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「
純
粋
経
験
」
お
よ
び
「
自
覚
」
に
お
け
る
意
志
と
の
関
係
か
ら

真

田

 

萌

依

序
論

　

本
稿
の
目
的
は
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇̶

一
九
四
五
）
の
前
期
哲
学
、
と
く
に
「
純
粋
経
験
」
か
ら
「
自
覚
」
に
か
け
て
の
西
田

の
思
索
に
お
け
る
「
身
体
」
の
地
位
を
、
同
時
期
の
西
田
の
立
場
の
中
核
を
な
す
概
念
で
あ
っ
た
「
意
志
」
と
の
連
関
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

西
田
哲
学
に
お
け
る
身
体
の
取
り
扱
い
を
巡
っ
て
は
、
西
田
自
身
に
よ
る
議
論
に
お
い
て
も
西
田
哲
学
研
究
に
お
い
て
も
、
あ
る
種
の

「
偏
り
」
が
長
き
に
亘
っ
て
存
在
し
て
き
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
前
期
の
西
田
は
主
に
「
意
識
の
立
場
」
に
あ
り
、「
純

粋
経
験
」
か
ら
出
立
し
て
「
自
覚
」
の
立
場
へ
と
歩
を
進
め
る
時
期
に
お
い
て
は
、「
身
体
」
は
未
だ
思
索
の
主
題
で
は
な
か
っ
た
と
の

見
方
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
「
身
体
」
な
い
し
は
「
身
体
論
」
と
は
一
般
に
「
歴
史
的
身
体
」
や
「
行
為
的
直
観
」

に
代
表
さ
れ
る
後
期
の
思
索
を
意
味
し
、西
田
独
自
の
身
体
論
と
し
て
哲
学
の
み
な
ら
ず
多
様
な
分
野
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
い
る
一
方
、

前
期
、
と
り
わ
け
「
場
所
」
の
立
場
以
前
の
西
田
の
思
索
は
概
し
て
「
心
理
主
義
的
」
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
無
論
、
先
に
も

言
及
し
た
通
り
、
こ
う
し
た
「
偏
り
」
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
一
因
は
、
西
田
自
身
の
思
索
の
傾
斜
に
も
認
め
ら
れ
る
。
前
期
の
時
点



一
四
五
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か
ら
身
体
へ
の
言
及
自
体
は
い
く
つ
か
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
行
為
論
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
に

お
け
る
心
身
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
述
な
ど
、
あ
く
ま
で
も
身
体
を
精
神
に
対
置
し
、
精
神
に
よ
っ
て
身
体
が
成
り
立
つ
と
す
る
立
場
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
理
解
可
能
な
論
述
は
、
前
期
の
西
田
の
思
索
に
お
け
る
「
身
体
」
の
意
義
が
相
対
的
に
低
く
見
積
も
ら
れ
て
き
た

研
究
史
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
年
に
著
さ
れ
た
『
善
の
研
究
』
改
版
の
序
に
お
い
て
、
西
田
自
身
が
同
時
期
の
思
索
を
回
顧
し
、
純
粋
経
験
の
立

場
が
「
意
識
の
立
場
」、「
心
理
主
義
的
」
で
あ
る
と
批
判
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
私
の
考
の
奥
底
に
潜
む
も
の
は
単
に
そ
れ
だ
け

で
は
な
か
つ
た
」、「
此
書
に
於
て
直
接
経
験
の
世
界
と
か
純
粋
経
験
の
世
界
と
か
云
つ
た
も
の
は
、
今
は
歴
史
的
実
在
の
世
界
と
考
へ
る

様
に
な
つ
た
。
行
為
的
直
観
の
世
界
、
ポ
イ
エ
シ
ス
の
世
界
こ
そ
真
に
純
粋
経
験
の
世
界
で
あ
る
の
で
あ
る
」（N

