
日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

一
〇
〇

行
為
的
直
観
と
形
成
的
現
象
学
（Transform

ative Phänom
enologie

） 

―
― 

西
田
哲
学
の
将
来
を
考
え
る 

―
―

ロ
ル
フ
・
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
（R

olf Elberfeld

）

桑
山 

裕
喜
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訳

一　

行
為
と
知
の
峻
別　

　

行
為
（H

andeln

）
と
知
（W

issen

）
の
峻
別
は
西
洋
哲
学
に
お
い
て
、哲
学
的
思
考
の
中
心
的
出
発
点
の
一
つ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

様
々
な
仕
方
で
哲
学
的
に
理
解
し
、解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。そ
の
例
を
以
下
に
三
つ
挙
げ
た
い
。一
．い
ず
れ
の
知
識
に
も
先
立
っ

て
行
為
す
る
こ
と
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
。
二
．
反
対
に
、
い
ず
れ
の
知
識
に
も
先
立
っ
て
既
に
行
為
が
先
行
し
て
い
る
、
と
捉
え

ら
れ
る
場
合
。
三
．
知
識
と
行
為
が
最
初
か
ら
決
し
て
分
け
て
考
え
ら
れ
な
い
、
と
理
解
す
る
場
合
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
区
別
の
仕
方

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
可
能
と
な
る
。
行
為
が
先
行
す
る
場
合
、
い
ず
れ
の
知
識
も
、
行
為
に
締
め

付
け
ら
れ
た
ま
ま
、
常
に
行
為
の
み
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
知
識
が
先
立
つ
場
合
、
知
識
は
行
為
か
ら
次
第
に
離
さ
れ

て
い
き
、
最
終
的
に
大
変
抽
象
的
、
あ
る
い
は
形
式
ば
っ
た
知
識
の
み
が
正
し
い
と
さ
れ
る
方
向
へ
と
向
か
い
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
行

為
と
知
識
を
既
に
内
的
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
し
て
見
る
場
合
、
こ
の
二
つ
の
次
元
が
常
に
、
思
考
と
行
為
の
双
方
で
そ
れ
ぞ
れ
に
中
心

的
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
と
は
い
え
、
以
上
挙
げ
た
三
つ
の
考
え
方
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
い



一
〇
一

行
為
的
直
観
と
形
成
的
現
象
学 〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

く
つ
も
の
多
様
な
重
み
の
置
き
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
ら
か
に
限
定
・
分
析
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
も
想
像
に
難
く
な
い
。

　

例
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
の
古
い
言
い
回
し
の
一
つ
で
あ
る
「
ソ
フ
ィ
ア
」
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
語
に
お
い
て
は
、
行
為
と
知
識

の
双
方
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
ソ
フ
ィ
ア
」
は
、
現
在
、
通
常
「
知
恵
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、

現
時
点
で
発
見
さ
れ
て
い
る
ホ
メ
ロ
ス
の
最
古
の
文
献
で
あ
る
『
イ
リ
ア
ス
』
で
は
、「
知
恵
」
と
い
う
定
訳
の
意
に
反
し
、
む
し
ろ
職

人
的
作
業
・
行
為
の
枠
組
み
に
お
け
る
知
識
と
い
う
、
非
常
に
特
殊
な
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
技
巧
的

行
為
は
、
ア
テ
ネ
神
に
教
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る（

1
）。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
文
学
作
品
の
中
で
は
、「
ま
た
そ
の
後
代
に

お
い
て
も
、
例
え
ば
、
芸
術
家
、
大
工
、
予
言
者
、
軍
の
指
揮
官
、
航
海
士
、 

医
者
、
馭
者
、
格
闘
家
等
の
職
業
の
職
人
は
、
当
時
、
い

ず
れ
も
み
な
『
ソ
フ
ォ
イ
（
賢
人
）』
と
呼
ば
れ
」
て
い
た
と
い
う（

2
）。　

　（
一
）
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
「
ソ
フ
ィ
ア
」
と
い
う
知　

　
「
ソ
フ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
ま
ず
具
体
的
な
行
為
そ
の
も
の
に
お
け
る
「
器
用
さ
」
や
「
巧
み
さ
」、
あ

る
い
は「
熟
練
」と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
。
こ
の
意
味
は
の
ち
に「
理
解
」「
知
識
」「
洞
察
」や「
賢
さ
」の
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
く
。「
ソ

フ
ィ
ア
」
と
は
、
古
く
は
、
技
巧
的
作
業
・
行
為
の
形
式
が
、
同
時
に
か
な
り
の
知
を
要
す
る
実
践
的
効
果
と
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
を

有
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ド
（Pierre H

adot

）
の
一
節
に
よ
れ
ば
、「
真
な
る
知
と
い
う
も
の
は
突
き
詰
め
て
言
う

と
、
能
力
、
あ
る
い
は
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
当
に
何
か
が
「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
善
を
生
み
出
す
、
善
の
現
実

化
で
あ
る
か
ら
」
な
の
だ（

3
）。
こ
こ
で
は
、
能
力
が
「
ソ
フ
ィ
ア
」
と
し
て
の
知
、
及
び
行
為
の
程
度
を
測
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
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い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
賢
者
と
は
、
行
為
の
際
に
そ
の
行
為
を
よ
く
解
し
、
そ
れ
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
人
、
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
、
こ
の
行
為
と
知
の
両
者
が
一
体
で
あ
る
「
ソ
フ
ィ

ア
」
と
は
、
人
間
自
身
の
力
の
み
な
ら
ず
、「
神
々
」
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
概
念
史
に
お
い
て
も
、
こ
の
神
的
な
る
も
の
へ
の
関
連
性
は
、
以
降
常
に
見
受
け
ら
れ
る（

4
）。

　
「
ソ
フ
ィ
ア
」
と
は
行
為
と
知
の
両
方
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
生
の
非
常
に
多
様
な
領
域
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

い
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
化
内
で
、
知
識
が
行
為
に
対
し
優
位
な
位
置
に
立
ち
始
め
る
の
は
、
そ
の
後
少
し
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
こ

の
過
程
は
、「
ソ
フ
ィ
ア
」
と
「
テ
ク
ネ
ー
」（
芸
術
・
技
術
）
が
ま
す
ま
す
対
立
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
イ
オ
ニ

ア
自
然
哲
学
の
中
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
知
の
内
面
化
の
傾
向
は
強
ま
っ
て
い
く
。「
汝
自
身
を
知
れ
」（gnothi se 

auton

）と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
と
の
関
連
か
ら
見
る
と
、行
為
と
知
識
の
区
別
は
遅
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
に
は
ず
れ
を
起
こ
し
て
く
る
。

そ
こ
で
の
知
識
と
は
、
イ
デ
ア
の
形
で
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
一
』
に

お
い
て
、「
自
己
自
身
」（auto to auto

）
は
私
た
ち
の
う
ち
に
あ
る
神
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
行
為
の
準
備

段
階
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
西
洋
哲
学
の
大
き
な
流
れ
は
、
そ
の
後
、
こ
の
知
識
の
優
位
を
背
負
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
西
洋
に
お
け
る
哲
学
史
を
、
行
為
と
知
の
峻
別
と
い
う
観
点
か
ら
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
は
、
ま
た
意
義
あ
る
も

の
で
あ
り
得
る
。

（
二
）
中
国
古
典
哲
学
に
お
け
る
「
知
行
合
一
」

　

中
国
の
古
典
哲
学
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
に
お
い
て
と
同
様
、
あ
る
種
の
効
能
（
効
果
）
と
し
て
の
知
と
の
文
脈
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
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に
お
い
て
、
行
為
と
知
の
密
接
な
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
の
相
違
は
、
中
国
古
典
哲
学
で
は
、
知
識
や
思
考
で
は
な
く

