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「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉

―
―
道
元
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
解
釈
―
―

ラ
ル
フ
・
ミ
ュ
ラ
ー

　

道
元
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
か
。
ブ
ッ
ダ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
道
元
も
ブ
ッ
ダ
も
、
厳
密
な
意
味

で
は
女
性
の
権
利
の
た
め
に
闘
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
も
し
か
し
た
ら
全
く
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
本
論
考
が
と
る
立
場
は
こ
れ
と
は
逆
の
も
の
で
、
仏
教
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
間
に
哲
学
的
対
話
が
存
在
す
る
と
い
う
見
解
を

支
持
す
る
。
以
下
で
は
論
文
集
『
ア
ジ
ア
哲
学
と
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
哲
学
の
対
話
』（A

sian and Fem
inist Philosophies in D

ialogue

） 

（
二
〇
一
四
）
の
一
論
文
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
対
話
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
存
在
し
う
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
方
法
上

の
仮
定
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
を
示
す
。
こ
の
論
文
集
の
編
者
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
マ
ク
ウ
ィ
ー
ニ
ー
と
ア
シ
ュ
ビ
ー
・
バ
ト
ナ
ー
が
こ
の

よ
う
な
標
題
を
つ
け
た
の
も
、
単
に
こ
の
論
集
を
手
際
よ
く
分
類
す
る
た
め
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
本
に
所
収
の
各
論
文
に
は
（
と
い

う
の
が
彼
女
た
ち
の
主
張
だ
が
）、
一
つ
の
共
通
し
た
方
法
論
、
つ
ま
り
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
比
較
哲
学
」
と
い
う
方
法
論
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。（

1
）

　

本
論
考
の
筆
者
が
特
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
比
較
哲
学
を
行
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
者
道
元 （
一
二
〇
〇
–
一
二
五
三
） 

の
研
究
を
通
じ
て
筆
者
は
比
較
哲
学
に
な
じ
ん
で
き
た
。（

2
） 

そ
こ
で
、

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
比
較
哲
学
」
に
関
す
る
以
下
の
叙
述
お
よ
び
議
論
は
、
バ
ト
ナ
ー
が
彼
女
の
論
文
「
道
元
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ケ
ア
の
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体
現
化
さ
れ
た
実
践
」（D

ōgen, Fem
inism

, and the Em
bodied Practice of C

are

） 

の
中
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
、
日
本
の
禅

僧
道
元
に
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
次
の
問
い
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
仏
教
の
表
現
〈
感
応
道
交
〉
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
衆
生
の
感
と
仏
の
応
と
が
互
い
に
相
通
じ
相
交
わ
る
こ
と
」
を
意

味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
こ
の
言
葉
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
視
点
の
転
換
に
よ
っ
て
「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小

径
」（intersecting paths of responsive feeling

）
と
訳
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１
．
仏
教
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
比
較
の
た
め
の
基
礎

　

論
集
全
体
の
方
法
的
な
糸
口
に
つ
い
て
ま
ず
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ど
ん
な
比
較
作
業
で
も
異
な
る
も
の
の
間
の
比
較
を
可
能
に

し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
基
礎
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
論
集
で
は
、「
解
放
の
伝
統
」（liberating traditions

）
と
い
う
副

題
が
こ
の
基
礎
を
提
示
し
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
仏
教
も
「
解
放
の
伝
統
」
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
い
複
数
形
が
す
で

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
様
々
な
潮
流
を
一
つ
の
〈
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
〉（

3
）、
一
つ
の
〈
仏
教
〉
に
力
づ
く
で
括
り
込
ん
で
し
ま
う

こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

　

仏
教
を
〈
解
放
の
伝
統
〉
と
み
な
す
な
ら
、
そ
の
場
合
、
中
心
に
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
な
解
放
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の

社
会
で
、
組
織
に
お
け
る
社
会
的
な
地
位
に
は
無
関
係
な
、
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
解
放
で
あ
る
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
終
的
に
は
世

界
秩
序
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
論
的
位
置
と
は
無
関
係
な
、
す
べ
て
の
存
在
物
の
解
放
が
問
題
に
な
る
）。
こ
う
し
た
普
遍
的
な
平

等
へ
の
要
求
を
媒
介
に
し
て
、
女
性
の
社
会
的
地
位
に
肯
定
的
作
用
を
及
ぼ
す
よ
う
な
効
果
を
仏
教
か
ら
発
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
平
等
へ
の
要
求
は
同
時
に
個
々
の
グ
ル
ー
プ
の
特
権
化
へ
の
反
対
を
も
意
味
し
て
い
る
。