K
Z1/6

）
）
1
（

と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
前
期
の
西
田
が
「
純
粋
経
験
」
か
ら
「
自
覚
」
の
立
場
を
通
じ
て
志
向
し
た
「
実
在
」
の
モ
チ
ー
フ
は
後
期
に
お
い

て
も
明
確
に
維
持
さ
れ
て
お
り
、
西
田
が
自
身
の
哲
学
の
根
幹
に
据
え
る
「
実
在
」
か
ら
、
身
体
的
な
要
素
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は

逆
説
的
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
期
に
お
け
る
「
身
体
」
の
位
置
づ
け
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
可
能
性
を
考
察
す
る
こ

と
は
、従
来
「
意
識
の
立
場
」
と
し
て
総
括
さ
れ
る
傾
向
の
強
い
前
期
に
お
け
る
西
田
の
思
索
の
再
検
討
の
意
義
を
も
ち
う
る
と
と
も
に
、

西
田
哲
学
全
体
を
有
機
的
に
再
構
成
す
る
上
で
の
新
た
な
視
座
を
拓
く
契
機
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
見
通
し
に
基
づ
き
、本
稿
は
同
時
期
の
西
田
哲
学
の
体
系
の
主
要
な
地
位
を
占
め
た
概
念
と
し
て
「
意
志
」
に
定
位
す
る
。（
一
）

ま
ず
「
純
粋
経
験
」
に
お
け
る
「
統
一
」
概
念
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
意
志
の
地
位
を
示
し
、（
二
）

次
い
で
純
粋
経
験
の
批
判
的
再
検
討
を
旨
に
考
究
さ
れ
た
「
自
覚
」
の
真
景
が
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
へ
と
求
め
ら
れ
る
所
以
を
論
じ

た
上
で
、（
三
）
前
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
身
体
」
の
意
義
を
「
意
志
」
と
「
実
在
」
と
の
連
関
に
お
い
て
考
察
す
る
。
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一　

心
理
学
的
意
志
か
ら
哲
学
的
意
志
へ̶

̶

「
純
粋
経
験
」
お
よ
び
そ
の
前
夜
の
思
索

　

西
田
独
自
の
哲
学
的
思
索
が
、
生
涯
を
通
じ
て
「
実
在
」
の
探
究
を
軸
と
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
出
発
点
が
「
純
粋
経
験
」
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
田
は
第
一
の
刊
行
著
作
で
あ
る
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
に
お
い
て
、
純
粋
経
験

を
「
毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
」「
事
実
其
儘
の
現
在
意
識
」（N

K
Z1/9

）
で
あ
る
と
定
義
し
、
こ
の
現
在
直

下
の
意
識
の
事
実
そ
の
も
の
こ
そ
が
「
疑
ふ
に
も
も
は
や
疑
ひ
様
の
な
い
、
直
接
の
知
識
」
と
し
て
「
考
究
の
出
立
点
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
西
田
の
具
体
的
経
験
へ
の
厳
密
な
定
位
、
お
よ
び
意
識
全
体
を
経
験
の
体
系
と
見
な
す
立
場
は
、
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
（W

ilhelm
 W

undt, 
一
八
三
二̶

一
九
二
〇
）
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（W

illiam
 Jam

es, 

一
八
四
二
―

一
九
二
〇
）
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
標
準
の
心
理
学
の
諸
傾
向
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
心
理
学
を

「
直
接
経
験
」（unm

ittelbare Erfahrung

）
の
学
と
定
義
し
、
内
観
（Selbstbeobachtung

）
に
よ
る
意
識
現
象
の
量
的
分
析
を
通
じ
て

意
識
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
ヴ
ン
ト
の
学
説
は
、
純
粋
経
験
の
立
場
の
成
立
前
夜
に
お
け
る
西
田
の
思
索
に
少
な
か
ら

ぬ
示
唆
を
与
え
て
い
る
）
2
（

。
本
章
に
お
い
て
は
、
ヴ
ン
ト
と
西
田
と
の
意
識
現
象
を
め
ぐ
る
思
索
の
分
岐
点
が
「
意
志
」
と
「
実
在
」
に