行
為
そ
れ
自
体
の
洗
練
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
が
中
国
語
に
出
会
い
、
相
関
す
る
中
で
、
行
為
と
の
関
係
が
新

し
い
形
の
知
識
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
立
場
が
現
れ
て
く
る
。
そ
の
う
ち
新
し
い
儒
教
の
流
れ
で
あ
る
宗
明
理
学
に
お
い
て
は
、
行
為
と

知
識
の
区
別
が
、
哲
学
す
る
こ
と
に
と
っ
て
重
要
な
次
元
を
獲
得
す
る
に
至
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
様
々
な
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
哲
学
の
潮
流
か
ら
は
、
特
に
王
陽
明
（
一
四
七
二
―
一
五
二
九
年
）
の
思
想
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
王
陽
明
は
、
自
ら
の
哲
学
を

通
し
て
行
為
と
知
の
密
接
な
連
関
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
有
名
な
「
知
行
合
一
」
は
、
ま
さ
し
く
知
と
行
為
の
直
接
な
関
わ
り

を
表
現
し
て
い
る
。

先
生
「
…
…
私
は
、
嘗
て
、
知
は
行
の
思
辮
す
る
處
が
あ
り
ま
す
。
行
は
知
の
修
行
で
あ
る
。
知
は
行
の
始
で
あ
り
、
行
は
知
の
完

成
で
あ
る
。」
と
説
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
若
し
真
に
理
會
す
る
な
ら
ば
、
只
「
知
」
と
い
へ
ば
、「
行
」
は
其
の
中
に
含
ま
れ
て

居
、只
「
行
」
と
い
へ
ば
、「
知
」
は
其
の
中
に
含
ま
れ
て
居
る
の
で
す
。
…　

今
の
人
は
却
っ
て
知
行
を
二
つ
の
事
柄
と
し
て
、「
必

ず
先
づ
知
っ
て
後
行
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
だ
か
ら
、
我
は
今
は
講
習
討
論
し
て
知
の
修
養
を
し
、
眞
の
知
を
得
て
か
ら
行
の
修
養
を

し
よ
う
。」
と
思
っ
て
居
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
一
生
涯
行
ふ
こ
と
も
な
く
、
一
生
涯
知
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
是
は
な
か
な
か

小
さ
な
病
弊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
其
の
由
来
す
る
所
も
一
朝
一
夕
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
今
「
知
行
合
一
」
を
説

く
の
は
、
此
の
病
に
対
し
て
薬
を
投
ぜ
ん
と
す
る
の
で
す
。
…
…（

5
）

　
行
為
と
知
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
複
雑
で
広
範
に
わ
た
る
い
く
つ
も
の
議
論
が
あ
る
。
こ
の
引
用
は
、
そ
の
ほ
ん
の
一
例
で
、
王
陽
明
の

印
象
が
表
明
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
が
、
こ
の
二
つ
の
次
元
の
内
的
な
つ
な
が
り
に
重
点
を
置
き
つ
つ
論
じ
よ
う
と
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し
て
い
る
様
子
は
覗
え
る
。
他
の
箇
所
で
は
例
え
ば
、基
本
的
に
こ
の
二
つ
の
次
元
に
は
一
つ
の
言
葉
し
か
要
ら
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
知
が
問
題
に
な
る
と
き
は
い
つ
も
行
為
そ
の
も
の
が
、
そ
し
て
行
為
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
と
き
は
同
時
に
知
が
、
論

じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
説
か
れ
る
。
た
だ
し
教
育
的
な
理
由
に
お
い
て
は
、
王
陽
明
は
こ
の
二
つ
の
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
に
意
義
を

見
出
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
働
き
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
示
唆
を
も
与
え
て
い
る
。
一
．
知
は
行
為
に
そ
の

向
か
う
先
を
示
し
、行
為
は
修
養
と
し
て
の
知
の
実
行
で
あ
る
。
二
．
知
と
は
始
ま
り
で
あ
り
、行
為
と
は
そ
の
成
就
、及
び
完
遂
で
あ
る
。

　

以
上
の
説
明
に
よ
り
、
王
陽
明
に
と
っ
て
こ
の
行
為
と
知
の
内
的
な
つ
な
が
り
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
か
、
十
分
に
強
調
で
き
た

だ
ろ
う
。
一
方
、
西
田
幾
多
郎
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
王
陽
明
の
考
え
を
『
善
の
研
究
』
の
出
版
以
前
、
既
に
把
握
し
て
い
た
。『
善

の
研
究
』
で
は
第
三
編
「
善
」
に
お
い
て
、
王
陽
明
の
主
張
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

王
陽
明
が
知
行
同
一
を
主
張
し
た
様
に
眞
實
の
知
識
は
必
ず
意
志
の
實
行
を
伴
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
は
か
く
思
惟
す
る
が
、

か
く
は
欲
せ
ぬ
と
い
ふ
の
は
未
だ
眞
に
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
旧
版
（N

K
Z

）1:106

）

最
終
的
に
西
田
は
、「
純
粋
経
験
」
そ
の
も
の
を
知
と
行
為
の
内
的
な
つ
な
が
り
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
で
の
知
と
行
為
と

は
、
し
か
し
な
が
ら
、
思
考
す
る
こ
と
と
意
志
す
る
こ
と
、
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
西
田
は
、
主
観
と
客
観
の
峻
別
以
前
に
あ
る
感
性
的

な
現
象
の
生
起
そ
の
も
の
、
世
界
の
感
性
的
な
開
け
そ
の
も
の
の
経
験
に
基
づ
く
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
。（
こ
の
姿
勢
は
、
後
期
西
田

に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
。）
感
覚
的
な
現
象
の
生
起
そ
の
も
の
は
、
表
象
や
思
考
の
行
為
、
感
情
と
い
っ
た
主
観
的
な
営
み
を
生
み

出
し
、
そ
れ
ら
は
ま
た
、
言
語
の
使
用
や
思
考
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
ま
さ
し
く

そ
れ
ら
が
起
こ
る
感
覚
的
生
起
そ
の
も
の
こ
そ
、
世
界
が
開
か
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
表
す
と
言
っ
て
よ
い
。『
善
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
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す
べ
て
の
経
験
の
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
形
を
解
釈
す
る
も
の
、
そ
れ
が
「
純
粋
経
験
」
で
あ
る
。
こ
の
非
常
に
豊
か
で
生
き
生
き
と

し
た
現
象
の
生
起
そ
の
も
の
で
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
（
自
然
に
）
生
じ
て
く
る
よ
う
な
生
起
そ
の
も
の
、
そ
れ
が
「
純
粋
経
験
」
で
あ
ろ

う
。
西
田
は
、
山
登
り
に
集
中
し
て
い
る
と
き
や
楽
器
の
演
奏
に
没
頭
し
て
い
る
と
き
な
ど
を
、
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
出
来
事
の
生
き
生
き
と
し
た
み
ず
み
ず
し
さ
を
と
り
損
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
現

象
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
知
と
行
為
が
ま
さ
し
く
一
つ
の
も
の
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。「
純
粋
経
験
」
の
思
想
に
は
、
感
覚
的
行
為
の
場

と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
、
常
に
個
に
先
行
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
行
為
す
る
私
・
自
己
が
発
展
す
る
よ
う
な
場
が
、
現
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。二　

西
田
に
お
け
る
遂
行
の
「
場
所
」

　

こ
の
知
と
行
為
が
一
つ
の
こ
と
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
感
覚
的
行
為
の
場
を
よ
り
詳
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
つ
つ
、

西
田
は
、
場
所
の
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
場
所
そ
の
も
の
は
、
そ
も
そ
も
物
理
的
性
格
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
決
し
て
客

体
化
を
許
さ
な
い
。
現
実
の
現
れ
の
最
高
次
の
場
所
を
、
西
田
は
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
名
付
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
主
客
両
者
、
す
べ