七
一

「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
こ
れ
と
は
正
反
対
の
姿
勢
を
と
る
。
ま
ず
重
要
な
の
は
、
女
性
た
ち
に
声
を
与
え
、
彼
女
た
ち
の
解
放
に
協
力
的
に

働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
女
性
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
男
性
の
そ
れ
と
比
較
し
て
（
例
え
ば
労
働
市
場
や
結
婚
に
お
い

て
）、自
由
の
程
度
に
お
い
て
も
、抑
圧
の
程
度
に
お
い
て
も
特
に
問
題
が
多
く
、差
し
迫
っ
た
も
の
で
あ
り
、厄
介
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

そ
こ
で
女
性
の
権
利
を
勝
ち
取
る
た
め
の
闘
い
と
抑
圧
状
況
か
ら
の
女
性
の
解
放
が
、
様
々
な
肌
の
色
、
障
害
者
、
高
齢
者
な
ど
あ
ら
ゆ

る
社
会
グ
ル
ー
プ
が
関
与
し
て
い
る
社
会
的
進
歩
の
尺
度
に
な
る
。（

4
）

　

つ
ま
り
、
論
集
は
倫
理
的
に
解
釈
さ
れ
た
〈
解
放
〉
の
概
念
を
宗
教
的
実
践
と
政
治
的
運
動
の
間
の
共
通
点
と
し
て
据
え
る
。
仏
教
に

関
す
る
各
論
文
、
そ
し
て
他
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
関
す
る
各
論
文
は
、
こ
う
し
た
基
礎
の
上
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
仏
教

や
他
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
存
在
論
的
、
認
識
論
的
、
美
的
、
道
徳
的
、
倫
理
的
差
異
を
究
明
す
る
。
こ
の
差
異
を
相
互
に
認
知
し

合
う
と
き
、
差
異
に
よ
っ
て
互
い
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
究
明
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
道
元
を
例

に
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。（

5
） 

２
．
道
元
の
「
身
心
」
概
念

　

バ
ト
ナ
ー
の
論
文
は
、〈
ケ
ア
〉に
つ
い
て
問
う
こ
と
で
、理
論
的
な
哲
学
で
は
な
く
、実
践
的
な
哲
学
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
据
え
て
い
る
。

こ
れ
は
道
徳
哲
学
的
な
事
例
研
究
で
は
け
っ
し
て
な
い
。む
し
ろ
バ
ト
ナ
ー
が
仏
教
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
間
の
対
話
に
お
い
て
問
う
の
は
、

哲
学
の
主
流
に
お
い
て
倫
理
的
な
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
の
、そ
の
方
法
の
人
類
学
的
、認
識
論
的
、存
在
論
的
な
前
提
条
件
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
バ
ト
ナ
ー
が
扱
っ
て
い
る
の
は
メ
タ
レ
ベ
ル
な
問
題
で
あ
る
。
倫
理
学
の
主
知
主
義
的
に
短
絡
し
た
扱
い
方
（
そ
し
て
哲
学
全

体
の
取
り
扱
い
方
）
を
か
い
く
ぐ
る
た
め
に
、
彼
女
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。「
哲
学
者
た
ち
は
、
概
念
的
思
考
、
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反
省
、
推
測
を
含
む
人
間
経
験
の
小
さ
な
一
部
分
だ
け
を
特
別
視
し
が
ち
で
あ
る
」（
二
二
三
）。
日
々
の
活
動
と
い
う
「
わ
れ
わ
れ
の
生

の
実
践
的
な
次
元
」
は
、「
活
動
に
完
全
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
が
、
バ
ト
ナ
ー
の
試
み
は
、
こ
の
次
元
を

開
拓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
そ
の
偏
り
を
修
正
す
る
こ
と
」
を
目
標
と
し
て
い
る （
二
二
三
）。
こ
の
「
完
全
没
入
」
の
状
態
は
す
べ
て

の
人
間
が
知
っ
て
い
る
も
の
だ
。「
余
念
が
な
い
こ
と
」
が
重
要
で
あ
り
、こ
れ
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉（
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

イ
）
を
身
に
つ
け
て
い
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。

（1）　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
、
仏
教
の
修
行
の
間
に
あ
る
身
体
の
概
念

　

こ
の
〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
観
点
で
倫
理
的
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
か
を
研
究
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉

に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
が
、
日
常
の
実
践
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
様
々
な
著
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。（

6
）
バ
ト
ナ
ー
の
問
い
か
け
は
、
こ
の
〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉
の
探
求
に
と
っ
て
、
道
元
が
ど
の
よ
う
な
意
義

