法
則
性
」

、
自
我
が
関
与
す
る
際
の
「
受
動
性
と
能
動
性
と

（

受
動
的
発
生

「

」
）

の
関
係

「
理
念
的
対
象
」
が
能
動
的
に
形
成
さ
れ
る
際
の
「
能
動

」
、

的
能
作
」
の
「
発
生

〈
能
動
的
に
生
み
出
さ
れ
た

」

、

（
能
動
的
発
生
）

あ
と
「
二
次
的
感
性
」
の
次
元
に
沈
殿
し
「
習
慣
的
」
に
な
っ
た
も

(H
ua

の
〉
に
関
す
る
「
意
識
の
普
遍
的
法
則
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る

。
意
識
や
意
識
に
現
象
す
る
対
象
は
、
こ
の
よ
う
な
発
生
に

X
I,
342)

「

」

、

よ
っ
て
い
わ
ば

歴
史

を
も
つ
わ
け
だ
が

(V
gl.

H
ua

X
I,
339,

345)

発
生
の
現
象
学
は
そ
う
し
た
「
歴
史
」
を
追
跡
し
て
、
最
終
的
に
は

「
ヒ
ュ
レ
ー
的
対
象
」
や
、
そ
れ
が
「
根
源
的
時
間
意
識
」
に
お
い

て

発
生

し
て
く
る
場
面
に
ま
で
遡
っ
て
い
く

根

「

」

。「

(H
ua

X
I,
345)

源
的
時
間
意
識
の
法
則
」
な
ら
び
に
「
再
生
の
原
法
則

、
さ
ら
に

」

「

」

「

」

連
合
と
連
合
的
予
期
に
関
す
る
原
法
則

こ
そ

発
生
の
原
法
則

で
あ
り

、
発
生
の
現
象
学
は
右
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う

(H
ua

X
I,

344)
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な
す
べ
て
の
受
動
的
、
能
動
的
発
生
と
そ
の
法
則
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
に
お
い
て
「
一
つ
の
統
一
的
な
自
然
、
一
つ

の
世
界
一
般
が
発
生
的
に
構
成
さ
れ

、
そ
れ
以
降
「
絶
え
ず
証
示

」

さ
れ
つ
つ

「
構
成
さ
れ
つ
づ
け
る
」
さ
ま
を
「
説
明

」

」

(E
rklärung)

す
べ
き
な
の
で
あ
る

。

(V
gl.

H
ua

X
I,
343)

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
意
識
は
発
生
に
よ
る
歴
史
を
刻

、「

」

「

」

、

む
こ
と
に
よ
っ
て

一
個
の
モ
ナ
ド

と
し
て

個
体
性

を
得

こ
れ
を
保
ち
つ
つ
統
一
的
に
「
成
長
発
展

」
し
て
い

(E
ntw

icklung)

く

。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
発
生
に
「
一
個
の
モ
ナ
ド

(H
ua

X
I,
342

)

と
し
て
の
統
一
」
を
与
え
る
「
法
則
性
」
や
、
さ
ら
に
「
一
個
の
モ

ナ
ド
の
発
生
」
が
「
他
の
モ
ナ
ド
の
発
生
」
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
互
い
に
発
生
的
に
結
び
つ
い
た
共
存
す
る
諸
モ
ナ
ド
の
数
多

性
」
が
「
個
体
性
」
と
し
て
成
立
し
て
く
る
際
の
「
受
動
的
発
生
」

や
「
能
動
的
発
生
」

も
、
発
生
の
現
象
学
は
明
ら
か
に

(H
ua

X
I,
343

)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

「
私
の
受
動
性
が
す
べ
て
の
他

、

者
た
ち
の
受
動
性
と
結
び
つ
い
て
い
る｣

こ
と
に
よ
っ
て

「
わ
れ
わ

、

れ
に
と
っ
て
一
つ
の
同
じ
事
物
世
界
」
と
「
一
つ
の
同
じ
時
間
」
が

構
成
さ
れ
る
こ
と

や
、
そ
の
際

「
類
型
的
に
確
固
た

(H
ua

X
I,
343

)

、

る
一
つ
の
身
体

が
媒
介
と
な
っ
て
「
感
情
移
入
」
の

」（
私
の
身
体
）

可
能
性
が
予
め
開
か
れ
る
こ
と

な
ど
が
、
明
ら
か
に

(H
ua

X
I,

344
)

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
「
発
生
の
現
象
学
」
の
課
題
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
な
純
粋
意
識
の
ノ
エ
シ
ス

ノ
エ
マ
的
な
本
質
構
造
の

－

記
述
は

「
純
粋
意
識
に
お
い
て
生
成
し
終
え
た
本
質
諸
形
態

、

、
、
、
、
、
、

」

の
記
述
と
し
て
捉
え
直

(gew
ordene

W
esensgestalten)

(H
ua

X
I,
340)

さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ノ
エ
シ
ス
の
側
で
は
「

出
来
上
が
っ

『

、
、
、
、
、

た
』
諸
統
覚

」

の
本
質
諸
形

(„fertige“
A
pperzeptionen)

(H
ua

X
I,
345)

、態
や
そ
れ
ら
の
間
の
基
づ
け
関
係
を
記
述
し
、
ま
た
ノ
エ
マ
の
側
で

は
「
対
象
の
最
上
位
の
諸
範
疇
と
そ
の
範
疇
的
変
遷
態
」
や
出
来
上

が
っ
た
「
志
向
的
対
象
の
段
階
諸
系
列
」

、
す
な
わ
ち

(H
ua

X
I,
340)

出
来
上
が
っ
た
ノ
エ
マ
の
基
づ
け
的
層
構
造
を
記
述
し
て
い
た
の
で

(H
ua

あ
り

今
や
こ
う
し
た

ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
静
態
的
連
関

、

「

」

を
体
系
的
に
記
述
す
る
現
象
学
は

「
発
生
の
現
象
学
」
に

X
I,

344
)

、

対
し
て
改
め
て

「

記
述
的
』
現
象
学
」
な
い
し
「

静
態
的
』
現

、
『

『

象
学

」
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
る
の

(„statische“
P
hänom

enologie)
で
あ
る

。

(H
ua

X
I,
340)

そ
れ
で
は
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
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ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
静
態
的
解
明
は
、
発
生
的
考
察
に
「
先
行
」

し
て
、
出
来
上
が
っ
た
諸
統
覚
や
そ
れ
に
よ
っ
て
統

(H
ua

X
I,

343
)

覚
さ
れ
る
諸
対
象
の
根
本
諸
類
型
、
成
長
発
展
し
た
モ
ナ
ド
や
個
体

的
自
我
の
可
能
的
諸
類
型
、
自
然
的
世
界
を
構
成
す
る
諸
対
象
の
諸

。

、

類
型
等
を
さ
し
あ
た
り
記
述
す
る

け
れ
ど
も

(V
gl.

H
ua

X
I,
344)

そ
う
し
た
諸
統
覚
や
諸
対
象
等
が

「
出
来
上
が
っ
た
も
の
」
と
し

、

て
そ
の
背
後
に
「
歴
史
」
を
も
つ
以
上

、
こ
れ
ら

(V
gl.

H
ua

X
I,
345)

を
「
手
引
き

」

と
し
て
、
そ
の
「
発
生
」

(L
eitfaden)

(H
ua

X
I,
344

)

を
問
わ
な
い
限
り

「
絶
対
的
な
世
界
考
察
」

は
得
ら

、

(H
ua

X
I,

343
)(H
ua

X
I,

れ
な
い
。
根
源
的
時
間
意
識
に
お
け
る
ヒ
ュ
レ
ー
の
発
生

や
そ
れ
に
基
づ
く
当
該
類
型
に
つ
い
て
の
統
覚
の
最
初
の
「
原

345
)

創
設
的
」
成
立

に
ま
で
遡
り
、
そ

(V
gl.

H
ua

X
I,
339:

„urstiftend“
)

こ
か
ら
、
同
じ
類
型
を
も
つ
そ
の
後
の
「
個
々
の
統
覚
」
が
「
以
前

に
す
で
に
形
成
さ
れ
た
統
覚
の
発
生
的
影
響
」
を
受
け
て
生
成
す
る

こ
と

を
も
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
総
じ
て
一
個
の

(V
gl.

H
ua

X
I,

339)

意
識
に
お
い
て
「
一
つ
の
世
界
一
般
が
発
生
的
に
構
成
さ
れ

、
そ

」

(V
gl.

H
ua

X
I,

れ
以
降
絶
え
ず
「
構
成
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
」
さ
ま
を

、
本
質
法
則
に
従
っ
た
本
質
的
発
生
と
し
て
形
相
的
に
明
ら
か

343)に
し
な
い
限
り

そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
成

(H
ua

X
I,
339)

―

「

」

「

」

果
を

一
個
の
モ
ナ
ド

の
み
な
ら
ず

あ
ら
ゆ
る
可
能
な
モ
ナ
ド

に
ま
で
広
げ
て
「
発
生
の
普
遍
的
形
相
的
現
象
学
」
と
し
な
い
限

り

、
現
象
学
的
考
察
は
「
絶
対
的
な
世
界

(V
gl.