て
の
こ
と
・
も
の
を
含
み
、
存
在
せ
し
め
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
場
所
と
い
う
考
え
は
、
い
ず
れ
の
行
為
や
思
考
も
ま
さ
に
そ
こ
か
ら

現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
関
係
性
の
生
起
そ
の
も
の
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、「
絶
対
無
の
場
所
」
と
し
て
の

世
界
が
起
こ
る
場
所
は
、
世
界
の
現
象
の
生
起
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
生
起
は
、
い
つ
も
既
に
、
区
別
を
も
た
ら
す
行
為

の
い
ず
れ
に
も
先
行
す
る
と
同
時
に
、
常
に
分
析
す
る
側
に
あ
る
諸
行
為
に
お
い
て
の
み
現
象
し
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
生
の
具
体
的
な

生
起
そ
の
も
の
の
中
で
し
か
そ
の
姿
を
現
し
得
ず
、
あ
る
い
は
遂
行
さ
れ
得
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
哲
学
す
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
こ
の
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世
界
が
起
こ
る
場
所
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
方
法
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
点
に
、
注
意
し
た
い
。
西
田
は
、
む
し

ろ
そ
こ
で
は
、
特
に
芸
術
的
過
程
に
特
有
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
田
を
身
体
的
行
為
に
よ
り
焦
点
を
当
て
て
扱
う
方

向
へ
と
導
い
た
の
は
、
純
粋
経
験
と
場
所
そ
の
も
の
が
よ
り
具
体
的
に
、
そ
し
て
よ
り
身
体
・
感
覚
的
に
理
解
さ
れ
て
く
る
、
芸
術
的
過

程
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
身
体
、
及
び
西
田
の
思
想
に
お
け
る
身
体
的
行
為
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
哲

学
研
究
の
現
状
は
、
大
変
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
先
に
あ
る
課
題
は
、
意
識
と
い
う
概
念
を
身
体
と
精
神
の
統
一
的
生

起
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
の
身
體
は
か
ゝ
る
行
爲
的
自
己
の
表
現
と
し
て
、
我
々
の
意
識
の
基
礎
と
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
的
自
己
の
立

場
に
立
て
ば
、
身
體
は
我
々
の
意
志
の
機
關
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
身
體
は
単
な
る
道
具
で
は
な
い
、
身
體
は
意
識
の

底
に
あ
る
深
い
自
己
の
表
現
で
あ
る
。か
ゝ
る
意
味
に
於
て
我
々
の
身
體
は
形
而
上
學
的
意
義
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。我
々

の
真
の
自
己
の
内
容
に
は
、必
ず
行
爲
を
伴
は
ね
ば
な
ら
な
い
、身
心
一
如
の
所
に
我
々
の 

真
の
自
己
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z 

5:156

）

こ
の
引
用
で
は
、
西
田
が
「
意
識
的
・
自
己
意
識
的
・
自
己
」
か
ら
「
行
為
的
自
己
」
へ
と
向
か
う
歩
み
を
通
し
、
身
体
性
の
次
元
と
の

関
わ
り
の
中
で
、
行
為
す
る
意
識
に
つ
い
て
よ
り
深
い
考
究
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
移
行
に
よ
っ
て
、

西
田
は
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
に
起
因
す
る
認
識
論
の
限
界
を
突
破
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
西
田
の
も
と
で
認
識
論
は
身
体
的

行
為
の
次
元
に
新
し
い
基
礎
付
け
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
西
田
の
歩
み
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』

の
そ
れ
と
並
列
に
位
置
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
い
か
な
る
思
考
を
担
う
認
識
を
も
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
に
常
に
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伴
わ
れ
て
い
る
具
体
的
な
身
体
的
行
為
を
一
つ
の
次
元
と
し
て
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
カ
ン
ト
に
起
因
す
る
認
識
論
の
領
域
を

克
服
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
両
者
の
重
要
な
違
い
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
西
田
に
お
い
て
は
、
感
覚
的
知
覚
は
（
こ
れ
は
カ
ン
ト
に

お
い
て
も
同
様
だ
が
）
い
つ
も
既
に
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
身
体
的
行
為
は
、
具
体
的
世
界
の
背
景
と
の
身
体
的
共

鳴
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
ま
さ
に
こ
の
背
景
、
あ
る
い
は
関
係
性
自
体
の
う
ち
か
ら
、
行
為
を
通
し
て
、
具
体
的
な
諸
状
況
に
お
い
て
初
め

て
そ
れ
ぞ
れ
に
具
体
化
さ
れ
る
。

　

こ
の
意
味
で
、
西
田
哲
学
全
体
に
お
い
て
、
行
為
の
次
元
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
様
々
な
発
展
段
階
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

行
為
と
は
、
結
局
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
人
間
の
認
識
そ
の
も
の
が
、
身
体
的
諸
行
為
に
基
づ
い
て
実
現
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
広
い
意
味
で
見
た
場
合
の
行
為
と
は
、
日
常
的
行
為
で
さ
え
も
、
あ
る
い
は
言
葉
の
使
用
自
体
も
ま
た
、

身
体
的
行
為
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。「
純
粋
経
験
」
が
日
常
的
行
為
を
通
し
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
よ
う
に
、
身
体
的
表
現
を
意
味
す
る
よ
う
な
行
為
も
ま
た
、
決
し
て
特
別
で
よ
り
高
尚
な
行
為
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、「
純
粋
経
験
」
の
哲
学
に
つ
い
て
の
西
田
に
よ
る
本
質
的
な
自
己
批
判
は
、「
純
粋
経
験
」
の
考
え
で
は
、
知
識
の
意
味
が
十
分
に
論

じ
ら
れ
得
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
西
田
は
『
善
の
研
究
』
出
版
後
、
ほ
ぼ
二
十
年
も
の
間
、
知
識
の
構
成
の
た
め
の
探
究
に
彼
の

研
究
の
す
べ
て
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
こ
の
反
省
的
努
力
の
結
実
と
し
て
、
彼
の
思
想
の
一
つ
の
中
心
的
問

題
・
関
心
と
な
っ
た
の
が
、
行
為
と
知
を
根
本
的
、
か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕
方
で
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
印
象
も
確
固
た
る

も
の
と
な
っ
た
新
造
語
、「
行
為
的
直
観
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に

お
け
る
知
的
直
観
と
は
区
別
さ
れ
る
、
身
体
的
に
行
為
す
る
直
観
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
も
身
体
的
次
元
は
意

図
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
行
為
的
直
観
と
は
直
観
的
知
の
意
味
を
も
持
つ
も
の
だ
。
直
観
的
知
は
知
的
思
考
と
い
う
た
っ
た
一
つ
の
拘
束

か
ら
解
放
さ
れ
、
身
体
的
次
元
と
の
関
係
付
け
に
よ
っ
て
、
創
造
的
行
為
に
お
け
る
「
身
体
的
自
覚
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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我
々
の
眞
の
自
覚
は
意
識
的
で
は
な
い
。
創
造
的
な
る
所
に
、
眞
の
自
覚
が
あ
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z8:332

）

（
一
）
身
体
・
言
語
的
行
為
の
直
観
と
し
て
の
「
行
為
的
直
観
」
と
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」

　
「
行
為
的
直
観
」
は
、
一
方
で
は
現
実
自
体
の
創
造
的
な
動
き
方
、
そ
れ
も
そ
の
意
識
な
く
し
て
動
い
て
い
る
よ
う
な
動
き
方
そ
の
も

の
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
同
時
に
、
こ
の
動
き
方
の
経
験
が
、
哲
学
的
考
察
や
限
定
の
出
発
点
に
も
な
り
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
哲
学
的
限
定
、
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
と
な
る
言
語
の
使
用
ま
で
も
が
、
身
体
的
行
為
の
自
己
経
験
か
ら
生
じ
、
展
開
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
西
田
の
思
想
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
伝
統
的
な
概
念
的
思
考
と
区
別
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と