を
持
ち
う
る
の
か
、
彼
の
思
想
が
〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉
の
倫
理
的
解
釈
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

バ
ト
ナ
ー
の
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
解
放
の
伝
統
〉
と
し
て
の
仏
教
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
類
似
性
が
明
確
に
な
る
。

と
い
う
の
も
身
体
と
い
う
概
念
・
現
象
は
宗
教
的
実
践
と
政
治
的
実
践
が
出
合
う
交
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
が
内
面
に
向
か
っ
て
い
き
、

身
体
に
お
い
て
悟
っ
た
人
間
の
自
己
関
係
を
分
析
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
身
体
性
の
外
を
、
す
な
わ
ち
身
体
の
「
社
会
的

埋
め
込
み
」（social em

beddedness

） （
二
三
五
）
を
志
向
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
身
体
に
対
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
を
ま

ず
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
宗
教
的
実
践
か
ら
育
ま
れ
た
身
体
へ
の
姿
勢
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
補
完
的
な
視
点
を

呈
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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の
心
が
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す
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小
径
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と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

　

身
体
の
「
社
会
的
埋
め
込
み
」
と
い
う
言
葉
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
身
体
が
文
化
的
、
政
治
的
、
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
価
値
が
間
接
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
身
体
の
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
価
値
は
、
前
反
省
的
な
段
階
に
あ
る
人
間
の
実
存
を
感
覚
的
に
も
情
動
的
に
も
影
響
下
に
お
く
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
世
界
と
の
社
会
的
、
政
治
的
、
そ
し
て
文
化
的
な
関
わ
り
方
を
生
み
出
す
。
こ
こ
で
い
う
世
界
と
は
、〈
モ
ノ
世
界
〉（
事
物
の

世
界
）
の
こ
と
だ
け
を
一
義
的
に
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て
の
人
間
が
そ
こ
で
出
会
い
、
互
い
に
作

用
を
及
ぼ
し
合
う
、
間
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
生
活
世
界
を
意
味
す
る
。
こ
の
人
間
同
士
の
関
係
は
、
分
裂
し
た
、
あ
る
い
は
評
価
の
定

ま
ら
な
い
価
値
が
つ
く
る
純
粋
に
精
神
的
な
地
平
に
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
体
の
身
体
性
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
身
体
の
複
数
性

と
多
様
性
に
よ
っ
て
具
体
的
に
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
る
。

　

こ
こ
で
二
つ
の
問
い
が
提
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、主
体
の
埋
め
込
み
が
同
時
に
「
社
会
的
な
価
値
ま
た
は
非
価
値
の
体
現
化
」（
二
三
五
）

と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
事
情
に
は
、
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
意
義
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
第
二
に
、
仏
教
と
の
関
係
で
こ
れ
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
が
提
出
さ
れ
る
の
も
、
バ
ト
ナ
ー
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
仏
教
の
視
点
か
ら
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。「
社
会
的
文
脈
、特
に
弾
圧
的
な
社
会
的
文
脈
を
眺
め
る
こ
と
は
、道
徳
知
覚
と
そ
の
洗
練
に
新
し
い
次
元
を
付
け
加
え
る
。

こ
れ
は
私
が
仏
教
の
伝
統
に
一
般
的
に
不
在
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
」。（
二
三
五
）

　

第
一
の
問
い
に
対
し
て
簡
単
な
答
え
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、「
体
現
さ
れ
た
価
値
、
そ
し
て
〈
非
〉
価
値
を
さ
ら
に
プ
ラ
ス
に
転
換
す

る
に
は
、
社
会
的
埋
め
込
み
の
状
況
を
改
善
の
方
向
へ
と
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る
社
会
政
治
的
な
意
識
と
い
う
強
み
は
、
仏
教
が
立
ち
向
か
っ
て
い
る
問
題
に
対
し
て
解
決
策
を
見
つ
け
る
と
い
う
弱
み

と
平
行
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。「
体
現
さ
れ
た
非
価
値
に
関
す
る
主
要
な
困
難
は
、
そ
れ
が
た
と
え
自
己
の
内
部
に
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば

非
常
に
診
断
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（
二
三
六
） 

自
己
に
具
現
化
さ
れ
た
「
非
価
値
」
を
そ
も
そ
も
認
識
す
る
こ
と
が
難
し
い
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だ
け
で
な
く
、
非
価
値
が
身
体
に
深
く
刷
り
込
ま
れ
た
状
態
で
、
知
性
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
も
難
し
い
。「
先
入
観
の
実
践
を
知
ら