H
ua

X
I,

345)

―

考
察
」
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
静
態
的
現
象
学
と
発
生
的
現
象
学
と
を
、
相
補
的
関
係
に
あ

る
も
の
と
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
静
態
的
現
象
学
は
発
生

的
現
象
学
に
「
先
行
」
し
、
発
生
に
よ
っ
て
す
で
に
成
立
し
た
意
識

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
世
界
と
の
ノ
エ
シ
ス

ノ
エ
マ
的
な
相
関
関
係
と
そ
の
志
向
的
基

－

づ
け
構
造
の
静
態
的
記
述
を
行
う
。
こ
れ
に
対
し
て
発
生
的
現
象
学

は
、
静
態
的
現
象
学
が
提
供
し
た
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
静
態
的
諸

連
関
を
「
手
引
き
」
と
し
て
、
意
識
と
世
界
の
発
生
そ
の
も
の
を
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、

ヒ
ュ
レ
ー
の
発
生
や
そ
れ
に
基
づ
く
意
味
統
覚
の
原
創
設
に
ま
で
遡

り
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
相
互
主
観
的
な
世
界
統
握
に
至
る
ま
で
、
根
源

的
時
間
意
識
や
連
合
等
の
本
質
諸
法
則
に
即
し
て
、
受
動
的
発
生
や

能
動
的
発
生
の
本
質
連
関
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
以
上
取
り
上
げ
た
一
九
二
一
年
の
草
稿
で
は
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
一
九
一
六
年
な
い
し
一
七
年
に
書
か
れ
た

と
さ
れ
る
先
の
草
稿
で
は
、
静
態
的
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
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諸
統
覚
の
間
の
基
づ
け
関
係
が
、
本
質
必
然
的
な
時
間
関
係
、
つ
ま

り
「
発
生
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
際
に
、
諸
統
覚
の
上
層

が
欠
け
て
も
下
層
が
意
識
上
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

抽
、「

象
」
に
よ
る
想
定
が
行
わ
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
静
態
的
現

象
学
が
提
供
す
る
ノ
エ
シ
ス

ノ
エ
マ
的
な
意
識
の
静
態
的
構
造
連

－

関
が

「
発
生
」
の
分
析
へ
の
手
引
き
と
な
る
際
に
は
、
統
覚
な
い

、

し
そ
れ
に
よ
る
対
象
意
味
の
基
づ
け
構
造
の
う
ち
、
上
層
を
遮
断
し

た
場
合
に
も
下
層
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
の
吟
味
が
行
わ
れ
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
、
下
層
の
統
覚
と
そ
の
意
味
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
け
ら

れ
た
上
層
の
統
覚
と
そ
の
意
味
へ
と
、
順
次
そ
れ
ら
の
「
発
生
」
が

説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
「
抽

象

の
操
作
を

一
九
二
一
年
の
も
の
と
さ
れ
る
別
の
草
稿
で
は

解

」

、

「

体

」
の
方
法
、
な
い
し
「
直
観
的
『
解
体
』
の
方
法
」
と
名

(A
bbau

)

。

、

づ
け
て
い
る

発
生
的
現
象
学
は
し
た
が
っ
て

(H
ua

X
IV
,
115

-119
)

静
態
的
現
象
学
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
ノ
エ
シ
ス

ノ
エ
マ
的
な
意

－

識
の
静
態
的
な
基
づ
け
構
造
を
手
引
き
と
し
て
「
解
体
」
の
作
業
を

行
い
、
そ
の
上
で
最
下
層
の
統
覚
や
統
覚
意
味
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ

け
ら
れ
た
上
層
の
統
覚
や
統
覚
意
味
に
向
け
て
、
順
次
、
そ
の
各
々

の
原
創
設
を
遡
行
的
に
問
い
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
諸
統
覚
に
至

る
ま
で
の
そ
れ
ら
の
受
動
的
、
能
動
的
発
生
を
、
本
質
的
発
生
と
し

て
説
明
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
で

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
五
省
察
の
他
者
経
験

、

論
を
吟
味
す
る
に
必
要
な
だ
け
の
準
備
は
整
っ
た
。
次
章
で
は
、
以

上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
具
体
的
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
静
態
的
分

析
と
位
置
づ
け
た
第
五
省
察
の
他
者
経
験
論
の
内
実
を
検
討
し
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

二

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
五
省
察
の

他
者
経
験
論

考
察
に
あ
た
っ
て
ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
第
五
省
察
の
他
者
経
験
論
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
四
つ
の

省
察
は
、
ま
ず
デ
カ
ル
ト
的
な
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
超
越

論
的
エ
ゴ
を
獲
得
し

、
次
い
で
こ
の
エ
ゴ
の
な
す
超
越

（
第
一
省
察
）

（
第
二
省

論
的
経
験
の
領
野
を
そ
の
普
遍
的
構
造
に
お
い
て
露
呈
し

察

（
第

）
、
そ
こ
で
構
成
さ
れ
る
真
理
と
現
実
の
問
題
を
主
題
化
し
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、
さ
ら
に
超
越
論
的
エ
ゴ
そ
の
も
の
が
超
越
論
的
経
験
領

三
省
察
）

（
第
四

野
に
お
い
て
い
か
に
自
己
構
成
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た

。
こ
う
し
て
第
四
省
察
ま
で
で
「
超
越
論
的
現
象
学
」
は
、
超

省
察
）

越
論
的
な
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
自
己
解
釈
、
つ
ま
り
超
越
論
的
エ
ゴ
の

枠
内
で
行
わ
れ
る
い
わ
ば
独
我
論
的
な
相
貌
を
も
つ
超
越
論
的
観
念

論
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
五
省
察
は
、
こ
の
超
越
論
的

現
象
学
が

「
客
観
的
世
界

」
の
構
成
を
め
ぐ
る

、

(die
objektive

W
elt)

超
越
論
的
諸
問
題
を
も
解
決
し
う
る
「
超
越
論
的
哲
学
」
で
も
あ
る

こ
と
を
示
そ
う
と
す
る

つ
ま
り

第
五
省
察
は

客

(H
ua

I,121)

。

、

、「

観
的
世
界
」
と
い
う
意
味
が
超
越
論
的
経
験
領
野
に
お
い
て
い
か
に

構
成
さ
れ
る
の
か
を
最
終
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
他
者
経
験
論
も
、
こ
の
文
脈
の
う
ち
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。
(V
gl.

H
ua

I,
124,

137f.,
145

usw
.)

し
か
し
、
そ
れ
は
な
ぜ
か

「
客
観
的
世
界
」
と
い
う
意
味
、
と
り

。

わ
け
「
客
観
的
自
然
と
し
て
の
自
然
の
存
在
意
味
」
に
は

「
誰
に

、

(F
ür-jederm

ann
-da)

(H
ua

I,

と
っ
て
も
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と

」

が
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
意
味
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
ま
ず

124)

も
っ
て
「
他
者
た
ち
が
私
に
と
っ
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と

」

、
ひ
い
て
は
「
他
の

(F
ür-m

ich
-da

der
A
nderen)

(H
ua

I,
124)

エ
ゴ
」

と
い
う
意
味
が
そ
も
そ
も
成
立
し
て
い
な
け
れ

(H
ua

I,
125)

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば

「
他
の
エ
ゴ

、

、

」

(S
innesschicht)

(H
ua

I,

そ
し
て
「
他
者
た
ち
」
と
い
う
「
意
味
の
層

」

に
基
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

「
客
観
的
世
界
」

124
)

、

と
い
う
高
次
段
階
の
意
味
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
超
越
論
的
経
験
領
野
に
お
い
て
い
か
に
し
て
「
他

の
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
が
構
成
さ
れ
て
く
る
の
か
を
解
明
す
る
「
超

越
論
的
他
者
経
験
論
」

か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
第
五
省
察

(H
ua

I,
124

)

は
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
や
り
方
が
、
す
で
に
構
成
さ
れ
出
来
上
が

っ
た
「
客
観
的
世
界
」
と
い
う
意
味
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
の
諸
層

の
静
態
的
な
基
づ
け
関
係
を
手
が
か
り
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
超
越
論
的
他
者
経
験
論
に
お
い
て
も
、
ま
ず
も
っ
て
他

者
が
日
常
与
え
ら
れ
て
い
る
際
の
そ
の
「
ノ
エ
マ
的
」
な
意
味
内
実

が
「
超
越
論
的
手
引
き
」
と
さ
れ

、
す
で
に
構
成
さ

(H
ua

I,
122f.)

れ
出
来
上
が
っ
た
「
他
の
エ
ゴ

」
と
い
う
意
味
を
静
態
的

(alter
ego)

に
基
づ
け
て
い
る
「
エ
ゴ

」
の
意
味
の
内
実
が
、
ま
ず
問
題
に

(ego)
さ
れ
る

。
こ
の
よ
う
に
、

(V
gl.

H
ua

I,
125f.;

vgl.
auch

H
ua

I,
140

)

第
五
省
察
の
他
者
経
験
論
は
、
ま
ず
も
っ
て
静
態
的
分
析
と
し
て
開
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始
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
こ
の
他
者
経
験
の
超
越
論

的
理
論
が
「
時
間
的
に
経
過
す
る
発
生
の
露
呈
」
で
は
な
く
「
静
態

(H
ua

I,
136;

的
分
析
」
で
あ
る
、
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
指
摘

は
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
あ
る
。

vgl.
auch

H
ua

I,
150

)

し
か
し
、
実
際
の
分
析
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
こ
に
は
発

生
的
分
析
の
要
素
が
、
十
分
に
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
い
く
つ
も

入
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
展
開

す
る
他
者
経
験
論
の
内
実
を
、
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
追
跡
し
、
こ

の
叙
述
が
ど
の
点
で
静
態
的
で
あ
り
、
ど
の
点
で
発
生
的
で
あ
る
の

か
、
そ
し
て
発
生
的
分
析
と
し
て
は
い
か
な
る
点
が
十
分
で
は
な
い

の
か
を
、
可
能
な
限
り
見
極
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二

一

他
の
主
観
性
と
い
う
主
題
に
関
す
る
エ
ポ
ケ
ー
と

－

私
の
超
越
論
的
固
有
領
圏
の
開
示

フ
ッ
サ
ー
ル
は
第
五
省
察
で
「
他
の
エ
ゴ

、
私
と
は
「
異
な
る

」

他
の
諸
主
観

」
と
い
う
意
味
の
超
越
論
的
構
成
を

(F
rem

dsubjekte)

問
う
に
あ
た
っ
て
、
す
で
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
現
象
学
的

エ
ポ
ケ
ー
に
加
え
て
さ
ら
に
「
あ
る
独
特
な
種
類
の
、
主
題
に
関
す

る
エ
ポ
ケ
ー
」

「
抽
象
的
エ
ポ
ケ
ー
」

を
行

(H
ua

I,
124)

(H
ua

I,
126

)

う
。
超
越
論
的
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
全
て
は
す
で
に
「
現

象
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
当
の
「
他
の
エ
ゴ

「
他
の
諸
主

」
、

観
」
も
、
そ
う
し
た
意
味
を
帯
び
た
現
象
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が

、
今
や
「
他
の
エ
ゴ

「
他
の
諸
主

(V
gl.