だ
。
西
洋
哲
学
で
は
、
経
験
の
次
元
へ
回
帰
し
、
西
田
と
似
た
ア
プ
ロ
ー
チ
や
態
度
の
方
向
性
を
有
す
る
思
想
的
な
流
れ
が
多
少
あ
る
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
、
現
象
学
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
西
田
は
、
自
身
の
そ
の
特
殊
な
形
式
を
持
つ
「
現
象
学
」

に
お
い
て
、
意
味
構
造
の
も
と
に
あ
る
個
別
の
現
象
を
最
も
重
視
す
る
と
い
う
見
方
は
と
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
一
つ
一
つ
の
現
象
が
ま
ず

現
れ
て
く
る
場
所
そ
の
も
の
、
そ
れ
も
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
と
し
て
、
先
に
暗
示
し
た
意
味
で
の
、
つ
ま
り
い
つ
も
「
今
こ
こ
」
に

お
い
て
、
非
常
に
具
体
的
に
生
起
し
て
く
る
場
所
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
扱
う
。
行
為
的
直
観
と
は
、
開
か
れ
た
、
未
だ
限
定
さ
れ
て

い
な
い
生
起
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
具
体
的
な
表
現
的
状
況
の
生
起
そ
の
も
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
西
田
は
い
ず
れ
の
生
起
に
つ
い
て
語
る
に
も
、
絶
対
無
の
自
己
限
定
は
常
に
そ
れ
自
身
を
隠
さ
れ
た
も
の
と
し

て
、
見
つ
け
ら
れ
る
や
否
や
た
だ
す
る
り
と
抜
け
出
て
し
ま
い
、
決
し
て
客
体
化
を
許
さ
な
い
世
界
の
根
源
的
起
こ
り
と
し
て
、
い
つ
で

も
現
象
に
お
い
て
具
現
化
し
て
く
る
の
だ
と
い
う
点
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
起
こ
り
が
人
間
的
生
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に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
こ
の
起
こ
り
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
思
索
を
掘
り
下
げ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
常
に
創
造
的
な
仕
方
で
各
々
に
新
し
い
配
置
を
生
み
出
し
続
け
る
、
具
体
的
、
か
つ
歴
史

的
な
種
々
の
世
界
に
お
い
て
起
こ
る
。

　
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
は
、
創
造
的
生
起
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
物
事
や
現
実
の
「
身
体
的
把
捉
」
を
通
し
て
具
体
化
・
可
視
化

さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
も
把
捉
す
る
側
も
さ
れ
る
側
も
、常
に
進
み
な
が
ら
新
し
く
限
定
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
起
こ
る
。
こ
こ
で
ま
さ
に
、

認
識
論
の
あ
る
分
野
で
扱
わ
れ
て
い
る
、
外
的
世
界
を
い
か
に
説
明
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
、
単
な
る
副
次
的
な
も
の
と
し
て
し
か
そ

の
相
を
見
せ
な
く
な
る
。
こ
の
外
的
世
界
と
い
う
問
題
は
し
か
し
、
認
識
が
単
な
る
対
象
の
認
識
一
つ
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
と

き
に
生
じ
る
。
そ
れ
も
、
既
に
主
観
と
客
観
の
区
別
が
一
義
的
に
前
提
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
認
識
に
お
い
て
、
で
あ
る
。
行
為

的
直
観
に
お
い
て
は
、
人
間
と
も
の
は
創
造
的
な
仕
方
で
、
自
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
に
形
作
り
合
い
、
見
つ
め
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の

身
体
的
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
歴
史
性
の
根
源
的
起
こ
り
か
ら
、
最
も
小
さ
な
一
つ
一
つ
の
行
為
に
至
る
ま
で
見
出
さ
れ
得
る
。
す
べ

て
が
い
つ
も
既
に
、
身
体
的
か
つ
豊
か
な
表
現
に
よ
り
「
行
為
的
直
観
」
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
常
時
新
し
い
生
の
形
が
現
れ
て
く

る
。
こ
れ
は
、
西
田
が
様
々
な
歴
史
的
世
界
の
次
元
に
主
な
重
要
性
を
見
出
し
て
い
る
点
と
も
関
連
し
て
い
る
。

私
の
行
爲
的
直
觀
と
い
ふ
の
は
歴
史
の
形
成
作
用
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
現
在
と
は
、
そ
こ
に
物
が
造
ら
れ
る
、
物
が

生
ず
る
場
所
的
限
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、
歴
史
的
自
然
の
自
己
限
定
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
我
々
は
行
為
す
に
よ
つ
て
物
を
見

る
と
考
へ
る
。
併
し
行
爲
そ
の
も
の
も
歴
史
的
自
然
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
行
爲
的
自
己
と
い
ふ
の
は
歴
史
的
自
然
の
個
物
的

限
定
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
歴
史
の
傾
向
と
い
ふ
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（N
K

Z8:89

）
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「
行
為
的
直
観
」
に
お
い
て
人
間
は
、
自
ら
が
世
界
「
生
起
の
場
」
の
契
機
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
、
現
実
の
生
起
の
中
へ
と

取
り
込
ま
れ
る
。
こ
の
行
為
の
場
に
お
い
て
、
世
界
が
自
己
自
身
を
形
成
す
る
、
あ
る
い
は
世
界
が
世
界
に
な
っ
て
い
く
、
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
右
の
一
節
で
、
西
田
は
世
界
を
ま
た
「
歴
史
的
自
然
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
と
歴
史
の
区
別
が
基
体
化
さ
れ

な
い
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
両
者
が
既
に
限
定
さ
れ
た
対
立
項
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
行
為
的
直
観
」
的
に

極
端
と
も
言
え
る
仕
方
で
、
互
い
に
互
い
を
包
み
込
み
、
互
い
に
互
い
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
の
示
唆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の

よ
う
な
形
で
歴
史
と
自
然
と
は
、
常
に
「
今
こ
こ
」
と
い
う
現
在
に
お
い
て
生
じ
る
世
界
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
私
た
ち
の
日
常
的
遂

行
の
世
界
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。　

か
ゝ
る
歴
史
的
現
在
の
世
界
が
我
々
に
最
も
具
體
的
な
日
常
性
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
學
問
的
知
識
も
此

處
に
基
く
の
で
あ
る
。
眞
の
日
常
性
の
世
界
と
い
ふ
の
は
、
私
の
所
謂
行
爲
的
直
觀
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（N

K
Z 8:68f.

）

「
行
為
的
直
観
」
の
観
点
か
ら
は
、
歴
史
と
は
、
ま
ず
は
時
間
の
経
過
に
お
け
る
諸
事
実
に
つ
い
て
の
史
的
概
観
だ
と
定
義
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
歴
史
と
は
む
し
ろ
、
い
ず
れ
の
身
体
的
行
為
に
お
い
て
も
具
体
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
、
具
体
的
日
常
性
と
は
不
可

分
な
、
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
西
田
に
よ
る
と
、
人
間
の
特
別
な
能
力
と
は
、
世
界
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
自
体
の
自
覚
と
、

こ
の
歴
史
性
の
自
己
意
識
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
自
覚
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
客
観
化
の
試
み
も
、
客
体
化
の
観
点
も
、
無
意
味
な
も

の
と
な
る
。
そ
こ
に
残
る
も
の
、
そ
こ
で
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
も
の
は
、
遂
行
性
（Perform

ativität

）
と
し
て
の
世
界
そ
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
遂
行
性
は
、
そ
れ
自
身
を
そ
れ
と
し
て
見
せ
る
以
外
の
こ
と
を
し
な
い
。
ま
た
遂
行
性
そ
の
も
の
は
い
か
な
る
意
味
も