ず
知
ら
ず
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
日
々
の
行
動
は
言
外
の
偏
見
と
想
定
に
よ
っ
て
染
ま
っ
て
い
る
」。（
二
三
六
）

　

ほ
ん
と
う
の
問
題
は
し
か
し
も
っ
と
根
深
い
も
の
で
あ
る
。
抑
圧
の
最
も
厄
介
な
形
式
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
配
慮
を
も
っ
て
振
る
舞

い
、他
人
に
善
行
を
施
し
て
い
る
こ
と
を
た
だ
信
じ
る
こ
と
だ
け
で
保
持
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
社
会
的
非
価
値
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
通
じ
て
、私
た
ち
は
ケ
ア
そ
の
も
の
の
実
践
を
通
じ
た
弾
圧
的
な
ふ
る
ま
い
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
恒
久
化
し
て
い
る
」。 

（
二
三
七
） 

抑
圧
に
抵
抗
す
る
主
体
そ
れ
ぞ
れ
の
間
の
差
異
を
反
省
し
な
い
か
ぎ
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
抑
圧
が
続
く
原
因
の
一
部
で
あ

る
理
論
的
な
欠
如
を
持
ち
続
け
る
。
た
だ
単
に
視
線
を
外
側
の
社
会
的
埋
め
込
み
の
状
況
に
向
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
自
身
を
見
出

す
場
合
に
の
み
、
悪
の
根
源
を
お
さ
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
他
の
多
く
の
主
体
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
別
な
欲

求
が
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
一
般
化
す
る
と
、
そ
う
し
た
主
体
の
見
方
は
、「
配
慮
を
も
っ
て
保
護
監
督
す
る
」
こ
と
し
か
で
き
ず
、

自
律
し
た
主
体
と
し
て
の
他
者
の
地
位
を
否
定
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

（2） 

禅
僧
道
元
の
見
方
―
身
体
に
よ
る
身
体
の
解
放

　

こ
こ
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
仏
教
の
意
義
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
仏
教
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

政
治
的
動
機
づ
け
、
宗
教
的
動
機
づ
け
が
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
に
お
け
る
倫
理
的
行
為
は
抽
象
的
な
原
理
に
よ
っ
て

だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
人
々
や
周
囲
世
界
に
対
し
て
及
ぼ
し
た
具
体
的
な
結
果
に
基
づ
い
て
測
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
仏
教
は
、
バ
ト
ナ
ー
の
表
現
に
従
え
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、
主
観
の
行
為
状
況
に
対
す
る
反
省
を
提
示
す
る
。

と
い
う
の
も
周
囲
世
界
が
非
価
値
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
仏
教
徒
は
瞑
想
と
い
う
形
を
と
っ
て
注
意
力
を
高
め
て
、
集



七
五

「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

中
的
に
修
行
を
行
い
、
自
己
自
身
に
没
入
す
る
義
務
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
非
価
値
の
克
服
は
、
主
に
社

会
的
埋
め
込
み
と
い
う
「
迂
回
路
」
を
通
じ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、自
分
の
行
動
を
決
定
す
る
習
慣
、知
覚
、情
動
の
開
示
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
。
自
身
の
非
価
値
を
解
体
し
て
い
く
こ
と
と
並
行
し
て
、
同
時
代
の
人
々
や
周
囲
世
界
と
の
共
感
や
結
び
つ
き
を
強
め
る
の

で
あ
る
。

「
仏
教
に
よ
っ
て
行
わ
れ
体
現
さ
れ
た
間
主
観
性
の
分
析
は
、
心
を
配
る
こ
と
を
通
じ
て
注
意
力
を
培
う
場
合
の
手
引
き
を
与
え
る

の
に
最
も
役
立
つ
。
培
わ
れ
た
注
意
力
は
人
々
の
間
に
体
現
化
さ
れ
た
相
互
の
つ
な
が
り
に
徹
底
的
に
気
が
つ
く
の
を
促
し
、
こ
の

相
互
の
つ
な
が
り
が
同
情
の
源
泉
を
生
み
出
す
」。（
二
二
九
）

　

人
類
の
集
合
的
な
苦
し
み
は
世
界
へ
の
愛
着
の
原
理
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
意
識
さ
れ
ず
、
主
観
性
と
い
う
実
質
化
す
る
概
念
と

と
も
に
あ
ら
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
世
界
と
の
付
き
合
い
に
お
い
て
自
分
の
観
点
は
た
い
て
い
反
省
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
人
は
そ
の

中
に
、
没
入
の
形
式
を
見
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
没
入
は
必
要
な
〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
す
べ
て
が
う