H
ua

I,
126)

」
、

観
」
が
そ
の
よ
う
な
意
味
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
い
か
に
構
成
さ
れ

て
く
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
「
直
接
、
間
接
に
他

の
主
観
性
に
関
係
す
る
よ
う
な
志
向
性
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
的
能
作
を

度
外
視
」

し

「
超
越
論
的
構
成
に
よ
っ
て
他
な
る
も
の

(H
ua

I,
124

)

、

で
あ
る
こ
と
が
私
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
も
の
を
捨

象
す
る
こ
と

」
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
「
私
の
超
越
論
的

(A
bstraktion)

」

「

」

。

固
有
領
圏

へ
と
す
べ
て
を

還
元

せ
ね
ば
な
ら
な
い(H

ua
I,
125)

そ
し
て
、
こ
の
領
圏
の
範
囲
を
区
画
づ
け
概
観
し
た
う
え
で
、
こ
の

固
有
領
圏
の
う
ち
か
ら
「
他
の
エ
ゴ

「
他
の
諸
主
観
」
と
い
う
意

」
、

味
が
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
て
き
う
る
の
か
を
見
極
め
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
抽
象
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
る
私
の
超
越
論
的
固
有
領

圏
へ
の
還
元
と
、
こ
の
領
圏
の
概
観
と
い
う
作
業
は
、
超
越
論
的
現

「

」

象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
た

他
の
エ
ゴ

と
い
う
意
味
と
、
そ
れ
を
基
づ
け
て
い
る

「
エ
ゴ
」
と
い
う

（
私
の
）
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(V
gl.

H
ua

I,
意
味
と
の
静
態
的
な
基
づ
け
関
係
を
手
引
き
と
し
て

、
ま
ず
は
上
層
の
「
他
の
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
統
覚
を
「
抽
象
・

125f.)

捨
象
」
し
、
下
層
の
〈
私
の
エ
ゴ
と
そ
れ
に
固
有
な
も
の
〉
と
い
う

意
味
層
と
そ
の
統
覚
と
が
意
識
上
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
可

能
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
に
可
能
で
あ
る
の
か
、
を
見
極
め
よ
う
と

す
る
作
業
で
あ
る
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
そ
う
明
言
し
て
い
な

い
に
せ
よ
、
こ
れ
が
前
章
で
確
認
し
た
「
解
体
」
の
方
法
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は
「
超
越
論
的
現
象
」
と
し
て

の
「
世
界
」
を
見
渡
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
私
と
は
異
な
る
「
他
な
る

も
の

」
が
現
わ
れ
て
き
た
ら
そ
れ
を
「
抽
象
的
に
遮
断
す

(Frem
des)

る
」
と
い
う
仕
方
で

「
人
間
や
動
物
た
ち
に
い
わ
ば
自
我
的
な
生

、

き
物

と
い
う
特
別
な
意
味
を
与
え
て
い

(ich
-artige

lebende
W
esen

)

る
ゆ
え
ん
の
も
の
」
や

「
す
べ
て
の
文
化
述
語
」
等
を
「
捨
象
」
し

、

て
い
く

。
が
、
こ
の
よ
う
な
「
抽
象
・
捨
象
」
を
お

(H
ua

I,
126f.)

こ
な
っ
て
も
「
世
界
と
い
う
現
象
の
う
ち
の
、
統
一
的
に
連
関
す
る

一
つ
の
層

が
残
り
続
け
る
と
彼
は
言
い

こ
の
層
は

上
層
の

他

」

、

、

「

な
る
も
の
」
の
経
験
を
捨
象
し
て
も
残
り
続
け
る
が
、
逆
に
こ
の
下

層
が
な
け
れ
ば
「
他
な
る
も
の
」
の
経
験
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い

(die

よ
う
な
、
そ
う
し
た
「
本
質
的
に
基
づ
け
の
働
き
を
す
る
層

w
esensm

äßig
fundierende

[S
chicht]

)
(H

ua
I,

」
で
あ
る
と
述
べ
る

。
ま
さ
に
こ
こ
に
、
統
覚
や
意
味
の
静
態
的
基
づ
け
関
係
に
即

127)し
た
あ
の
「
解
体
」
に
よ
る
抽
象
的
想
定
の
作
業
が
、
明
確
に
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
る

と
す
れ
ば

フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
ら
の
叙
述
を

静

。

、

「

態
的
分
析
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
に
せ
よ
、
実
際
に
は

「
解
体
」

、

の
方
法
に
よ
っ
て
、
す
で
に
「
発
生
的
分
析
」
へ
の
一
歩
が
踏
み
出

さ
れ
た
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
主
題
的
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
る
解
体
の

作
業
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
私
の
超
越
論
的
固
有
領
圏
と
は
、
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か

フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を

私
に

固

。

、

「

有
な
『
自
然
』

」
と
い
う
「
下
層
」
で
あ
る
と

(eigenheitliche
„N

atur“)

言
う

。
た
だ
し
そ
れ
は
、
人
格
か
ら
生
じ
て
く
る
諸
述

(H
ua

I,
127)

語
を
捨
象
し
た
「
単
な
る
自
然
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
自
然
研
究
者

「

」

。

が
主
題
と
す
る
よ
う
な

客
観
的

な
自
然
で
は
な
い(H

ua
I,
127f.)

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
も
や
そ
こ
に
は
〈
誰
に
と
っ
て

も
そ
こ
に
あ
る
〉
と
い
う
形
で
、
他
の
主
観
た
ち
に
関
わ
る
意
味
が

含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う

「
他
の
主
観
性
に
関
わ
る
あ
ら

。

ゆ
る
意
味
か
ら
純
化
さ
れ
た

「
私
の
固
有
性
」
に
お
け
る
「
単
な
る

」
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自
然

」
は
、
む
し
ろ
「
誰
に
と
っ
て
も

」

(bloße
N
atur)

(Für-jederm
ann)

と
い
う
性
格
を
失
っ
た
「
単
な
る
物
体

」
の
世
界
で

(bloßer
K
örper)

あ
り

、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
単
な
る
物
体
の

(H
ua

I,
128)

ほ
か
に
唯
一

「
私
の
身
体
」
だ
け
が
「
ま
さ
に
身
体

で
あ
る

、
(L
eib)

よ
う
な
物
体
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
さ

「

」

「

」
、

ら
に

心
理
物
理
的
統
一
体
と
し
て
の
私

や

私
の
人
格
的
自
我

要
す
る
に
「
身
体
と
心
と
人
格
的
自
我
を
具
え
た
心
理
物
理
的
自

我

「
還
元
さ
れ
た
人
間

自
我

」
が
、
還
元
さ
れ

」
、

－
(M

enschen
-Ich

)

た
世
界
に
属
す
る
「
唯
一
無
比
の
も
の
」
と
し
て
見
出
さ
れ
る
、
と

(H
ua

I,
128f.;

vgl.
auch

H
ua

I,
140,

フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
の
で
あ
る

。

143)

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
明
は
、
一
見
奇
妙
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も

「
人
格
」
や
「
人
間
」

、

と
い
っ
た
意
味
は
、
他
の
人
格
や
人
間
と
の
関
係
の
中
で
初
め
て
生

じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
フ

ッ
サ
ー
ル
も
別
の
箇
所
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ

（
私
の
固
有
領

ち

「
私
の
原
初
的
世
界

、

」

(m
eine

prim
ordinale

W
elt)

に
お
い
て
は

「
原
初
的
エ
ゴ
と
し
て
の
私
」
に
基
づ
い
て
ま

圏
）

、

世
界
内
に

ず
、
こ
の
私
と
は
異
な
る
「
別
の
自
我
」
が
、
そ
し
て
「
（

純
粋
な
他
者
た
ち
」
が

存
在
す
る
と
い
う
意
味
を
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
）

構
成
さ
れ
、
次
い
で
「
自
我
の
共
同
体
」
が
、
最
終
的
に
は
「
一
つ

の
同
じ
世
界
を
構
成
す
る

「
一
つ
の
モ
ナ
ド
的
共
同
体
」
が
私
の

」

固
有
領
圏
に
お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
の
一
つ
の
同
じ
世
界

が
構
成
さ
れ
て
初
め
て
、
私
を
含
め
「
す
べ
て
の
自
我
た
ち
」
が
こ

の
世
界
に
再
び
位
置
づ
け
ら
れ

「
人
間
た
ち

「
心
理
物
理
的
人
間

、

」

」

、

。

、

た
ち

と
い
う
意
味
で
現
わ
れ
て
く
る

と

つ
ま
り

(H
ua

I,
137

)

私
の
固
有
領
圏
に
お
い
て
私
が
心
理
物
理
的
な
「
人
間
」
と
い
う
意

味
で
現
れ
て
く
る
の
は

「
未
だ
人
間
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
な

、

い
」

他
我
た
ち
が
ま
ず
構
成
さ
れ
、
私
も
含
め
た
〈
モ

(H
ua

I,
138

)

ナ
ド
的
共
同
体
〉
に
よ
っ
て
一
つ
の
同
じ
世
界
が
構
成
さ
れ
た
後
な

の
で
あ
り
、
私
だ
け
が
唯
一
の
心
理
物
理
的
な
人
間
と
し
て
、
他
の

人
間
た
ち
に
先
立
っ
て
ま
ず
最
初
に
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
断
じ
て

な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
私
の
固
有
領

圏
に
唯
一
無
比
の
も
の
と
し
て
〈
心
理
物
理
的
な
人
間

自
我
〉
が

－
見
出
さ
れ
る
、
と
述
べ
た
と
き
の
そ
の
文
脈
を
、
正
し
く
理
解
せ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
も
と
も
と
、
す
で
に
構
成
さ
れ
出
来
上

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
っ
た

客
観
的
世
界

と
い
う
現
象
を
出
発
点
と
し
て

こ
の

客

「

」

、

「

、
、
、
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観
的
世
界
」
と
い
う
意
味
の
構
成
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
こ

の
意
味
を
基
づ
け
て
い
る
他
の
主
観
性
と
い
う
意
味
に
関
わ
る
あ
ら

ゆ
る
志
向
性
を
遮
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
客
観
的
世
界

と
い
う
現
象
に
は
、
す
で
に
他
の
人
間
の
み
な
ら
ず
、
私
の
身
体
や

人
間
、
人
格
と
し
て
の
私
も
、
現
象
と
し
て
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
他
の
主
観
性
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
志
向
性
を