あ
る
と
の
見
方
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
西
田
と
ヴ
ン
ト
の
立
場
の
相
違
、
お
よ
び
西
田
の
「
実
在
」
に
対
す
る
要
求
と
そ
こ
に
お
け
る
意

志
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

ヴ
ン
ト
は
従
来
の
心
理
学
に
つ
い
て
、
そ
の
主
た
る
考
究
対
象
で
あ
る
精
神
作
用
を
、
鉱
物
学
、
植
物
学
、
物
理
学
な
ど
の
自
然
科

学
の
考
究
の
対
象
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
外
的
」
な
経
験
と
は
根
本
的
に
性
質
の
異
な
っ
た
、
あ
る
特
殊
な
「
内
的
」
経
験
で
あ
る
と

す
る
立
場
に
留
ま
る
「
霊
魂
の
学
」（W

issenschaft von der Seele

）、
あ
る
い
は
「
内
経
験
の
学
（W

issenschaft von der inner 
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四
七
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Erfahrung

）」
で
あ
っ
た
と
批
判
し
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
経
験
と
内
的
経
験
と
の
区
別
は
同
一
の
経
験
に
対
す
る
見
地
の
相
違
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
ゆ
え
に
「
経
験
の
対
象
」（O

bjekte der Erfahrung

）
か
ら
「
経
験
の
主
」（das erfahrende Subjekt

）
の
要
素
を
捨
象
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
成
立
す
る
自
然
科
学
は
「
間
接
経
験
」（m

ittelbare Erfahrung

）
の
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
心
理

学
は
経
験
の
対
象
と
経
験
の
主
と
の
根
源
的
な
分
離
可
能
性
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
も
経
験
の
主
に
観
取
さ
れ
た
ま
ま
の
経
験
の
事
実
全

体
に
立
脚
す
る
。
こ
の
ゆ
え
に
心
理
学
は
「
直
接
経
験
の
学
」
で
あ
る
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
精
神
科
学
（G

eistesw
issenschaften

）
の

基
礎
と
し
て
自
然
科
学
に
対
を
な
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ヴ
ン
ト
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
）
3
（

。

　

ま
た
、
ヴ
ン
ト
は
我
々
の
意
識
の
構
造
の
解
明
に
際
し
て
、「
意
志
」（W

ille

）
を
そ
の
中
核
に
位
置
づ
け
る
。
我
々
が
一
般
に
「
意
識
」

と
称
す
る
精
神
現
象
と
は
、
単
一
の
感
覚
（Em
pfindungen

）
お
よ
び
単
純
感
情
（einfache G

efühle

）
を
最
小
単
位
と
す
る
種
々
の

精
神
要
素
が
不
断
に
結
合
し
つ
つ
変
化
す
る
「
進
行
」（Vorgänge

）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
精
神
要
素
の
結
合
に
関
わ
る
作
用
こ
そ
が
意
志

で
あ
る
と
ヴ
ン
ト
は
述
べ
る
。
我
々
の
意
識
を
構
成
し
う
る
無
数
の
精
神
要
素
の
う
ち
、
あ
る
特
定
の
部
分
へ
と
注
意
を
向
け
る
こ
と
に

よ
り
、
注
意
の
焦
点
を
中
心
と
す
る
一
定
の
範
囲
が
明
瞭
に
「
識
得
」（A

uffassung

）
さ
れ
、
一
意
識
が
成
立
す
る
。
精
神
要
素
の
結
合

の
全
体
を
意
識
と
み
な
し
、
ま
た
刺
激
に
対
す
る
生
理
的
反
応
と
心
的
反
応
と
が
結
合
し
た
状
態
を
「
直
接
経
験
」
と
し
て
心
理
学
の
考