ま
く
い
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
以
上
理
論
化
す
る
理
由
は
な
い
。
し
か
し
〈
自
己
を
度
外
視
す
る
こ
と
〉
は
た
い
て
い
の
場
合
、
世
界

に
対
し
て
自
分
を
開
く
こ
と
か
ら
は
導
か
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
自
我
を
定
着
し
、
世
界
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
押
し
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
性
が
た
し
か
に
仏
教
の
理
論
的
反
省
の
一
部
と
見
な
せ
る
な
ら
ば
、
理
論
的
洞
察
が
実
践
的

に
な
る
道
が
そ
こ
に
続
い
て
い
る
。
つ
ま
り
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
自
己
、
他
者
、
そ
し
て
世
界
に
対
す
る
注
意
力
を
培
う
こ
と
で
あ

る
。（
二
三
〇
）

　

仏
教
の
教
え
に
お
け
る
理
論
と
実
践
、
精
神
と
身
体
、
修
行
と
悟
り
の
統
一
を
、
バ
ト
ナ
ー
は
特
に
道
元
の
概
念
を
手
が
か
り
と
し
明
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ら
か
に
し
て
い
る
。
道
元
の
概
念
か
ら
い
え
ば
、〈
身
心
〉
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
す
で
に
身
体
と
精
神
の
非
二
元
論
的
な
概

念
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
他
の
す
べ
て
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
。
坐
禅
の
修
行
は
、
そ
れ
ゆ
え
時
間
的
な
観
点
か
ら
は
非
二
元
論
的
に

理
解
さ
れ
る
。〈
修
証
一
如
〉̶

修
行
と
悟
り
は
一
体
と
な
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
、〈
い
ま
〉
に
た
い
し
て
実
践
的
に
焦
点
を

あ
て
る
こ
と
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
進
め
る
。
他
方
、
た
ん
な
る
主
知
主
義
的
視
点
は
〈
無
限
〉
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
最
後
に
〈
身
心
脱

落
〉
に
よ
っ
て
二
重
の
動
き
が
表
現
さ
れ
る
。
第
一
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
習
慣
、
情
動
な
ど
集
積
し
た
も
の
を
す
べ
て
括
弧
に
く
く
っ
て
し

ま
う
動
き
が
あ
る
。「
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
自
分
た
ち
自
身
に
愛
着
を
も
っ
た
り
、
自
分
た
ち
の
思
想
と
同
一
視
し
た
り
し
な
い
こ
と

で
あ
る
」。（
二
三
二
） 

そ
し
て
第
二
に
、
こ
れ
と
同
じ
契
機
に
新
し
い
行
為
を
始
め
て
、
そ
の
行
為
の
中
で
自
己
を
世
界
に
対
し
て
開
く

こ
と
が
可
能
と
な
る
。（

7
）

　

こ
の
こ
と
は
す
べ
て
、
主
要
な
術
語
〈
感
応
道
交
〉
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
条
件
に
な
る
。
こ
の
言
葉
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
非
常
に
多
義
的
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
「
衆
生
の
感
と
仏
の
応
と
が
互
い
に
相
通
じ
相
交
わ
る
こ
と
」
と
説
明
で
き
る
。
禅
仏
教
で
は
、

こ
れ
は「
師
と
弟
子
と
が
相
投
合
す
る
こ
と
」（

8
）を
意
味
す
る
。
バ
ト
ナ
ー
は
し
か
し
こ
の
表
現
を
、師
弟
間
の
具
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
状
況
と
見
な
す
哲
学
解
釈
か
ら
解
き
放
ち
、存
在
的
な
観
点
か
ら
そ
の
意
味
を
一
般
化
す
る
。
と
い
う
の
も
〈
感
応
道
交
〉
は
「
私

た
ち
の
通
常
の
認
識
的
自
覚
か
ら
の
断
絶
を
単
純
に
」
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
な
く
、「
む
し
ろ
全
身
体
的
な
出
来
事
、知
覚
革
命
で
あ
る
」

（
二
三
四
） 

か
ら
だ
。
そ
の
契
機
は
そ
れ
ほ
ど
革
命
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
常
的
で
あ
り
う
る
。「
変
幻
自
在
で
、
徹
底
的
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
感
応
道
交
〉
は
何
か
常
軌
を
逸
し
た
も
の
を
参
照
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
は
最
も
基
本
的
な
相

互
作
用
の
中
に
親
密
性
を
共
有
す
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」。（
二
三
四
）（