、遮
断
し
て
他
の
人
間
た
ち
と
い
う
現
象
が
カ
ッ
コ
に
入
れ
ら
れ
た
と

し
て
も
、
私
の
身
体
や
人
間
、
人
格
と
し
て
の
私
と
い
う
現
象
が
残

り
続
け
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
他
の
主
観
性
に
関
わ
る
上
層
の
あ
ら
ゆ
る
志
向
性

を
エ
ポ
ケ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
層
の
「
私
の
超
越
論
的
固
有
領

圏

「
私
の
原
初
的
世
界
」
へ
と
立
ち
戻
る
こ
の
作
業
が

「
解
体
」

」

、

の
方
法
と
し
て
「
発
生
的
分
析
」
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

発
生
的
分
析
の
手
続
き
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
固
有
領
圏
に
属

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
諸
現
象
な
い
し
意
味
の
原
創
設
が
遡
行
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば

、
、
、

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る

〈
私
の
身
体
〉
や
〈
人
間
、
人
格
と
し
て

。

の
私
〉
と
い
う
意
味
や
そ
の
統
覚
が
、
上
層
の
他
の
主
観
性
へ
の
志

（
さ
ら
に
原
理
的
に
上
層
な
し
に

向
性
な
し
に
原
創
設
さ
れ
う
る
こ
と

が
証
示
さ
れ
て
初
め
て

そ
れ
ら
は
真
に

発

構
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
）

、

〈

生
的
に
先
な
る
も
の
〉
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
分
析
と
証
示
は
、
第
五
省
察
に
お
い
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
フ

ッ
サ
ー
ル
は

「
私
の
原
初
的
固
有
領
圏
」
の
内
部
で
「
唯
一
無
比

、

原
初
的

と
い
う
あ
り
さ
ま
で
」
見
出
さ
れ
る
「
私
の
身
体
」
や
「
（

心
理
物
理
的
統
一
体

や

人
格
的
自
我

が

そ

人
間
と
し
て
の
）

」

「

」

、「

れ
は
そ
れ
で
ど
の
よ
う
な
き
わ
め
て
複
雑
な
志
向
性
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
き
た
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
研
究
し
て
こ
な
か

(H
ua

I,

っ
た

し

立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
述
べ
て

」

、「

」

、
そ
れ
以
上
の
発
生
的
探
求

す
な
わ
ち
「
そ
の
発
生
か
ら

140)

―

し
て
純
粋
に
原
初
的
領
圏
に
帰
属
す
る
諸
統
覚
」
の
、
ま
さ
に
そ
の

「
発
生

「
段
階
形
成
」
の
探
求

を
行
っ
て
は
い

」

(H
ua

I,
141

)

―

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
第
五
省
察
の
分
析
は
、
解
体
の
作
業
に
よ
っ

て
発
生
的
分
析
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
つ
つ
も
、
や
は
り
フ
ッ
サ

ー
ル
自
身
の
言
う
よ
う
に

「
静
態
的
分
析
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

、

。

、

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
あ
と

私
の
原
初
的
固
有
領
圏
の
発
生
的
分
析
に
向
か
う
代
わ
り
に
、
む
し

ろ
こ
の
領
圏
に
お
い
て
私
の
身
体
や
人
間
、
人
格
と
し
て
の
私
が
す

で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
領
圏
の
う
ち
で

、
、
、
、
、
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そ
れ
ら
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
か
に
「
他
の
エ
ゴ

「
他
者
」
の
意
味

」

、
、
、
、
、
、

が
構
成
さ
れ
て
く
る
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
け

れ
ど
も
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
「
静
態
的
分
析
」
と
位
置
づ
け
る
こ
の

分
析
に
も
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
固
有
領
圏
の
分
析
の

場
合
と
同
様
、
発
生
的
分
析
の
要
素
が
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
発

生
的
分
析
と
し
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
考
察
は
や
は
り
不
十
分
な
ま

ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

分
析
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
他
者
構

成
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
下
層
の
「
私
の
固
有
領
圏
」
が
、
上
層
な

し
に
そ
れ
だ
け
で
原
創
設
さ
れ
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
も

得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二

二

他
者
経
験
に
お
け
る
「
他
の
身
体
」
と
「
他
の

－

エ
ゴ
」
の
構
成
の
解
明

二

二

一

他
者
構
成
論
の
概
要

－
－、

、

さ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
が
第
五
省
察
で
行
う
他
者
構
成
の
分
析
は

大
き
く
二
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
「
他
の
身
体
」
の
構
成
に

。

、「

」

。

関
す
る
記
述
と

他
の
エ
ゴ

の
構
成
に
関
す
る
記
述
と
で
あ
る

ま
ず
「
他
の
身
体
」
の
構
成
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
は
次
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
る

私
の
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
は

す
で
に

私

。

、

「

の
身
体
」
が
根
源
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
身
体
を
支
配
し
て

(H
ua

い
る
私
の
原
初
的
な
心
理
物
理
的
自
我
も
構
成
さ
れ
て
い
る
が

I,
128

,
140

)
(ein

、
そ
こ
に
私
の
身
体
と
類
似
し
た
「
一
個
の
物
体

」

が
現
わ
れ
る
と

「
ソ
コ

」
に
あ
る
そ

K
örper)

(H
ua

I,
140

)
(D
ort)

、

の
物
体
と
、
つ
ね
に
「
中
心
的
な
コ
コ

」
に
あ
る

(das
zentrale

H
ier)

私
の
物
体
的
身
体

と
に
「
対
化

」
と
い
う

(H
ua

I,
145f.)

(P
aarung

)

「
受
動
的
綜
合

、
受
動
的
「
連
合

」

が
起

」

(A
ssoziation)

(H
ua

I,
142

)

、

「

」

こ
り

私
の
身
体
か
ら
ソ
コ
に
あ
る
他
の
物
体
へ
と

身
体(L

eib)

と
い
う
「
意
味
の
移
し
入
れ

」

が

(S
innesübertragung)

(H
ua

I,
142f.)

(H
ua

I,
147

)

受
動
的
に
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
連
合
的
対
化
」

(H
ua

I,
148

)
(H
ua

な
い
し
「
対
化
的
連
合
」

に
よ
る
「
類
比
的
統
覚
」

I,
138

)
(anderer

L
eib

/

に
よ
っ
て

ソ
コ
に
あ
る
物
体
が

他
の
身
体

、

「

」

と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ

frem
der

L
eib

)
(V
gl.

H
ua

I,
140,

143
)

る
。し

か
し
、
私
の
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
ソ
コ
に
あ
る
物
体
が
対

化
的
連
合
に
よ
っ
て
「
他
の
身
体
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
、
そ
れ

に
「
動
機
づ
け
ら
れ
て

「
付
帯
現
前
化

」
が
起
こ

」

(A
ppräsentation)

、

、

「

」

り

ソ
コ
の
身
体
に

私
と
は
異
な
る

他
の
エ
ゴ(frem

des
ego)
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が
、
ま
さ
に
付
帯
的
に
現
前
す
る

。
私
の
原
初
的
領
圏

(H
ua

I,
145)

「

」

「

」

に
お
い
て
は
す
で
に

私
自
身
の
エ
ゴ

が

絶
え
ざ
る
自
己
知
覚

に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
エ
ゴ
と
「
コ
コ
に
あ
る
私
の
身

体
」
と
が
心
理
物
理
的
統
一
体
と
し
て
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
ソ
コ
に
あ
る
も
の
と
コ
コ
に
あ
る
私
の
身
体
と
が
相

、
、

、
、

、

容
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
対
化
的
連
合
」
に
よ
っ
て
ソ
コ
の

、

、
、
、
、

物
体
が
「
身
体
」
と
し
て
知
覚
的
に
現
前
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ソ

、

、

「

」

コ
に
あ
る
身
体
に
は

あ
る
一
つ
の
エ
ゴ
が

私
と
は

別
の
エ
ゴ

「

ソ
コ
と
い
う
様
態

―
（
あ
た
か
も
私
が
そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に
）

に
お
い
て
今
現
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
エ
ゴ
」

と
し
て
付
帯

―

的
に
現
前
せ
ざ
る
を
得
な
い

。
こ
の
と
き
、
私
の
「
エ

(H
ua

I,
148)

ゴ
」
と
「
他
の
エ
ゴ
」
と
は
「
根
源
的
に
対
化
し
て
」
与
え
ら
れ
る

の
で
あ
る

。
し
か
も
、
他
の
エ
ゴ
は
、
私
の
エ
ゴ

(V
gl.

H
ua

I,
142

)

が
私
の
身
体
を
中
心
と
し
た
原
初
的
世
界
を
も
つ
の
と
同
様
に

も
、「

し
私
が
そ
こ
に
行
き
、
そ
こ
に
い
る
と
す
れ
ば
、
等
し
く
持
つ
で
あ

ろ
う
よ
う
な
、
そ
う
し
た
現
出
諸
様
式
を
具
え

「
一
つ
の
原
初
的

」

(H
ua

I,

世
界
を
も
っ
た

他
者

と
し
て
統
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

」「

」

「
他
の
エ
ゴ

、
そ
し
て
「
他
者
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
構

146)

。

」

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

二

二

「
他
の
身
体
」
の
構
成
の
批
判
的
検
討

－
－

さ
て

「
他
の
身
体
」
と
「
他
の
エ
ゴ
」
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う

、

な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
者
構
成
論
は
、
私
の
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
私

の
身
体
や
私
の
心
理
物
理
的
統
一
が
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
、
そ
の
上
で
「
他
の
身
体
」
や
「
他
の
エ
ゴ
」
と
い
う

意
味
が
、
そ
れ
に
い
か
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て

、
、
、
、
、
、

い
る
限
り
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
「
静
態
的
分
析
」
で

。

、

、

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

け
れ
ど
も

よ
く
吟
味
し
て
み
る
な
ら
ば

彼
の
他
者
構
成
論
に
「
発
生
的
分
析
」
の
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば

「
他
の
身
体
」
の
構

、

成
は
、
他
の
物
体
と
私
の
身
体
と
の
「
対
化
的
連
合
」
に
よ
っ
て
明

、

「

」

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が

連
合
と
は
ま
さ
に

受
動
的
発
生
の
原
理

、
、
、
、
、

に
他
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら

、
た
と
え
私
の
原
初

(H
ua

I,
113)

的
領
圏
に
お
い
て
私
の
身
体
が
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前

提
し
た
上
で
の
議
論
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
に
上
層
と
下
層

の
意
味
の
静
態
的
な
基
づ
け
関
係
の
記
述
・
分
析
で
は
な
く
、
他
の

身
体
と
い
う
上
層
の
意
味
の
発
生
に
立
ち
入
っ
た
分
析
、
発
生
的
分

、
、

析
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
分
析
で
あ
る
こ
と
は
、
見
易
い
と
こ
ろ
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で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
私
の
身
体
が
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
時
間
的
に
そ
の
後
で
は
本
質
必
然
的
に
、

私
の
身
体
と
類
似
し
た
物
体
が
現
わ
れ
て
く
る
場
合
に
は
い
つ
で

、

、「

」

も

両
者
の
間
に
対
化
的
連
合
が
受
動
的
に
生
起
し

他
の
身
体

と
い
う
意
味
が
受
動
的
に
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し

た
、
半
ば
発
生
的
な
分
析
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
他
の
身
体
を
め
ぐ
る
こ
の
分
析

、

。

が

発
生
的
分
析
と
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
わ
け
で
は
無
論
な
い

（
す
で
に
構
成
さ

発
生
的
分
析
と
し
て
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
こ
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、

前
提
と
な
っ
て
い
る
私
の
原
初
的
領
圏
に
お
け

れ
た
も
の
と
し
て
）

る
「
私
の
身
体
」
と
い
う
意
味
が
、
本
当
に
他
の
身
体
の
構
成
に
時

間
的
に
本
質
必
然
的
に
先
行
し
て
原
創
設
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
の

、
、
、

か
ど
う
か
が
、
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し

た
分
析
は
、
す
で
に
二

一
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
第
五
省
察
で
は
－

な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
私
の
超
越
論
的
固
有
領
圏
」
の
分
析
に
際
し
て
、
な
る
ほ
ど

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
出
来
上
が
っ
た
客
観
的
世
界
と
い
う
現
象
か
ら
、

他
の
主
観
性
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
志
向
性
の
捨
象
と
い
う
解
体
の
作

業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て

「
私
の
身
体
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が

、

「
諸
器
官
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
」
と
「
私
は
で
き
る

」

―

(Ich
kann

)

（
一
方
の
手
で
他
方
の
手
に

と
い
う
能
力
性
の
意
識
に
よ
っ
て
、
ま
た

感
覚
す
る
「
器
官
」
と
そ
の
「
客
観
」
と
の
反

触
れ
る
場
合
の
よ
う
に
）

(fungierendes

転
可
能
な
自
己
関
係
に
よ
っ
て

「
機
能
す
る
器
官

―

」
と
し
て
、
し
か
も
私
に
「
固
有
の
身
体
性
」
と
し
て
、
私
の

O
rgan

)

固
有
領
圏
の
内
部
で
「
根
源
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
は
い
る

。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け

(V
gl.

H
ua

I,
128,

140)

で
は
ま
だ

「
私
の
身
体
」
が
私
の
固
有
領
圏
に
お
い
て
、
他
者
と

、

、
、
、

の
関
わ
り
な
し
に
原
創
設
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
、
と
い
う
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
右
の
よ
う
な
私
の
「
固
有
の
身

体
性
」
が
私
の
固
有
領
圏
に
お
い
て
根
源
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
し
て
も
、
そ
こ
で
構
成
さ
れ
た
私
の
身
体
が

「
他
の
身
体
」

、

の
意
味
の
発
生
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
十
分
な
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
対
化
に
よ
る
「
他
の
身
体
」
と
い
う
意
味
の
受
動
的
発
生
に
お

い
て
前
提
さ
れ
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
固
有
領
圏
に
お
い
て
根
源

的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
「
固
有
の
身
体
性
」
を
具
え
た
私
の

(E
m
p-

身
体

す
な
わ
ち
、
触
覚
と
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
感
覚
感

―と
に
根
ざ
し
つ
つ
、
視
覚
的
に
は
そ
の
つ
ど
マ
ッ
ハ
的
な

find
nis)

（
六
）
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現
わ
れ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
私
の
身
体

で
は

―

（
七
）

な
く
、
実
は
、
私
が
ソ
コ
に
あ
る
他
の
物
体
の
位
置
に
い
た
な
ら
、

現
に
コ
コ
に
い
る
私
か
ら
そ
う
見
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
「
私
の
物

体
的
外
観

」

で
あ
る
か
ら

(m
ein

körperliches
A
ussehen)

(H
ua

I,
147

)

。

、

で
あ
る

他
の
身
体
物
体
の
外
観
と
受
動
的
に
対
化
連
合
す
る
の
は

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ば
外
側
か
ら
見
ら
れ
た
私
の
身
体
の

姿
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば

「
他
の
身
体
」
と
い
う
意

、

味
の
受
動
的
発
生
は

「
私
の
物
体
的
外
観
」
の
先
行
的
構
成
を
本

、

質
必
然
的
に
前
提
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
身
体
の
外
観
の
構
成

は
、
明
ら
か
に
他
者
の
視
点
を
原
理
的
に
前
提
し
て
お
り
、
私
の
原

、
、
、
、
、

初
的
領
圏
に
お
い
て
他
者
と
の
関
わ
り
な
し
に
原
創
設
さ
れ
う
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
の
は

「
他
の
身
体
」
の
意
味
の
発

、

生
を
十
分
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
「
私
の
身

体
」
を
前
提
し
て
「
他
の
身
体
」
の
意
味
の
受
動
的
発
生
を
明
ら
か

、

、

「

」

に
す
る
だ
け
で
な
く

む
し
ろ

前
提
と
な
っ
て
い
る

私
の
身
体

と
い
う
意
味
の
発
生
を
、
そ
の
原
創
設
に
ま
で
遡
っ
て
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
考
察
は
さ
ら

に

「
他
の
身
体
」
と
い
う
意
味
発
生
の
前
提
で
あ
る
は
ず
の
「
私

、

の
身
体
」
の
意
味
発
生
が
、
他
者
へ
の
あ
ら
ゆ
る
志
向
性
を
遮
断
し

た
私
の
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
な
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
「
他
者
」
と
い
う
意
味
の
発
生
と
密
接
に
絡
み
合
わ
ざ

、

。

る
を
え
な
い
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
も

示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う

わ
れ
わ
れ
は
以
下
、
こ
の
こ
と
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら

「
他
の

、

エ
ゴ
」

そ
れ
は
「
他
の
身
体
」
の
現
わ
れ
に
動
機
づ
け
ら
れ

―

て
そ
こ
に
付
帯
的
に
現
前
す
る
と
さ
れ
て
い
た

の
構
成
に
つ

―

い
て
も
、
続
け
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二

二

三

「
他
の
エ
ゴ
」
の
構
成
の
批
判
的
検
討

－
－

す
で
に
二

二

二
で
触
れ
た
よ
う
に

「
他
の
エ
ゴ
」
の
構
成

－
－

、

に
つ
い
て
の
分
析
も
、
そ
れ
が
私
の
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
す
で
に

私
の
エ
ゴ
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
し
た
上
で

「
他
の
エ

、

ゴ
」
と
い
う
意
味
が
、
そ
れ
に
い
か
に
基
づ
け
ら
れ
て
構
成
さ
れ
て

、
、
、
、
、
、

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
限
り
で
は
、
確
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う

よ
う
に

静
態
的
分
析

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

他

、「

」

。「

の
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
は
「
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
に
基
づ
け
ら
れ
て

い
る
し
、
こ
の
エ
ゴ
は
、
静
態
的
に
は
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
あ
り

さ
ま
で
原
初
的
領
圏
に
見
出
さ
れ
る
「
私
の
エ
ゴ
」
以
外
で
は
あ
り
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え
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
は

「
私
の
エ
ゴ
」

、

が
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
「
コ
コ
に
あ
る
私
の
身
体
」
と
結
び
つ
い

た
「
心
理
物
理
的
統
一
体
」
と
し
て
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

、

、

。

を
前
提
と
し
て
で
は
あ
る
が

さ
ら
に

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る

、
、

す
な
わ
ち
、
ソ
コ
に
あ
る
物
体
が
「
身
体
」
と
し
て
現
わ
れ
て
き
た

際
に
は
、
そ
の
身
体
に
、
私
の
エ
ゴ
と
は
別
の
「
他
の
エ
ゴ
」
と
い

う
意
味
が
、
付
帯
現
前
化
を
通
じ
て
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ

、
、

の
と
き
に
は
私
の
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
は
根
源
的
に
対
化
し
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
、
と
。
こ
れ
は
、
た
と
え
私
の
エ
ゴ
が
す
で
に
構
成
さ
れ
て
い
る

、と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
た
議
論
で
あ
る
に
せ
よ
、
他
の
身
体
の
現

わ
れ
に
動
機
づ
け
ら
れ
て

「
付
帯
現
前
化
」
と
「
対
化
」
に
よ
っ

、

て
「
他
の
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
が
受
動
的
に
発
生
す
る
と
い
う
こ
と

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
限
り
で
、
明
ら
か
に
発
生
的
分
析
へ
の
一
歩

を
踏
み
出
し
た
分
析
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
う
は
言

っ
て
も
、
発
生
的
分
析
を
徹
底
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
「
他
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

身
体
」
の
場
合
と
同
様

「
他
の
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
を
基
づ
け
て

、

い
る
「
私
の
エ
ゴ
」
と
い
う
意
味
の
発
生
が
、
そ
の
原
創
設
に
ま
で

遡
っ
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
二

一

－

で
述
べ
た
よ
う
に
、
第
五
省
察
は
そ
う
し
た
分
析
を
ど
こ
に
も
行
っ

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
若
干
の
手
が
か
り
な
ら
ば
、
第
五

省
察
に
お
い
て
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

が
あ
る
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う

「
他

。

(der
A
ndere

)
(M

odifi-

者

」
は
現
象
学
的
に
は
「
私
の
自
己
の
変
様

」
だ
が
、
こ
の
「
自
己
」
が
「
私
の

」
と

kation
m
eines

S
elbst)