究
対
象
と
す
る
ヴ
ン
ト
に
お
い
て
、
精
神
進
行
の
結
合
作
用
は
そ
れ
自
身
意
識
の
一
部
で
あ
る
と
と
も
に
、
意
識
の
根
本
作
用
で
あ
る
。

ゆ
え
に
ヴ
ン
ト
は
意
志
を
「
統
覚
」（A

pperzrption

）
と
し
て
「
す
べ
て
の
心
理
経
験
の
模
範
と
な
る
べ
き
」(typische B

edeutung)

作
用
で
あ
る
と
論
じ
）
4
（

、
自
ら
の
学
的
立
場
を
「
主
意
主
義
」（voluntarism

）
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
）
5
（

。

　

こ
の
よ
う
な
ヴ
ン
ト
の
立
場
に
対
し
て
、西
田
は
ヴ
ン
ト
の
直
接
経
験
の
議
論
を
承
け
つ
つ
も
、自
身
の
体
系
の
根
本
概
念
で
あ
る
「
真

実
在
」
と
し
て
の
「
事
実
其
儘
の
現
在
意
識
」
を
、
ヴ
ン
ト
に
則
っ
た
「
直
接
経
験
」
で
は
な
く
「
純
粋
経
験
」
と
し
て
言
表
す
る
。
真

実
在
と
し
て
の
「
経
験
」
が
「
直
接
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
「
純
粋
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
を
、
西
田
は
こ
の
経
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験
が
「
厳
密
な
る
統
一
」
の
も
と
に
生
じ
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
「
統
一
」
に
は
二
様
の
意
義
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。我
々
が
あ
る
紅
い
薔
薇
を
目
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
の
花
は
紅
い
」「
こ
の
花
は
バ
ラ
科
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
見
る
「
私
」
が
眼
前
の
「
花
」
を
対
象
と
し
て
仔
細
に
分
析
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。「
我
花
を
見
る
。
こ
の
と

き
花
は
我
、我
は
花
」（N

K
Z16/152

）
と
い
う
よ
う
に
、見
る
私
と
見
ら
れ
る
花
と
が
「
純
一
」
で
あ
る
根
源
的
な
主
客
合
一
を
「
直
観
」

す
る
状
態
こ
そ
が
純
粋
経
験
の
原
初
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
統
一
」
の
第
一
の
意
義
で
あ
る
。　

　

ま
た
同
時
に
、
こ
の
統
一
に
お
い
て
主
客
が
「
純
一
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
客
の
「
無
分
別
」
あ
る
い
は
「
混
沌
」
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
経
験
の
原
初
で
あ
る
「
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
其
対
象

と
が
全
く
合
一
し
て
い
る
」（N

K
Z1/11

）、「
主
客
の
対
立
な
く
、精
神
物
体
の
区
別
な
く
、物
即
心
、心
即
物
」（N

K
Z1/181

）
の
事
実
は
、

そ
の
内
で
主
と
し
て
の
統
一
作
用
と
、
客
と
し
て
の
経
験
内
容
と
で
性
質
を
異
に
す
る
多
様
な
内
容
を
有
し
な
が
ら
も
、
そ
の
根
本
に
お

い
て
は
両
者
が
純
一
で
あ
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
純
一
な
る
統
一
状
態
に
お
い
て
、
対
象
認
識
の
基
礎
的
構
図
と
し

て
の
主
観
―
客
観
の
対
立
、
お
よ
び
自
然
科
学
一
般
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
精
神
―
自
然
の
対
立
は
未
だ
存
し
な
い
。
両
者
の
根
源
的
統

一
の
う
ち
に
内
包
さ
れ
た
主
客
の
要
素
が
矛
盾
対
立
的
に
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
種
々
の
意
識
の
形
態
が
成
立
す
る
。
こ
の
進
行
の
体

系
す
べ
て
が
純
粋
経
験
で
あ
る
と
西
田
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
）
6
（