一
一
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持
た
な
い
が
、
そ
れ
は
、
遂
行
性
自
身
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
意
味
が
生
ず
る
そ
の
姿
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
に
よ
る
。

空
間
卽
時
間
、
時
間
卽
空
間
な
る
矛
盾
の
自
己
同
一
面
が
、
行
爲
的
直
觀
の
世
界
と
し
て
い
つ
も
現
實
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
、
そ
こ

に
世
界
が
成
立
す
る
と
考
へ
る
こ
と
で
あ
る
。（N

K
Z 8:123

）

（
二
）
思
考
と
具
体
的
言
語
の
使
用

　

以
上
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
考
え
は
、
哲
学
と
い
う
行
為
の
仕
方
の
先
に
何
が
待
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
可
能
的
帰
結
を
主
な
問
と

し
て
投
じ
て
く
る
。
い
く
つ
も
の
重
要
な
哲
学
的
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
客
観
化
の
手
続
き
に
よ
り
把
捉
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
分
析
の
仕
方

が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
み
る
。
そ
こ
で
は
果
た
し
て
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
が
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
言
語

形
式
が
、
哲
学
の
た
め
に
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
西
田
は
日
本
語
で
考
え
、
哲
学
す
る（

6
）。
こ
の
こ
と
が
、
考
え
る
こ
と
そ
れ
自

体
に
と
っ
て
決
し
て
無
意
味
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
問
が
可
能
に
な
る
。
西
田
の
言
語
使
用
を
通
し
て
、
特
に
日
本
語
に

固
有
な
構
造
と
関
連
す
る
側
面
が
発
見
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
日
本
語
に
の
み
見
出
さ
れ
得
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
語
が
言
語
使
用
の
特
殊
な
仕
方
を
、
他
の
言
語
に
比
べ
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
近
づ
き
や
す
い

形
で
提
供
す
る
の
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
思
想
や
考
え
を
、
流
れ
る
よ
う
に
し
て
言
語
の
形
へ
と
、
よ
り
自
然

に
導
き
出
し
て
い
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
と
い
う
複
合
語
に
つ
い
て
、西
洋
哲
学
の
分
野
（
の
み
）
で
活
躍
す
る
人
な
ら
ば
、こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
事
象
」

は
果
た
し
て
哲
学
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
り
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
単
純
に
言
語
的
思
考
が
破
綻
し
て
は
い
な
い
か
、
全
く
理
解
不
可
能
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な
事
物
を
単
に
言
語
化
し
た
い
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
帰
結
は
、
哲
学
に
お
い

て
は
特
に
、
言
語
は
も
の
を
客
観
化
す
る
機
能
を
持
つ
だ
け
で
あ
る
、
あ
る
い
は
真
実
は
正
し
く
限
定
さ
れ
た
表
現
に
お
い
て
の
み
現
れ

得
る
と
い
う
思
考
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
は
だ
支
配
的
で
あ
っ
た
哲
学
的
言

語
理
解
の
モ
デ
ル
に
よ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
「
言
語
と
言
語
使
用
」
そ
の
も
の
が
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
味
で
「
行
為
」
そ
の
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
き
、
同
時
に
新
し
い
可
能
性
も
開
か
れ
て
く
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
の
哲
学
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い

て
も
、
既
に
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
て
き
た
、
従
来
の
思
想
を
言
語
と
結
び
つ
け
る
方
法
が
あ
る
。
も
し
思
考
が
「
行
為
的
直
観
」
を
現

実
の
客
観
化
で
あ
る
理
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
哲
学
す
る
人
々
が
、
意
識
と
身
体
が
同
時

に
遂
行
さ
れ
る
場
と
な
る
よ
う
な
行
為
的
直
観
と
し
て
、
言
語
使
用
そ
の
も
の
に
働
き
か
け
る
な
ら
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
形

で
な
さ
れ
る
哲
学
に
お
い
て
は
、
言
語
に
対
す
る
新
し
い
姿
勢
・
態
度
・
関
係
の
持
ち
方
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
、
開
か
れ
て
く
る
だ
ろ

う
。
哲
学
的
分
析
は
、
こ
う
し
て
思
考
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
反
省
す
る
段
階
に
立
ち
返
ら
せ
、
言
語
使
用
の
新
し
い
形
を
探
す
方
向

へ
と
導
び
か
れ
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
思
考
そ
の
も
の
が
行
為
的
直
観
と
し
て
遂
行
さ
れ
な
い
場
合
、
思
考
そ
れ
自
体
が
既
に
行
為
的

直
観
か
ら
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
語
使
用
に
よ
っ
て
示
唆
で
き
な
い
ま
ま
、
現
実
と
世
界
の
生
起
が
、
常
に
客
観
化
さ
れ
た
形
で

し
か
見
ら
れ
な
い
方
向
へ
強
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
、
思
考
に
関
し
て
語
る
場
合
、
考
え
る
こ
と
自
体
が
、
こ
こ
で

詳
述
し
て
き
た
行
為
的
直
観
と
し
て
そ
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
言
葉
と
の
付
き
合
い
方
を
見
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
と
の
付
き
合
い
方
、
つ
ま
り
言
語
使
用
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。　
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（
三
）
中
動
態
的
な
言
語
使
用
と
思
考
の
遂
行 

　

思
考
の
出
発
点
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
一
つ
提
起
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
同
様
に
西
田
に
関
し
て
も
、
彼
ら
の
使
用

す
る
文
法
的
中
動
態
あ
る
い
は
自
発
形
と
も
呼
ば
れ
る
文
法
形
態
（M

edium

）
が
、
彼
ら
の
言
語
表
現
と
思
想
を
大
幅
に
規
定
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
西
田
自
身
、
中
動
態
と
い
う
文
法
形
式
に
つ
い
て
中
心
的
に
扱
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
形
式
は
彼
の
著
作
で
は
随
所
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
中
動
態
（M

edium

）
の
形
式
が
現
代
の
日
本
語
に
お
い

て
も
よ
く
使
用
さ
れ
る
と
い
う
点
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う（

7
）。

　

そ
の
他
の
い
く
つ
も
の
言
語
―
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
―
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
古
代
日
本
語
に
お
い
て
も
、
中
動
態
か
ら
受
動
態

は
生
じ
て
い
る
。
こ
の
関
係
か
ら
言
う
と
、
受
動
態
自
体
が
ま
た
、
他
の
解
釈
の
余
地
、
可
能
性
を
示
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
問
が
生
ま
れ
て
も
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
何
等
か
の
も
の
が
、
私
た
ち
が
受
け
身
な
形
で
捉
え
る
よ
う
に
こ
ち
ら
に
や
っ
て
来
る
と
し

て
、
そ
の
よ
う
な
と
き
、
私
た
ち
自
身
、
所
謂
、
主
体
の
安
全
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
も
は
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
出
来
な
い
よ
う
な
、
現
象

そ
の
も
の
の
最
中
に
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
代
日
本
語
の
中
動
態
の
使
用
に
お
い
て
、
自
発
的
な
現
象
の
生
起
、
受
動
性
、
そ

し
て
可
能
態
の
意
味
は
非
常
に
独
特
な
関
係
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、こ
れ
ら
の
意
味
の
ど
れ
が
ど
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
の
一
義
的
説
明
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。　

　

今
日
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
日
本
語
の
中
動
態
の
動
詞
と
し
て
、「
思
え
る
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
及
び
英
語
へ
の
翻
訳
は
、

決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
基
本
的
に
、
翻
訳
に
お
い
て
は
再
帰
代
名
詞
を
使
う
か
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「es

」、
英
語
で
は
「it

」
に
当
た
る

「
そ
れ
」
を
使
う
し
か
な
い
。
そ
の
一
例
は
「es denkt m

ir

」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
思
え
る
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
、