(m
ein)

（

他
者
」
の
身
体
と
し
て
捉

い
う
性
格
を
得
る
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
「

「
今
や
必
然
的
に
対
化
が
行

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
物
体
が
現
わ
れ
て
）(durch

die
nun

notw
endig

わ
れ
対
比
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

」

。

eintretende
und

kontrastierende
P
aarung

)
(H

ua
I,
144

)

な
の
で
あ
る

、

。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
記
述
は

次
の
よ
う
に
解
釈
し
う
る
で
あ
ろ
う

「
他
者
」
と
い
う
意
味
は
、
確
か
に
静
態
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
を
基

、
、
、

づ
け
て
い
る
「
私
の
自
己
」
と
い
う
意
味
の
変
様
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
発
生
的
に
見
る
と

「
私
の
」
と
い
う
意
味
は
、
コ
コ
に
あ
る

、

、
、
、

、
、

こ
の
身
体
と
ソ
コ
に
あ
る
あ
の
物
体
と
の
「
対
化
」
と
「
対
比
」
に

よ
っ
て
、
初
め
て
発
生
し
て
く
る
の
だ
、
と
。
こ
こ
で
、
先
に
「
私、

の
身
体
」
の
意
味
発
生
が
「
他
者
」
と
い
う
意
味
の
発
生
と
密
接
に

、絡
み
合
っ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る

な
ら
ば

「
私
の
」
と
い
う
意
味
は
「

他
者
の
」
と

、

（
私
と
は
異
な
る
）
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い
う
意
味
に
、
時
間
的
に
本
質
必
然
的
に
先
立
っ
て
発
生
し
う
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
等
根
源
的
に
原
創
設
さ
れ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ

「
私
の

、

、
、

身
体
」
や
「
私
の
エ
ゴ
」
の
意
味
は
、
他
者
へ
の
あ
ら
ゆ
る
志
向
性

、
、

を
遮
断
し
て
開
か
れ
る
原
初
的
領
圏
に
お
い
て
、
他
者
と
の
関
わ
り

な
し
に
発
生
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
八
）

二

三

私
の
原
初
的
領
圏
と
発
生
の
起
源

－わ
れ
わ
れ
は
本
章
に
お
い
て
こ
れ
ま
で

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』

、

第
五
省
察
の
他
者
経
験
論
を
検
討
し
、
そ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議

論
が
、
す
で
に
構
成
さ
れ
出
来
上
が
っ
た
客
観
的
世
界
と
い
う
現
象

か
ら
抽
象
的
エ
ポ
ケ
ー
を
通
じ
て
得
ら
れ
た

私
の
固
有
領
圏

私

「

」「

の
原
初
的
領
圏
」
に
定
位
し
、
そ
の
う
ち
に
す
で
に
構
成
さ
れ
た
も

の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
「
私
の
身
体
」
や
「
私
の
エ
ゴ
」
に
基
づ
い

て
、
い
か
に
「
他
の
身
体
」
や
「
他
の
エ
ゴ
」
が
構
成
さ
れ
て
く
る

の
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て

き
た

第
五
省
察
の
他
者
構
成
論
は

下
層
の

私
の
身
体

や

私

。

、

「

」

「

」

、

「

」

「

」

の
エ
ゴ

と
い
う
意
味
に

上
層
の

他
の
身
体

や

他
の
エ
ゴ

と
い
う
意
味
が
い
か
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
他
者
の
意
味

と
他
者
経
験
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
限
り
で
は
、
フ
ッ
サ
ー

、
、

ル
の
言
う
よ
う
に
「
静
態
的
分
析
」
と
見
な
し
う
る
が
、
し
か
し
、

そ
こ
に
は
い
く
つ
も
の
「
発
生
的
分
析
」
の
要
素
が
見
出
さ
れ
た
。

た
だ
し

発
生
的
分
析

と
し
て
は

静
態
的
に
下
層
と
さ
れ
る

私

「

」

、

「

の
原
初
的
領
圏
」
や
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
私
の
身
体

「
私

」
、

の
エ
ゴ
」
の
発
生
が
、
そ
の
原
創
設
に
い
た
る
ま
で
問
わ
れ
て
い
な

、
、

、
、
、

い
限
り
、
十
分
な
も
の
と
は
言
い
得
な
い
こ
と
を
も
、
わ
れ
わ
れ
は

指
摘
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、

た
と
え
「
私
の
固
有
領
圏
」
が
静
態
的
に
は
上
層
の
「
他
者
構
成
」

、
、
、、

、「

」

を
基
づ
け
る
下
層
で
あ
る
と
し
て
も

発
生
的
に
は

他
の
身
体

、
、
、

や
「
他
の
エ
ゴ
」
の
意
味
発
生
に
時
間
的
に
本
質
必
然
的
に
先
行
し

、

。

て
原
創
設
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る

む
し
ろ
、
私
と
他
者
と
は
等
根
源
的
に
絡
み
合
い
つ
つ
原
創
設
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
示
唆
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

実
際

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
執
筆
か
ら
六
年
後
、
一
九
三
五
年

、

六
月
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
最
晩
年
の
あ
る
草
稿
で
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
は

遺
伝
素
質

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

原
地
平

に

最

、「

」

「

」

「

初
の
触
発
物
」
で
あ
る
「
最
初
の
ヒ
ュ
レ
ー

」
が
入
っ

(erste
H
yle)
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(U
ranfang

der
Z
eiti-

て
く
る
と
い
う
よ
う
な
「
時
間
化
の
原
端
緒

」
の
場
面
を
遡
行
的
に
問
い
、
自
我
と
し
て
目
覚
め
る
以
前
の

gung
)

「
先

自
我

」
が
目
覚
め
て
生
き
生
き
と
し
た
自
我
に
な

－
(V
or-Ich)

る
プ
ロ
セ
ス
を
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

目
覚

―

め
る
以
前
の
「
先

自
我
」
に
も
な
る
ほ
ど
「
先
立
っ
て
と
い
う
仕

－

方

」
で
「
世
界
」
は
そ
れ
な
り
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(V
or-W

eise)

し
か
し
そ
う
し
た
非
顕
在
的
世
界
に
対
し
て
は
「
先

自
我
」
は
目

－

覚
め
て
い
な
い
。
先

自
我
が
目
覚
め
る
の
は
、
触
発
さ
れ
、
充
実

－

し
た
最
初
の

ヒ
ュ
レ
ー

を
得
た
と
き
で
あ
る
が

こ
の
と
き

両

「

」

、

「

親

」
に
よ
っ
て
「
目
覚
め
た
生
き
生
き
し
た
主
観
た
ち
の
世

(E
ltern

)

界
」
へ
の
「
最
初
の
手
が
か
り
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、
す
で
に
目
覚
め
て
生
き
生
き
し
て
い
る
両
親
が
先

自

－

我
を

呼
び
起
こ
す

こ
と
に
よ
っ
て

先

自
我
は

自

「

」

、

「
(w
ecken)

－

我
」
と
し
て
目
覚
め

「
生
き
生
き
し
た
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
る

、

。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
先

自
我
の
側
か
ら

(H
ua

X
V
,
604)

―

－

(V
gl.

H
ua

X
V
,

見
れ
ば

「
最
初
の
他
者
」
で
あ
る
「
母
」
と
「
父
」

、
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
自
他
の
意

604)

私
で
は
な
い
）

味
上
の
分
離
が
起
こ
り

「
私
」
で
あ
る
自
我
と
「

、

（

他
者
」
で
あ
る
両
親
と
が
意
味
と
し
て
原
創
設
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

。

、

と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

最
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
実
際

第
五
省
察
の
他
者
構
成
論
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
批
判
的
考
察
が
示
唆
し

た
よ
う
に

「
私
」
と
「

他
者
」
と
い
う
意
味
の
原

、

（
私
と
は
異
な
る
）

創
設
を
等
根
源
的
な
も
の
と
見
る
方
向
で
他
者
経
験
の
「
発
生
」
を

考
え
て
い
た
、
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
五
省
察
で
は
徹
底
し
て
遂
行
さ
れ
る

、
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
う
し
た
〈
他
者
経
験
の
「
発
生
」
を
自
他
の
意

「

」

〉

、

味
の

原
創
設

に
ま
で
遡
っ
て
問
う
発
生
的
現
象
学
の
営
み

が

実
際
、
最
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
つ

つ
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
い
か

に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
余
裕
は
、
今
の
わ
れ
わ

れ
に
は
も
は
や
な
い
。
こ
こ
で
は
最
後
に
、
他
者
経
験
と
い
う
事
象

に
即
し
て
、
静
態
的
分
析
と
発
生
的
分
析
と
の
関
係
を
も
う
一
度
見

直
し
、
発
生
的
現
象
学
に
お
け
る
〈
現
象
学
の
営
み
〉
の
特
徴
を
確

認
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
考
察
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。

三

「
他
者
経
験
の
構
造
と
発
生
」
と
現
象
学
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こ
れ
ま
で
の
考
察
を
、
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
わ
れ

わ
れ
は
第
一
章
に
お
い
て
、
ま
ず
発
生
的
現
象
学
の
方
法
的
自
覚
化

が
な
さ
れ
た

二
つ
の
草
稿
を
手
が
か
り
に
し
て
、
静
態

（
主
と
し
て
）

的
分
析
と
発
生
的
分
析
と
の
関
係
を
整
理
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
静
態
的
分
析
」
と
は
、
発
生
的
分
析
に
「
先
行
」
し
て
世
界
と
意

識
と
の

ノ
エ
シ
ス

ノ
エ
マ
的
な
相
関
関

（
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
）

－

係
と
そ
の
志
向
的
な
基
づ
け
構
造
を
記
述
す
る
本
質
分
析
の
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
発
生
的
分
析
」
と
は
、
静
態
的
分
析
で
得