9
） 

　
〈
感
応
道
交
〉
の
概
念
は
、間
主
観
性
の
次
元
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
倫
理
的
な
重
要
性
を
帯
び
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
バ
ト
ナ
ー

は
、こ
の
概
念
を
「
応
答
す
る
気
持
が
交
差
す
る
小
径
」（
二
三
四
） 

と
し
て
、説
明
的
に
翻
訳
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
女
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
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「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

「
あ
る
者
の
状
況
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
の
情
緒
的
な
意
味
＝
感
覚
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
場
合
、
情
緒
は
何
か
深
く
人
間
的
、

社
会
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
宇
宙
論
的
あ
る
い
は
終
末
論
的
な
意
味
で
解
釈
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
日
常
に
お
い
て
〈
物
事
に
集
中
す
る

こ
と
〉
が
〈
自
分
自
身
を
度
外
視
す
る
こ
と
〉
を
含
む
よ
う
に
、
他
者
と
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
状
態
で
は
、
人
は
た
し
か
に
自

分
自
身
を
度
外
視
す
る
。
中
心
的
な
相
違
点
は
、
い
わ
ば
自
分
自
身
を
度
外
視
し
た
状
態
で
、
意
識
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
世

界
に
自
分
の
意
志
を
押
し
付
け
る
こ
と
を
気
づ
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
も
は
や
エ
ゴ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
な
く
て

も
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
い
わ
ば
自
己
と
他
者
と
の
、
自
己
と
世
界
と
の
弁
証
法
が
存
在
し
て
い
る
。「
よ
り
高
い
」
レ
ベ
ル
で
自
己
を
度
外
視
す
る

と
い
う
こ
と
に
、
世
界
と
自
分
自
身
に
出
会
う
た
め
の
条
件
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
自
分
自
身
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
い
わ

ば
真
の
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
の
た
め
の
条
件
が
伴
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
と
世
界
に
対
す
る
真
に
配
慮
の
あ
る
付
き
合

い
の
基
礎
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
目
標
は
、
し
か
し
、
私
た
ち
の
行
動
が
ま
ず
苦
し
み
を
永
続
化
し
な
い
よ
う
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
〈
自
己
〉
を
自
覚
す
る
（
ま
た
は
身

心
を
自
覚
す
る
）
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
周
囲
の
環
境
と
の
「
親
密
さ
」（
深
い
理
解
）
を
獲
得
し
た
ら
、
倫
理
的
に
失
敗
す

る
こ
と
は
少
な
く
な
り
、倫
理
的
な
注
意
力
は
も
っ
と
直
接
的
に
な
り
、自
分
自
身
と
他
者
へ
の
ケ
ア
と
思
い
や
り
へ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
が
向
上
す
る
」。（
二
三
四
）
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３
． 「
道
元
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て

　

仏
教
者
で
あ
る
道
元
は
、
身
体
か
ら
出
発
し
、
政
治
的
な
解
放
の
伝
統
を
有
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
補
完
す
る
自
己
世
界
と
世
界
の
分

析
を
提
示
す
る
。
い
わ
ば
〈
ノ
ウ
ハ
ウ
〉
の
中
で
価
値
も
非
価
値
も
と
も
に
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
は
、
倫
理
的

な
重
要
性
を
獲
得
す
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
身
体
か
ら
発
し
て
外
面
的
状
況
を
志
向
し
て
い
る
。
人

間
は
自
分
の
身
体
的
存
在
を
通
じ
て
社
会
的
埋
め
込
み
か
ら
ど
の
よ
う
に
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は

問
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
外
面
的
状
況
を
変
え
て
、
行
為
主
体
に
も
新
し
い
自
由
度
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
は
、自
己
批
評
を
た
ん
な
る
主
知
主
義
的
な
自
己
反
省
か
ら
自
覚
へ
と
、包
括
的
な
仕
方
で
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
自
己
批
評
の
審
級
を
高
め
る
。
各
個
人
が
控
え
め
に
、
自
分
を
抑
え
る
こ
と
を
学
ぶ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
自
分
自

身
が
状
況
の
中
に
よ
り
深
く
関
わ
り
、
よ
り
強
い
倫
理
的
な
振
る
舞
い
の
で
き
る
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
仏
教
は

こ
の
意
味
で
の
自
己
責
任
的
な
振
る
舞
い
を
強
め
る
。
生
の
状
況
、
お
よ
び
行
為
の
状
況
へ
の　

主
と
し
て
間
主
観
的
な
、
そ
し
て
思
慮

深
い
埋
め
込
み
に
気
付
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
倫
理
的
次
元
は
、
と
り
わ
け
〈
感
応
道
交
〉
に
お
い
て
明
瞭
に
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
私
が
、問
題
視
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
修
行
と
い
う
文
脈
か
ら
す
っ
か
り
切
り
離
さ
れ
た
、