こ
れ
に
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
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ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、「
お
の
ず
か
ら
」（von selbst

）と
い
う
表
現
で
あ
る
。こ
れ
は
、「
思
え
る
」で
扱
わ
れ
て
い
る
事
柄
が「
私
」に
よ
っ

て
考
え
出
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
を
持
た
ず
に
成
り
立
つ
。
ド
イ
ツ
語
の
表
現
に
「m

ir kom
m

t ein G
edanke

」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
予
期
せ
ず
に
何
か
良
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
た
と
き
に
使
わ
れ
る
。
お
の
ず
と
生
じ
て
く
る
よ
う
な
考
え
と
は
、
自
分
で
も

驚
く
よ
う
な
創
造
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
形
で
考
え
が
舞
い
降
り
て
く
る
と
き
に
は
ま
た
、
そ
れ
ま
で

は
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
よ
う
な
可
能
性
が
思
考
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る（

8
）。
こ
の
よ
う
な
点
に
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
、
日
常

的
な
言
語
使
用
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
西
田
の
思
想
の
解
釈
に
は
重
要
と
な
る
、
思
考
の
進
み
方
・

遂
行
の
可
能
な
あ
り
方
を
明
確
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
の
論
文「
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
」に
お
い
て
、西
田
は
こ
の（
思

考
と
自
発
性
の
）
関
係
性
に
取
り
組
み
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
観
点
の
移
行
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
の

移
行
は
ま
た
、
西
田
の
後
期
の
思
想
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

物
と
な
つ
て
考
へ
物
と
な
つ
て
行
ふ
と
云
ふ
如
き
こ
と
を
、
人
は
多
く
單
に
直
觀
的
と
考
へ
非
論
理
的
と
考
へ
る
。
東
洋
精
神
が
非

論
理
的
と
考
へ
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
併
し
我
々
が
物
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
歴
史
的
世
界
の
事
物
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
物
と
な
つ
て
考
へ
物
と
な
つ
て
行
ふ
と
は
、
ポ
イ
エ
シ
ス
卽
プ
ラ
ク
シ
ス
的
に
、
歴
史
的
自
然
的
に
働
く
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（N

K
Z 10:158

）

西
田
は
、私
た
ち
が
「
も
の
に
な
る
」
と
き
、思
考
と
行
為
の
遂
行
を
通
し
歴
史
的
形
成
の
過
程
に
入
っ
て
い
く
と
言
う
。
こ
の
「
に
入
っ

て
い
く
」
と
は
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
受
動
的
に
で
も
、
単
に
積
極
的
に
で
も
な
く
起
こ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
論
理
と
生
命
』
で

以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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行
爲
に
於
て
は
、我
々
は
主
觀
が
客
觀
を
限
定
す
る
と
考
へ
る
。
知
覺
に
於
て
は
、客
觀
が
主
觀
を
限
定
す
る
と
考
へ
る
。
併
し
我
々

が
受
働
と
能
働
と
を
區
別
す
る
前
に
、
如
何
し
て
か
ゝ
る
主
觀
と
客
觀
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
も
の
が
可
能
な
る
か
を
考
へ
て
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
觀
と
か
客
觀
と
か
い
ふ
獨
立
の
實
體
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
主
客
の
體
立
は
絕
體
に
相
反
す
る
も
の
の
自
己

同
一
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（N

K
Z 8:297

）　

歴
史
的
生
成
と
い
ふ
の
は
能
働
受
働
の
矛
盾
的
自
己
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（N

K
Z 8:298

）

こ
こ
で
は
、「
場
所
の
論
理
」
に
従
っ
て
、
生
成
が
こ
と
に
中
動
態
の
意
味
に
お
い
て
い
か
に
表
現
化
さ
れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
説
明
さ

れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
差
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
的
形
成
の
場
所
と
は
自
発
的
に
生
じ
る
過
程
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
歴
史
的
形
成

の
す
べ
て
の
契
機
が
、
相
互
に
表
現
力
豊
か
に
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
ど
こ
を
探
し
て
も
絶
対
的
中
心
と
い
っ
た
も
の
は

見
出
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
の
も
の
・
こ
と
は
相
互
作
用
的
に
共
鳴
し
合
い
、
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
限
定
さ
れ

る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
、
す
べ
て
の
契
機
と
契
機
の
相
互
的
浸
透
性
は
、
中
動
態
的
な
場
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
こ
の
限
定
な
き
限
定
と
し
て
の
遂
行
性
に
お
け
る
中
動
態
的
な
場
こ
そ
、
西
田
が
「
場
所
の
論
理
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
西
田
の
思
考
そ
の
も
の
は
果
た
し
て
い
か
に
現
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
が
立
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
は
、
中
動
態
の
文
法
的

形
式
に
似
た
形
で
思
考
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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（
四
）「
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
と
思
考
の
発
現
―
「
行
為
的
直
観
」
の
言
語
化
と
し
て
の
「
身
体
化
さ
れ
た
現
象
学
」
へ

　

西
田
が
既
に『
善
の
研
究
』で
は
特
別
な
形
で
よ
く
使
用
し
、そ
の
後
も
、他
の
著
作
に
お
い
て
繰
り
返
し
た
言
葉
と
し
て「
考
え
ら
れ
る
」

が
挙
げ
ら
れ
る（

9
）。
こ
の
言
葉
は
様
々
な
形
で
現
れ
て
く
る
。（「
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」「
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
考
え

ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
等
。）
こ
の
言
葉
の
文
法
的
形
式
は
通
常
、可
能
態
（
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
あ
る
い
は
受
動
態
（
思

考
さ
れ
る
）
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
双
方
が
同
じ
言
語
的
な
形
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
双
方
の
形
式
を
も
う
一
度
よ

く
見
て
み
る
と
、
古
代
の
日
本
語
に
お
い
て
は
、
特
に
「
自
発
」
の
形
（
自
身
か
ら
生
ま
れ
出
て
く
る
こ
と
、
自
発
性
）
が
そ
れ
ら
の
形

の
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
田
の
著
作
に
お
い
て
は
、
彼
が
可
能
態
、
受
動
態
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
か
、
い
ず
れ
を
意

図
し
て
い
る
の
か
を
、お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
分
け
を
し
な
け
れ
ば
、西
田
の
「
考

え
ら
れ
る
」
の
使
用
は
、
中
動
態
的
意
味
を
第
一
に
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
解
釈
は
ま
た
、
先
に
示
し

た
例
を
見
れ
ば
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
捉
え
方
が
妥
当
だ
と
言
え
る
場
合
、
西
田
の
思
考
の
遂
行
の
仕
方
に
、
新

し
い
観
点
が
与
え
ら
れ
得
る
。
つ
ま
り
、
西
田
は
「
何
か
」
を
考
え
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
う
ち
で
思
考
が
発
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
お
の
ず
か
ら
、
中
動
態
的
な
思
考
の
意
味
で
、
ま
さ
に
考
え
る
場
所
そ
の
も
の
か
ら
現
れ
て
く
る
よ
う
な
「
考

え
る
」
と
い
う
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
考
え
る
こ
と
自
体
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
自
ら
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
中
動
態

的
思
考
、
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
考
え
る
こ
と
の
場
に
お
い
て
自
ら
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
考
え
る
こ
と
自
体
が
常
に
変
化
し
て
い
く
。
と
い
う
の
も
、
動
き
、
動
性
な
く
し
て
は
、
考

え
る
こ
と
も
、
考
え
る
と
い
う
思
考
そ
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
の
観
点
か
ら
西
田
の
文
章
を
見
て
い
く
と
、
西
田
自
身
、
こ
の
思
考
の
動
性
を
テ
ク
ス
ト
の
段
階
で
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
は
せ
ず