ら
れ
た
基
づ
け
構
造
を
手
引
き
と
し
て
こ
れ
を
本
質
必
然
的
な
時
間

的
前
後
関
係

と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
く
分
析
、
す

（
発
生
の
関
係
）

な
わ
ち
「
解
体
」
の
作
業
を
行
い
、
そ
の
上
で
最
下
層
の
統
覚
や
統

覚
意
味
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
け
ら
れ
た
上
層
の
統
覚
や
統
覚
意
味
に

向
け
て
、
順
次
、
そ
の
各
々
の
原
創
設
を
遡
行
的
に
問
い
、
そ
こ
か

ら
現
在
の
諸
統
覚
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
能
動
的
、
受
動
的
発
生

を
、
本
質
的
発
生
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
分
析
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
続
く
第
二
章
で
、
以
上
の
よ
う
な
静

態
的
分
析
と
発
生
的
分
析
の
特
徴
づ
け
を
手
が
か
り
に
、
フ
ッ
サ
ー

ル
が
「
静
態
的
分
析
」
と
位
置
づ
け
た
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
第
五

省
察
の
他
者
経
験
論
を
検
討
し
た
。
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
、
第
五
省
察
の
他
者
経
験
論
が
、
他
者
へ
の
志
向
性
を
遮
断
し

て
下
層
の
「
私
の
固
有
領
圏
」
を
想
定
す
る
「
解
体
」
の
作
業
を
遂

行
し
た
り

「
他
の
身
体
」
な
ら
び
に
「
他
の
エ
ゴ
」
の
意
味
構
成

、

を
解
明
す
る
際
に
「
連
合
的
対
化

に
言
及
し

」（
と
い
う
受
動
的
発
生
）

た
り
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
す
で
に
発
生
的
分
析
へ
の
一
歩
を
明
ら
か

に
踏
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
発

生
的
分
析
と
し
て
見
る
と
第
五
省
察
の
他
者
経
験
論
は
、
下
層
と
さ

れ
る
「
私
の
身
体
」
や
「
私
の
エ
ゴ
」
の
意
味
発
生
が
、
そ
の
原
創

設
に
ま
で
遡
っ
て
問
わ
れ
て
い
な
い
限
り
、
不
十
分
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
む
し

ろ
、
下
層
と
さ
れ
る
「
私
の
身
体

「
私
の
エ
ゴ
」
の
「
私
の
」
と

」

、
、

い
う
意
味
が
、
発
生
的
に
は
「

）
他
者
の
」
と
い
う

（
私
と
は
異
な
る

、

、

意
味
と
絡
み
合
っ
て

等
根
源
的
に
原
創
設
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
実
際
、
最
晩
年
の
遺
稿
か
ら
は
、

そ
う
し
た
発
生
的
分
析
の
方
向
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身

に
よ
っ
て
定
式
化
が
試
み
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
第
一
章
で
確

〈

〉

、

認
さ
れ
た
先
の

静
態
的
分
析
と
発
生
的
分
析
と
の
相
互
関
係

を

少
な
く
と
も
他
者
経
験
と
い
う
事
象
に
関
し
て
は
、
見
直
す
必
要
が
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。

、

、

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
い
う
の
も

他
者
経
験
に
関
し
て
は

静
態
的
に
見
て
上
層
の
他
者
統
覚
に
対
す
る
下
層
で
あ
っ
た
「
私
の

、
、
、

、
、

身
体
」
や
「
私
の
エ
ゴ
」
の
統
覚
が
、
発
生
的
に
見
て
、
時
間
的
に

、
、
、

本
質
必
然
的
に
他
者
統
覚
に
先
行
し
て
原
創
設
さ
れ
う
る
わ
け
で
は

、
、

な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
静
態
的
な
基
づ
け
の
本
質
的
上
下
関

係
が
、
そ
の
ま
ま
時
間
的
発
生
の
本
質
必
然
的
前
後
関
係
と
し
て
捉

え
直
さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
他
者
経
験
と

い
う
事
象
に
お
い
て
は
、
静
態
的
分
析
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
統
覚
や

対
象
的
意
味
の
基
づ
け
関
係
と
、
発
生
的
分
析
を
推
し
進
め
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
時
間
的
発
生
の
前
後
関
係
と
は
一
致

し
な
い
。
む
し
ろ
、
静
態
的
な
基
づ
け
構
造
や
そ
の
下
層
は
、
発
生

的
分
析
に
よ
っ
て
新
た
な
光
を
当
て
ら
れ
、
見
直
さ
れ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
結
果
、
第
一
章
で
確
認
さ
れ
た
発
生
的
分

析
に
お
け
る
〈
一
個
の
モ
ナ
ド
か
ら
諸
モ
ナ
ド
の
数
多
性
へ
〉
と
い

う
発
生
探
求
の
順
序
も
、
再
考
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
他
者
経
験
と
い
う
事
象
は
、
静
態
的
分
析
と
発
生
的
分

析
と
の
相
互
関
係
な
ら
び
に
発
生
的
分
析
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
般
の
再

考
を
促
す
、
そ
う
し
た
方
法
論
的
機
能
を
も
有
し
て
い
る
と
言
い
う

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
発
生
的
分
析
に
先
行
す
る
静
態
的

、

、

分
析
が

不
要
な
も
の
や
無
効
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
し

ま
た
、
私
と
他
者
の
意
味
の
発
生
的
起
源
が
等
根
源
的
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
自

我
の
優
位
が
崩
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
、
強
調
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
は

基
本
的
に
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
お
の
れ
を
超
越
論
的
エ
ゴ

と
し
て
発
見
し
た
自
我
が
、
還
元
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
超
越
論
的

主
観
性
の
志
向
的
生
に
お
け
る
世
界
構
成
を
解
明
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
営
み
の
主
体
は
つ
ね
に
〈
現
象
学
を
営
む

自
我

〉
で
あ
る
し
、
こ
の
自
我
は
す
で

(phänom
enologisierendes

Ich
)

に
人
格
と
し
て
、
さ
ら
に
現
象
学
者
と
し
て
成
長
発
展
し
た
者
で
あ

り
、
す
で
に
構
成
さ
れ
出
来
上
が
っ
た
客
観
的
世
界
を
「
現
象
」
と

し
て
所
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
出
来
上
が
っ
た
客
観
的

世
界
と
い
う
現
象
と
世
界
統
覚
の
静
態
的
構
造
を
ま
ず
解
き
ほ
ぐ
す

(P
hänom

enologi-
と
こ
ろ
か
ら
、
現
象
学
的
自
我
は
〈
現
象
学
の
営
み

〉
を
始
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
静
態
的
な

sieren)
基
づ
け
構
造
を
手
引
き
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
諸
現
象
と
諸
統

覚
の
本
質
的
発
生
を
探
求
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
発
生
的
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現
象
学
に
お
い
て
は
、
諸
現
象
と
諸
統
覚
の
本
質
的
発
生
が
原
創
設

に
ま
で
遡
っ
て
、
ま
た
時
間
意
識
の
深
層
に
ま
で
降
り
立
っ
て
問
題

に
さ
れ
る
。
も
は
や
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
そ
の
営
み
は
、

（
＝
内

後
期
時
間
論
を
経
た
最
晩
年
に
お
い
て
は

〈
時
間
化
し
つ
つ

、

在
的
な
時
間
地
平
を
開
き
つ
つ
）

（
＝
そ
の
う
ち
に
位
置
づ

時
間
化
さ
れ

け
ら
れ

（
＝
超
越
論
的
な
歴
史
的
相
互
主
観
的
地
平

）
、
歴
史
化
し
つ
つ

歴
史
化
さ
れ
る

、

を
開
き
つ
つ
）

（
＝
そ
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
）

そ
の
つ
ど
の
生
き
生
き
し
た
現
在
の
生
〉
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
の
本
質
的
発
生
を
解
明
す
る
営
み
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
原
創
設
を
遡
行
的
に
問
う
そ
の
営
み
も
、
ま
さ
に
、
そ

（
九
）

の
つ
ど
の
生
き
生
き
し
た
現
在
か
ら
超
越
論
的
な
歴
史
的
相
互
主
観

的
地
平
を
開
き
つ
つ
、
そ
の
う
ち
に
こ
の
現
在
と
原
創
設
と
を
位
置

づ
け
る
営
み
、
す
な
わ
ち
歴
史
化
し
つ
つ
歴
史
化
さ
れ
る
生
の
営
み

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
発
生
的

分
析
も
、
や
は
り
現
象
学
的
自
我
の
な
す
営
み
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
現
象
学
を
営
む
自
我
は
、
時
間
化
し
歴
史
化
す
る
者
で

あ
る
と
と
も
に
、
時
間
化
さ
れ
歴
史
化
さ
れ
つ
つ
こ
の
生
の
う
ち
に

見
出
さ
れ
る
者
と
し
て
、
つ
ね
に
す
で
に
現
象
学
的
営
み
に
居
合
わ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
者
経
験
の
「
発
生

、
と
り
わ
け
自
他
の
意
味
の
原
創
設
も
、

」

生
き
生
き
し
た
現
在
に
お
け
る
こ
う
し
た
現
象
学
的
自
我
の
発
生
的

分
析
に
お
い
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が

具
体
的
に
い
か
な
る
仕
方
で
な
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
な
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
の
か

そ
の
立
ち
入
っ
た
考
察
は
、
今
後
の
わ
れ
わ
れ

―

の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

註
（
一
）
本
稿
で
は
以
下
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集

か
ら
の
引
用
は
、
慣

(H
usserliana)

例
に
従
い
、
略
号

の
後
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
ま
た
頁
数
を
ア
ラ
ビ

H
ua

ア
数
字
で
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
な
お
引
用
文
中
の
強
調
は
筆
者
に
よ

る
も
の
で
あ
り

［

］
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

、

K
laus

H
eld,

„D
as

P
roblem

der
Intersubjek-

（
二
）
ヘ
ル
ト
の
先
駆
的
研
究

tivität
und

die
Idee

einer
phänom

enologischen
T
ranszendentalphilosophie“,

P
erspektiven

transzendental-phänom
eno-

in:
U
.C
laesges

u.
K
.H

eld
(hrsg.),

を
踏
ま
え
て
、
ご
く

logischer
F

orschung,
M
artinus

N
ijhoff,

1972,
S
.
3-60

N
am

-In
L
ee,

„Static-P
henom

enological
and

G
enetic-

最
近
公
刊
さ
れ
た

C
artesian

P
henom

enological
C
oncept

of
Prim

ordiality
in

H
usserl's

F
ifthは

、
注
目
す
べ

M
editation

H
usserl

Studies
“,
in:

V
ol.