。
す
な
わ
ち
純
粋
経
験
は
主
客
未
分
の
現
在
直
下
の
経
験
と
し
て
「
事

実
其
儘
」
か
つ
「
具
体
的
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
主
客
分
化
を
経
て
あ
る
意
識
現
象
と
し
て
の
再
統
一
へ
と
導
か
れ
る
。
こ
れ
が
経
験
統

一
の
第
二
の
意
義
で
あ
る
。

　

以
上
の
純
粋
経
験
に
お
け
る
「
統
一
」
の
二
様
の
意
味
の
整
理
に
よ
っ
て
、
西
田
と
ヴ
ン
ト
の
直
接
経
験
に
対
す
る
立
場
の
差
異
が
明

ら
か
と
な
る
。
ヴ
ン
ト
が
自
身
の
研
究
手
法
と
し
て
個
人
の
内
観
を
重
視
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
目
的
は
意
識
現
象
の
量
的
計
測

に
あ
る
と
論
じ
た
の
は
、
心
理
学
が
直
接
経
験
を
考
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
要
部
が
「
経
験
の
全
内
容
を
主
体
の
関
係
や
主
観
か
ら
直
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接
に
与
え
ら
れ
た
特
質
」
に
定
位
す
る
点
、
す
な
わ
ち
直
接
経
験
の
主
観
性
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
認
め
る
点
に
あ
り
、
こ
の
ゆ
え
に
計

測
手
法
の
厳
密
性
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理
学
の
科
学
と
し
て
の
地
位
の
担
保
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
西
田

の
純
粋
経
験
の
本
質
は
、
西
田
自
身
も
繰
り
返
し
論
じ
る
よ
う
に
「
統
一
」
で
あ
り
、
主
観
に
依
存
す
る
個
人
的
経
験
や
、
主
観
か
ら
独

立
の
対
象
と
い
う
構
図
は
む
し
ろ
純
粋
経
験
の
分
化
の
過
程
に
お
い
て
初
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
実
在
」

と
し
て
の
純
粋
経
験
は
個
人
的
経
験
を
超
越
し
て
い
る
。「
個
人
あ
つ
て
経
験
あ
る
の
で
は
な
い
、
経
験
あ
つ
て
個
人
あ
る
」（N

K
Z1/28

）

と
す
る
西
田
の
言
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
図
を
端
的
に
言
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

直
接
経
験
こ
そ
が
個
人
的
経
験
を
超
え
た
「
実
在
」
で
あ
る
と
見
な
し
、
経
験
の
統
一
性
に
よ
っ
て
そ
の
根
拠
づ
け
を
行
わ
ん
と
す
る

西
田
の
立
場
は
、「
意
志
」
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
も
ヴ
ン
ト
と
の
差
異
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
西
田
も
ヴ
ン
ト
と
同
様
に
意
志
を
意
識

の
統
一
作
用
、
す
な
わ
ち
統
覚
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
自
身
の
純
粋
経
験
の
体
系
に
お
け
る
統
一
お
よ
び
統
覚
と
、
ヴ
ン
ト
に
お

け
る
統
覚
す
な
わ
ち
意
志
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
西
田
は
以
下
の
よ
う
に
言
明
す
る
。

純
統
覚
と
は
経
験
的
統
覚
即
ち
心
理
学
者
の
所
謂
統
覚
と
は
厳
密
に
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
経
験
成
立
のsine qua non

で

あ
る
、
全
然
先
験
的
な
も
の
で
あ
る
。（N

K
Z1/181

）

知
と
意
と
の
区
別
は
主
観
と
客
観
と
が
離
れ
、
純
粋
経
験
の
統
一
せ
る
状
態
を
失
つ
た
場
合
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
意
志
に
於
け
る

欲
求
も
知
識
に
於
け
る
思
想
も
共
に
理
想
が
事
実
と
離
れ
た
不
統
一
の
状
態
で
あ
る
。﹇
…
﹈
そ
れ
で
意
志
の
実
現
と
か
真
理
の
極