一
一
七

行
為
的
直
観
と
形
成
的
現
象
学 〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

に
、
思
考
の
生
起
そ
の
も
の
を
現
象
と
し
て
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
形
式
の
核
と
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
、
立
ち
現
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
理
解
す
る
と
、「
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
動
詞
の
頻
出
が
、
西
田
自
身
の
考
え
方
そ
の
も
の
、
そ
し
て
書
く
と
い
う
思
考
の
現

実
化
そ
の
も
の
に
発
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
西
田
は
、
書
く
と
い
う
長
い
過
程
を
経
た
後
に
自
ら
の
考
え
を
体
系
化
し
た

形
で
発
表
す
る
、
と
い
う
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
。
西
田
の
文
章
は
、
読
ん
で
い
る
と
、
西
田
が
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
傍
観
し
て
い
る

か
の
よ
う
で
、西
洋
の
読
者
に
限
ら
ず
、日
本
の
読
者
で
さ
え
何
か
し
ら
の
苛
立
ち
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
あ
る
論
文
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
た
立
場
が
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
進
め
て
い
る
う
ち
に
変
化
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
お

そ
ら
く
西
田
は
書
く
こ
と
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
書
く
こ
と
を
通
し
て
考
え
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
は
し
か

し
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
珍
し
い
と
言
え
る
の
は
、
西
田
が
こ
う
い
う
テ
ク
ス
ト
を
構
想
や
メ
モ
で
は
な
く
、
彼
自
身

の
本
来
の
哲
学
的
論
文
と
し
て
見
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

西
田
は
、
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
の
考
え
る
動
き
そ
の
も
の
の
直
接
な
足
跡
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
よ
う
な
、「
も
の
と
な
っ
て
考
え
、
も

の
と
な
っ
て
行
う
」
と
い
う
姿
勢
を
思
考
の
指
針
と
し
て
選
ん
だ
。
さ
ら
に
、「
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
動
詞
が
様
々
な
組
み
合
わ
せ
に

よ
り
目
立
っ
て
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
再
び
以
下
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
て
み
た
い
。
西
田
は
、
中
動
態
と
い
う

文
法
的
形
式
そ
の
も
の
の
中
で
考
え
、
文
章
を
つ
づ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
為
的
直
観
の
様
式
を
持
つ
彼
の
思
考
自
体
、
常
に

行
為
と
知
、
従
っ
て
ま
た
実
践
と
理
論
の
双
方
の
内
的
な
連
関
を
保
ち
続
け
る
。

　

既
に
述
べ
た
通
り
、西
田
の
哲
学
と
現
象
学
の
間
に
は
何
ら
か
の
類
似
が
あ
る
と
言
え
る
。
現
象
学
的
営
み
は
、「
事
象
そ
の
も
の
」（die 

Sache selbst

）
を
内
的
観
点
か
ら
記
述
し
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
既
に
、
意
識
を
使
い
な
が
ら
同
時
に
、
そ
の
意
識

を
記
述
し
分
析
し
て
い
る
と
い
う
逆
説
が
、
明
ら
か
に
な
る
と
言
え
る
。
こ
の
記
述
そ
の
も
の
は
、
あ
る
特
定
の
言
語
の
う
ち
で
起
こ
る
。

そ
れ
も
、
あ
る
特
定
の
文
法
構
造
を
通
し
て
そ
の
経
験
を
解
釈
す
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
言
語
使
用
は
、
そ
の
経
験
を
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決
し
て
固
定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
形
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
思
考
そ
の
も
の
が
、
常
に
既
に
意
識
の
い
く
つ
も
の
習
慣
と
し

て
、
そ
れ
も
言
語
的
解
釈
の
習
慣
と
し
て
動
い
て
い
る
。
西
田
の
行
為
的
直
観
の
思
想
は
、
い
つ
も
新
た
に
現
れ
て
く
る
具
体
的
生
起
を

扱
う
際
に
、
具
体
的
な
現
象
を
具
体
的
な
身
体
的
経
験
か
ら
言
語
に
導
く
た
め
の
示
唆
を
与
え
る
。
こ
こ
で
非
常
に
重
要
な
の
は
、
始
ま

り
が
意
識
の
み
な
ら
ず
、
感
覚
身
体
的
経
験
そ
の
も
の
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
具
体
的
記
述
そ
の
も
の

を
感
覚
・
身
体
的
経
験
か
ら
得
る
と
い
う
、
い
わ
ば
身
体
化
さ
れ
た
現
象
学
（verleiblichte Phänom

enologie

）
な
の
で
あ
る
。
日
常

生
活
に
お
け
る
す
べ
て
の
現
象
が
、
常
に
行
為
的
直
観
の
次
元
で
も
遂
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
現
象
自
体
す
べ
て
、
行
為
的
直
観

の
遂
行
を
通
し
て
、
言
語
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行
為
的
直
観
は
現
象
学
の
た
め
の
方
法
論
的
基
盤
と
な
る
。
現

象
学
は
も
は
や
単
に
一
つ
の
意
識
の
場
か
ら
で
は
な
く
、
行
為
あ
る
い
は
状
況
の
場
そ
の
も
の
か
ら
始
ま
る
も
の
と
な
る
。
行
為
的
直
観

か
ら
出
て
く
る
現
象
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、同
時
に
、私
た
ち
自
身
を
こ
の
現
象
の
中
に
入
れ
な
が
ら
磨
き
上
げ
て
い
く
（sich 

in Phänom
ene einüben

）
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
所
謂
磨
き
上
げ
（Einübung

）
そ
の
も
の
は
、
常
に
事
の
具
体
的
遂
行
と
し
て
起
こ

る
が
、
そ
れ
は
し
か
し
、
同
時
に
あ
る
い
は
後
に
記
述
す
る
言
葉
や
言
語
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遂
行
に

お
い
て
特
別
な
仕
方
で
言
語
に
注
意
を
払
う
こ
と
を
通
し
て
、
ま
さ
し
く
西
田
が
「
も
の
と
な
っ
て
考
え
る
」
と
呼
ぶ
も
の
、
そ
れ
が
生

起
す
る
の
で
あ
る
。
歩
く
こ
と
の
遂
行
に
お
い
て
、
私
は
現
象
学
的
に
記
述
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
を
鍛
錬
し
、
思
い
出
す
こ
と
の
遂
行
に

お
い
て
、
私
は
現
象
学
的
に
記
述
す
る
よ
う
な
形
で
思
い
出
す
こ
と
を
磨
き
上
げ
て
い
く
。
感
じ
る
と
い
う
こ
と
の
遂
行
に
お
い
て
、
私

は
現
象
学
的
に
記
述
し
つ
つ
感
じ
る
練
習
を
重
ね
て
い
く
。
話
す
こ
と
の
遂
行
に
お
い
て
、
私
は
今
、
現
象
学
的
に
描
写
し
つ
つ
、
話
す

私
を
意
識
的
に
経
験
し
、
磨
き
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
諸
現
象
は
こ
の
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
わ
た
し
た
ち
自
身
を

様
々
な
次
元
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
修
養
・
修
行
の
道
（Ü

bungsw
ege

）
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
の
記
述

そ
の
も
の
は
、
決
し
て
完
結
す
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
様
々
な
言
語
に
よ
る
記
述
が
常
に
可
能
で
あ
る
か
ら



一
一
九

行
為
的
直
観
と
形
成
的
現
象
学 〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
ま
た
、
様
々
な
歴
史
的
変
化
を
通
し
、
諸
現
象
自
体
が
常
に
動
き
そ
の
も
の
の
中
に
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
で
は
、
一
度
に
す
べ
て
の
も
の
・
こ
と
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
観
点
な
ど
ど
こ
に
も
見
つ
け
ら
れ