18,
2002,

pp.
165-183

き
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
リ
ー
の
こ
の
論
考
に
お
い
て
も
静
態
的
分

析
と
発
生
的
分
析
と
の
相
互
関
係
や
、
発
生
的
分
析
に
お
け
る
「
解
体
」
の
作

業
の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
原
創
設
に
ま
で
遡
っ
て
問
う
と
い
う
発
生
的
分
析
の
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特
徴
が
、
第
五
省
察
の
叙
述
に
即
し
つ
つ
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言

な
お
、
本
稿
の
主
題
に
関
わ
る
、
わ
が
国
に
お
け

え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

る
注
目
す
べ
き
先
行
研
究
と
し
て
は
、
山
口
一
郎
『
他
者
経
験
の
現
象
学

（
国

』

文
社
、
一
九
八
五
年

、
浜
渦
辰
二
『
フ
ッ
サ
ー
ル
間
主
観
性
の
現
象
学

（
創

）

』

文
社
、
一
九
九
五
年

、
谷
徹
『
意
識
の
自
然

（
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
）

）

』

。

を
挙
げ
て
お
き
た
い

（
三
）
こ
う
し
た
実
情
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
拙
稿
を

T
etsuya

S
akakibara,

„D
as

Problem
des

Ich
und

der

参
照
さ
れ
た
い
。

H
usserl

U
rsprung

der
genetischen

P
hänom

enologie
bei

H
usserl“,

in
:

V
ol.

14,
pp.

21-39,
1997.

Studies

（
四
）｢

現
象
学
的
発
生
の
関
係｣

と
は
「
現
象
学
的
な
種
類
の
時
間
系
列
に
関

」

、

。

す
る
本
質
必
然
性

で
あ
る

と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る(H
ua

X
III,

348)

（
五
）
こ
こ
で
は
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
見
方
は
、

す
で
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
第
一
篇
「
物
質
的
自
然
の
構
成
」
に
お
け
る
現
象
学

的
分
析
に
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
思
考
や

評
価
以
前
に
感
官
に
与
え
ら
れ
る
「
感
覚
対
象

」
が
、
現

(Sinnengegenstände)

、
、

(U
rgegenstände)

(H
ua

IV
,

象
学
的
に
見
て

原
対
象

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た

「

」

、

。
構
成
に
関
す
る
こ
う
し
た
具
体
的
分
析
が
行
わ
れ
る
中
で
、
そ
こ
に
潜
む

17)「
発
生
」
と
い
う
事
態
へ
の
取
り
組
み
も
次
第
に
方
法
的
に
自
覚
化
さ
れ
て
い

っ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
例
え
ば
、
私
が
あ
る
事
物
に
手
で
触
れ
る
場
合
、
私
は
、
手
の
運
動
の

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
（
運
動
感
覚
）
を
意
識
し
た
り
、
滑
ら
か
さ
や
冷
た
さ
の
「
触
感

覚

」
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
諸
感
覚
を｢

手
の
内
側

(T
astem

pfindungen)

に｣

見
出
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
そ
れ
ら
の
諸
感
覚
と
同
時
に
、
手
と
い
う
身
体

の
部
位
に
局
所
化
さ
れ
た
形
で
そ
れ
ら
諸
感
覚
を
い
わ
ば
内
側
か
ら
感
じ
て
い

、

『

』

」

る
の
で
あ
る
が

こ
の
感
覚
が

イ
デ
ー
ン
Ⅱ

で
は｢

感
覚
感(E

m
pfindnisse)

と
呼
ば
れ
た

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
は
こ
の
用
語
は
登
場
し

(H
ua

IV
,
146)

。

な
い
が

「
固
有
の
身
体
性
」
の
構
成
に
は
、
こ
の
感
覚
感
も
不
可
欠
の
契
機
と

、

し
て
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

E
rnst

M
ach,

（
七
）
以
下
の
当
該
箇
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
挿
絵
を
参
照
せ
よ
。

D
ie

A
nalyse

der
E

m
pfindungen

und
das

V
erhältnis

des
P

hysischen
zum

（
須
藤
吾
之
助
／
廣
松
渉
訳
『
感

P
sychischen,

G
ustav

Fischer,
1922,

S
.
15.

9

』
、

、

、

）
。

、

覚
の
分
析

法
政
大
学
出
版
局

一
九
七
一
年

一
六
頁

フ
ッ
サ
ー
ル
は

私
の
身
体
の
私
へ
の
こ
の
よ
う
な
現
わ
れ
方
を
、
第
五
省
察
で
は

「
私
の
身
体

、

が
そ
の
つ
ど
現
に
（
コ
コ
と
い
う
様
態
で
）
も
つ
現
わ
れ
方
」

と
表

(H
ua

I,
147)

。

、

、

現
し
て
い
る

な
お

マ
ッ
ハ
の
こ
の
挿
絵
に
注
目
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は

前
掲
、
谷
徹
『
意
識
の
自
然
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
八
）
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
心
的
「
諸
内
実
」
を
具
え
た
私
の
エ
ゴ
、
す

な
わ
ち
私
の
「
心
的
生
」
の
理
解
も
、
他
者
の
心
的
生
の
理
解
と
相
互
に
影
響

、
、

、
、
、

、
、
、

を
及
ぼ
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
深
ま
っ
て
い
く
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
対
化
的
連
合

。

は
ど
れ
も
み
な
相
互
的

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
他
者
へ
と
入
り
込

(w
echselseitig)

、
、
、

ん
で
い
く
理
解
が
う
ま
く
行
っ
た
場
合
に
は
、
逆
に
、
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の

(nach
Ä
hnlichkeit

und
A
ndersheit)

心
的
生
を
、
類
似
性
と
別
様
性
に
よ
っ
て

［
つ
ま
り
他
者
の
心
的
生
と
類
似
し
て
は
い
る
が
別
の
も
の
と
し
て
］
露
呈
す

る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
［
自
分
自
身
の
心
的
生
を
］
新
た
に
際
立
た

、

［

］

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
分
自
身
の
心
的
生
を

他
者
理
解
の
際
の
他
者
と
の

(H
ua

I,
149)

新
た
な
連
合
に
役
立
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

」
。

（
九
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
二
つ
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ

T
etsuya

た
い
。
た
だ
し
十
全
な
考
察
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

S
akakibara,

„R
eflexion

auf
die

lebendige
G
egenw

art
und

das
U
rbew

ußtsein

Z
eit

in
der

P
hänom

eno-
bei

H
usserl“,

in
:
H
.
R
.
Sepp

u.
T
.
T
ani

(hrsg.),

榊
原
哲
也
「
フ
ッ
サ
ー
ル
後
期
時
間

logie,
Felix

M
einer

(in
V
orbereitung);

論
と
歴
史
の
問
題

（

フ

―

―

歴
史
の
目
的
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
た
め
に

」
『

ッ
サ
ー
ル
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
九
九
～
一
一
一
頁
所
収

。）



フッサールにおける他者経験の構造と発生／54

付
記

本
稿
に
は
、
筆
者
が
平
成
十
一
年
度
か
ら
十
三
年
度
ま
で
京
都
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
で
お
こ
な
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
演
習
と
、

平
成
十
四
年
度
に
お
こ
な
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
演
習
の
内
容

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
出
講
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
薗
田
坦
先
生
と
福

谷
茂
先
生
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
熱
心
に
演

習
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
も
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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Struktur und Genesis der Fremderfahrung bei Husserl

Tetsuya SAKAKIBARA

In seiner entwickelt Husserl eineFünften Cartesianischen Meditation
transzendentale Theorie der Fremderfahrung, der sogenannten Einfühlung. Diese
Theorie charakterisiert er in dieser Schrift als „statische Analyse“. Genau besehen
werden darin jedoch mehrere genetische Momente der Fremderfahrung in Betracht
gezogen. Die analysiert also nicht nur die statische Struktur derFünfte Meditation
Fremderfahrung, sondern auch ihre Genesis wird ansatzweise thematisiert. Inwiefern,
so ist dann zu fragen, ist die dortige Analyse als statische zu betrachten? In welchem
Punkt tritt sie in die Sphäre der Genesis ein? Was fehlt ihr, wenn sie als genetische
Analyse betrachtet wird? Es gibt bisher wenige Untersuchungen, die die Texte der

in dieser Hinsicht genau überprüft haben.Fünften Meditation
In diesem Aufsatz versucht der Verfasser, zuerst aufgrund einiger nachgelassener

Texte Husserls die wesentlichen Charaktere der statischen und der genetischen
Methode und auch den Zusammenhang der beiden festzustellen, um dann aus der
Analyse der die statischen und die genetischen Momente konkretFünften Meditation
herauszuarbeiten.

Aus dieser Untersuchung wird deutlich, dass die Theorie der Fremderfahrung in
der als statische Analyse angesehen werden kann, insofern sieFünften Meditation
die «Fundierungsstruktur» der Fremderfahrung klärt. Es ergibt sich aber auch, dass
sie bereits in die genetische Sphäre eingetreten ist, sofern sie durch den abstraktiven
«Abbau» der höheren Sinnesschicht des Fremden die primordiale Eigenheitssphäre
als Unterschicht freilegt, und wenn sie dann versucht, von dieser Eigenheitssphäre
her die höhere Konstitution des fremden Leibes und des durch diealter ego
„paarende Assoziation“ als «passive Genesis» aufzuklären.

Der Theorie der Fremderfahrung in der fehlt jedoch einFünften Meditation
weiteres notwendiges Verfahren der genetischen Methode (das der Rückfrage nach
der „Urstiftung“), das überprüfen soll, ob und wie alle zur primordialen Sphäre
gehörigen Sinne („mein Leib“, „mein eigenes Ich“ usw.) wirklich ohne konstitutive
Leistungen der auf fremde Subjektivität bezogenen Intentionalität «urgestiftet»
werden können. Einige Stellen der weisen jedoch darauf hin,Fünften Meditation
dass eine solche Urstiftung nicht möglich wäre.