す
な
わ
ち
、
特
に
禅
僧
道
元
に
と
っ
て
は
、
師
と
弟
子
と
の
出
会
い
と
い
う
僧
院
で
の
実
践
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
筋
書
き
で
の
、〈
感
応

道
交
〉
の
解
釈
は
説
得
力
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
元
が
提
示
し
て
い
る
存
在
論
的
な
記
述
レ
ベ
ル
の
み
が
問
題
な
の
だ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
道
元
の
よ
う
な
「
哲
学
的
」
思
想
家
で
あ
っ
て
も
、
哲
学
に
対
す
る
差
異
す
ら
暗
示
す
る
こ
と
な
く
、
ど
の
程
度
ま
で
解

釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
厳
密
な
意
味
で
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
観
察
の
仕
方
が
、
ま
だ

話
に
出
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
身
体
か
ら
考
え
る
」
と
い
う
発
想
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
特
有
の
問
題
と
な
る
の
に
じ
ゅ



七
九

「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

う
ぶ
ん
な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
が
ほ
ん
と
う
に
議
論
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
身
体
と
認
識
の
関
係
で
あ
る
。
了
解
が
身
体
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
認

識
論
的
関
係
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
。
ど
の
程
度
ま
で
こ
れ
は
、
心
理
学
的
次
元
に
関
わ
る
の
か
。
身
体
性
を
あ
り
ふ
れ
た
も
の

と
見
な
す
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
差
異
を
あ
ま
り
に
も
高
い
と
こ
ろ
へ
と
押
し
上
げ
よ
う
と
し
、
ブ
ッ
ダ
自
身
に
よ
る
様
々
な
観
点

か
ら
の
研
究
が
奨
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
か
な
り
一
面
的
で
合
理
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
始
め
る
こ
と
が
一
方
に
あ
り
、
ま
た

他
方
で
は
非
常
に
感
情
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
始
め
る
こ
と
が
前
提
条
件
を
な
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
心
理
学
的
な
感

情
の
観
念
を
〈
感
応
道
交
〉
の
〈
感
〉
に
、
単
純
に
移
し
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。（
10
）

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
比
較
ア
プ
ロ
ー
チ
の
場
合
に
は
、
女
性
に
対
す
る
道
元
の
姿
勢
や
支
持
が
、
仏
教
の
教
え
や
実
践
と
比
較
し
、

し
ば
し
ば
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
道
元
の
思
想
そ
の
も
の
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
問
題

に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
本
論
考
の
説
明
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
両
者
に
共
通
の
テ
ー
マ
を
明

ら
か
に
し
、
共
通
性
の
地
平
に
お
い
て
差
異
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
差
異
か
ら
再
び
教
説
を
引
き
出
す
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
正
統
な
関
心
と
や
り
方
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
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注（
1
） Jennifer M

cW
eeny and A

shby B
utnor: A

sian and 
fem

inist philosophies in dialogue. Liberating traditions, N
ew

 
York: C

olum
bia U

niversity Press

。
こ
の
方
法
論
の
展
開
に
お
い

て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
マ
ノ
ア
校
で
実
践

さ
れ
て
い
る
自
由
で
創
造
的
な
研
究
で
あ
る
。
特
に
そ
こ
で
教
鞭
を
と

る
哲
学
者
エ
リ
オ
ッ
ト
・
ド
イ
チ
ュ （
一
九
三
一
–
、
名
誉
教
授
） 

と

ヴ
リ
ン
ダ・ダ
ル
ミ
ヤ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
比
較
研
究
面
、

そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
面
に
関
す
る
育
て
の
親
と
さ
れ
る
。

（
2
） 

拙
著
参
照
。R

alf M
üller: D

ōgens Sprachdenken: 
H

istorische und sym
boltheoretische Perspektiven （W

elten der 
Philosophie, Bd. 