な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
い
っ
た
形
で
行
わ
れ
る
哲
学
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
言
う
と
修
養
・
修
行
（Ü

bung

）
だ
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
西
田
の
行
為
的
直
観
は
現
象
学
と
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
次
に
形
成
的
現
象
学
（transform

ative 
Phänom

enologie
）
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
以
下
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る（
10
）。

三　

形
成
的
現
象
学
（Transform

ative Phänom
enologie

）　

　

意
識
の
遂
行
の
他
、
具
体
的
な
身
体
的
行
為
と
し
て
、
と
り
わ
け
形
成
的
（
変
化
す
る
形
を
と
る
）
現
象
学
的
態
度
の
も
と
に
遂
行
、

記
述
で
き
る
も
の
は
い
く
つ
も
あ
る
。
本
稿
の
最
後
の
第
三
部
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
し
て
説
明
す
る
た

め
、
一
つ
の
例
に
つ
い
て
詳
述
し
た
い
。
二
〇
一
七
年
六
月
に
エ
ン
リ
コ
・
フ
ォ
ン
ガ
ロ
教
授
（
東
北
大
学
）、
レ
オ
ン
・
ク
リ
ン
グ
ス

氏
（
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
大
学
博
士
課
程
在
籍
）
と
共
に
、
剣
道
と
居
合
道
に
お
け
る
「
型
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
現
象
学
的
研
究
、
及
び
稽

古
の
実
践
を
行
っ
た
。
四
日
間
に
わ
た
り
、
私
た
ち
は
共
に
、
言
語
的
・
理
論
的
な
考
え
を
実
践
的
練
習
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
作
業
に

専
念
し
た
。
慣
習
的
に
は
、
こ
の
実
践
と
理
論
の
側
面
は
切
り
離
し
て
扱
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
哲
学
す
る
人
々
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
身
体
的

な
練
習
を
基
本
的
に
は
持
ち
込
ま
な
い
。
ま
た
、
剣
道
の
稽
古
を
受
け
る
人
々
は
、
普
通
な
ら
自
分
た
ち
の
稽
古
の
中
に
、
理
論
的
思
考

な
ど
持
ち
込
ま
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
双
方
を
一
緒
に
行
う
と
い
う
こ
と
が
試
み
ら
れ
た（
11
）。
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
一
日
目
の
午
前
―
フ
ォ
ン
ガ
ロ
教
授
に
よ
る
剣
道
と
居
合
道
の
実
践
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
解
説
、

二
日
目
の
午
前
―
ク
リ
ン
グ
ス
氏
に
よ
る
日
本
語
の
文
献
（
古
典
と
現
代
）
か
ら
得
ら
れ
た
「
型
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
解
説
、
午



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
四
号

一
二
〇

後
―
剣
道
の
型
の
練
習
と
解
説
。
三
日
目
の
午
前
―
約
三
十
五
人
の
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
体
験
と
印
象
の
言
葉
化
。
こ
の
３
日
目
の

セ
ッ
シ
ョ
ン
で
言
語
化
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
大
変
意
義
深
い
観
察
に
は
、
ま
さ
し
く
解
説
の
実
践
的
応
用
と
も
言
え
る
「
型
」
の
現
象
学
へ

と
向
か
う
、
鋭
い
見
解
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
た
。
最
終
日
に
は
再
び
、
現
象
学
的
収
穫
で
あ
る
観
察
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
最
後
の
稽
古

に
向
け
て
、
こ
の
記
述
的
観
察
を
実
践
的
に
実
り
あ
る
も
の
と
し
て
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
の
実
践
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
型
」
と
い
う
現
象
を
具
体
的
な
行
為
的
直
観
の
枠
内
で
よ
り
詳
し
く
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
現
象

学
的
経
験
の
場
が
作
ら
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
身
体
的
実
践
の
練
習
の
枠
内
に
お
い
て
実
現
し
た
こ
の
よ
う
な
研
究
が
、

様
々
な
現
象
の
出
発
点
に
お
い
て
も
、
や
は
り
生
起
し
得
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
象
学
的
研
究
に
と
っ
て
特
に

実
り
あ
る
形
で
扱
わ
れ
た
の
が
日
本
の
芸
道
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
も
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
践
的
研
究
の
こ
の
よ
う
な
形

式
は
、
方
法
論
的
に
言
え
ば
行
為
的
直
観
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
遂
行
さ
れ
る
「
形
成
的
現
象
学
」（transform

ative 
Phänom

enologie

）
の
基
礎
な
の
で
あ
る
。
西
田
の
思
想
は
、
従
っ
て
、
経
験
の
可
能
性
を
様
々
な
行
為
様
式
で
探
究
す
る
に
は
、
大

変
実
り
あ
る
方
法
論
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
形
成
的
現
象
学
」
に
お
い
て
は
、
行
為
と
知
識
は
内
的
に
連

関
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
自
身
と
他
者
や
世
界
と
の
出
会
い
自
体
が
遂
行
の
修
養
・
修
行
（Ü

bung

）
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

身
体
的
遂
行
や
言
語
的
記
述
を
共
に
実
践
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
言
語
を
出
発
点
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
形
成
的
現
象
学
の
本
質
的
な

方
法
論
的
特
徴
は
、
従
っ
て
、
そ
の
方
法
論
的
理
由
よ
り
も
、
ま
ず
は
必
然
的
に
様
々
な
言
語
で
実
践
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
行
為
の
遂
行
で
あ
る
呼
吸
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
の
呼
吸
自
体
を
、
最
初
に
日
本
語
で
、
次
に
ド
イ
ツ
語
で
記
述

し
て
い
く
と
、
そ
こ
で
一
つ
の
現
象
を
記
述
す
る
に
は
二
つ
の
言
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
文
法
的
可
能
性
と
語
彙
を
具
え
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
ど
の
言
語
が
一
番
優
れ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
言
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
現
象
学

で
使
用
さ
れ
る
い
ず
れ
の
言
語
も
、
現
象
学
的
記
述
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
形
成
的



一
二
一

行
為
的
直
観
と
形
成
的
現
象
学 〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

現
象
学
は
従
っ
て
、
方
法
論
的
根
本
と
い
う
観
点
か
ら
、
言
語
の
多
様
性
を
背
景
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
日
本
語
と

い
う
言
語
は
、
自
己
、
身
体
、
知
覚
、
呼
吸
等
を
扱
う
現
象
学
に
多
大
な
貢
献
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
た
だ
西
洋
の
言
語
か
ら
翻
訳
さ
れ

た
、
日
本
語
に
す
る
と
ど
こ
か
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
現
象
学
の
文
献
の
み
を
信
頼
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
不
自
然
さ
を

ま
さ
に
生
産
的
に
用
い
、
行
為
的
直
観
の
も
と
、
日
本
語
を
常
に
出
発
点
と
す
る
分
析
の
実
践
に
徹
す
る
べ
き
だ
。
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ

る
数
々
の
結
果
を
比
較
す
れ
ば
、
ま
た
、
き
わ
め
て
意
義
深
い
洞
察
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
現
象
学
の

テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
は
避
け
、
む
し
ろ
ご
く
一
般
的
な
使
用
に
基
づ
い
た
日
本
語
の
記
述
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
だ

が
、
形
成
的
現
象
学
の
枠
組
み
で
探
求
さ
れ
る
べ
き
方
法
論
上
の
難
題
が
、
新
た
に
持
ち
上
が
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
形
成
的
現
象
学
に
お

け
る
行
為
的
直
観
の
方
法
論
的
応
用
は
、
そ
れ
故
に
、
多
様
な
生
き
方
と
言
語
使
用
の
文
脈
の
中
で
、
今
後
、
常
に
思
考
の
あ
る
種
の
実

験
（Experim

ent

）、
修
養
・
修
行 （Ü

bung
）
で
あ
り
続
け
る
と
思
わ
れ
る
。
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述
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。
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双
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す
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。
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双
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。
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