13
）, （Freiburg i.B

.: Verlag K
arl A

lber

）, 
2013 （

ラ
ル
フ
・
ミ
ュ
ラ
ー
『
道
元
の
言
語
思
想̶

歴
史
的
・
象
徴
理

論
的
視
点
』）。

（
3
） 

哲
学
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
レ
ー
・
ラ
ン
グ
ト

ン
の
論
文
を
参
照
。「
私
が
問
い
か
け
る
の
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
ど

の
よ
う
に
し
て
哲
学
を
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
そ

の
逆
は
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
私
の
目
的
は
、
基
本
的
に
フ
ェ
ミ
ニ

ス
ト
哲
学
研
究
の
広
大
な
大
陸
を
調
査
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
の
大
陸
の
小
さ
な
部
分
を
い
く
つ
か
示
し
、
時
に
は
具
体
例
を
挙
げ

る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
哲
学
に
貢
献
し
た
か

を
考
え
る
場
合
、
比
較
的
一
般
的
な
二
つ
の
観
念̶

二
元
論
と
男
性
中

心
主
義̶

を
眺
め
て
み
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。
哲
学
が
ど
の
よ
う

に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
貢
献
し
た
か
を
考
え
る
場
合
は
、
一
つ
の
特
別
な

観
念
を
眺
め
て
み
る
価
値
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
か
を
対
象
と
し
て

扱
う
と
い
う
観
念
」。R

ae Langton: “
Fem

inism
 in Philosophy”, 

The O
xford H

andbook of C
ontem

porary Analytic Philosophy, 
eds. Frank Jackson and M

ichael Sm
ith, O

xford U
niversity 

Press, 2005, 231-57. ｢

誰
か
を
対
象
と
し
て
扱
う
と
い
う
観
念｣

は

以
上
の
論
文
集
の
中
の
一
つ
の
主
な
論
点
で
あ
る
。

（
4
） 

ク
イ
ア
理
論
や
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
最

近
の
議
論
は
、
こ
の
点
で
主
体
と
い
う
概
念
の
多
様
化
を
擁
護
し
て
お

り
、
白
人
男
性
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
位
置
を
た
ん
に
白
人
女
性
の
そ
れ
に

よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
5
） 

論
文
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
以
下
の
論
考
も
参
照
。Erin 

M
cC

arthy, The Em
bodied Ethical Self. A Japanese and 

Fem
inist Account of N

ondual Subjectivity.

こ
こ
で
特
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
の
は
湯
浅
泰
雄
、
和
辻
哲
郎
、
リ
ュ
ス
・
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
思

想
で
あ
る
。



八
一

「
応
答
の
心
が
交
差
す
る
小
径
」
と
し
て
の
〈
感
応
道
交
〉〔
ミ
ュ
ラ
ー
〕

（
6
） 
バ
ト
ナ
ー
は
例
え
ば
シ
ョ
ー
ン
・
ギ
ャ
ラ
ガ
ー
に
依
拠
し
、
以

下
の
主
張
を
引
用
し
て
い
る
。「
他
の
人
が
何
を
信
じ
て
い
る
か
、
あ

る
い
は
何
を
望
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
理
論
を
形
成
し
た
り
、
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
前
か
ら
私
た
ち
は
、

人
々
が
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
に
つ
い

て
、
理
論
以
前
の
特
別
な
知
識
を
す
で
に
も
っ
て
い
た
」。Shaun 

G
allagher, The Practice of M

ind: Theory, Sim
ulation or 

Interaction?, Betw
een O

urselves Second-Person Issues in the 
Study of C

onsciousness, ed. by Evan Thom
pson, pp. 83-108, 

C
harlottesville, VA

: Im
print A

cadem
ic, 2001. 

決
定
的
な
一
歩

と
な
っ
た
の
は
、
特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
世
界
に
お
け
る
前
反
省

的
な
位
置
づ
け
」
と
い
う
観
念
を
、
間
主
観
性
理
論
の
観
点
か
ら
倫
理

学
の
文
脈
へ
と
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（
7
） 

と
は
い
え
、
仏
教
の
実
践
の
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
に
関
す
る
要
求

が
初
め
て
明
瞭
に
な
る
の
は
、
非
二
元
論
が
理
論
的
に
だ
け
で
な
く
、

実
践
的
に
も
自
覚
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
知
性
の
ス
イ
ッ
チ
を

切
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
知
性
が
「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
、

そ
し
て
身
体
に
備
わ
っ
て
い
る
知
識
と
習
慣
か
ら
分
離・解
離
し
な
い
」

（
二
三
二
） 

よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
8
） 『
禪
學
大
辭
典
』
一
八
七
。

（
9
） 

バ
ト
ナ
ー
の
道
元
解
釈
は
、
棚
橋
一
晃
の
『
正
法
眼
蔵
』
英
訳

と
解
説
に
基
づ
く
。

（
10
） 

と
こ
ろ
で
、
バ
ト
ナ
ー
の
道
元
解
釈
は
棚
橋
の
『
正
法
眼
蔵
』

英
訳
とN

A
G

ATO
M

O
 Shigenori

の
説
明
に
基
づ
く
。