致
と
か
い
ふ
の
は
此
不
統
一
の
状
態
か
ら
純
粋
経
験
の
統
一
の
状
態
に
達
す
る
の
意
で
あ
る
。（N

K
Z1/36

）
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第
一
の
引
用
に
お
い
て
「
経
験
的
統
覚
即
ち
心
理
学
者
の
所
謂
統
覚
」
と
言
表
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
ヴ
ン
ト
に
お
け
る
統
覚
（
と
し

て
の
意
志
作
用
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ン
ト
に
お
い
て
意
志
は
精
神
要
素
の
一
部
で
あ
り
つ
つ
も
意
識
全
体
を
結
合
す

る
働
き
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
西
田
は
純
粋
経
験
の
原
初
的
統
一
を
「
純
統
覚
」
と
名
指
し
、
意
志
を
は
じ
め
と
す

る
統
一
作
用
と
は
異
な
る
階
梯
に
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
心
理
学
的
な
統
覚
は
、
こ
の
原
初
的
統
一
か
ら
主
客
対
立
の
「
不
統
一
」
の

状
態
を
経
て
あ
る
意
識
現
象
が
成
立
す
る
、
い
わ
ば
「
再
統
一
」
を
担
う
統
覚
で
あ
り
、
意
志
や
思
惟
は
こ
の
再
統
一
に
お
け
る
意
識
の

様
態
で
あ
り
統
一
作
用
と
な
る
）
7
（

。
西
田
は
こ
れ
ら
の
中
で
ヴ
ン
ト
同
様
、
意
志
に
「
一
層
根
本
的
な
る
意
識
体
系
で
あ
つ
て
統
一
の
中

心
と
な
る
者
」（N

K
Z1/39

）
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
意
志
が
「
根
本
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
も
ま
た
、
純
粋
経

験
の
「
純
一
」
な
る
「
統
一
」
に
関
わ
る
。
西
田
は
意
志
の
機
能
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

意
思
は
思
考
及
想
像
と
同
じ
く
或
観
念
に
本
づ
き
能
動
的
に
観
念
を
結
合
す
るapperception

の
作
用
で
あ
つ
て
、
先
一
の
目
的

観
念
が
基
礎
と
な
り
、
之
に
由
り
て
種
々
の
観
念
連
合
が
構
成
せ
ら
れ
、
其
中
に
就
い
て
従
来
の
観
念
系
統
と
容
れ
ざ
る
者
は
排
斥

せ
ら
れ
、
之
と
一
致
す
る
者
は
其
中
に
包
容
せ
ら
れ
、
或
観
念
の
一
列
が
全
く
従
来
の
観
念
系
統
中
に
統
一
せ
ら
る
ゝ
時
は
「
余
は

之
を
欲
す
」
の
状
態
と
な
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z16/167-168

）

或
る
事
を
意
志
す
る
と
い
ふ
の
は
即
ち
之
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。﹇
…
﹈
勿
論
注
意
の
状
態
は
意
志
の
場
合
に
限
つ
た
訳

で
は
な
く
、
そ
の
範
囲
が
広
い
よ
う
で
あ
る
が
、
普
通
に
意
志
と
い
ふ
の
は
運
動
表
象
の
体
系
に
対
す
る
注
意
の
状
態
で
あ
る
、
換

言
す
れ
ば
こ
の
体
系
が
意
識
を
占
領
し
、
我
々
が
之
に
純
一
と
な
っ
た
場
合
を
云
ふ
の
で
あ
る
。（N

K
Z1/29

）
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意
志
の
働
き
の
う
ち
に
「
注
意
」
の
契
機
を
規
定
す
る
点
は
ヴ
ン
ト
に
お
け
る
意
志
の
構
造
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
西
田
は
注
意

の
働
き
の
意
義
を
さ
ら
に
深
め
「
こ
の
体
系
が
意
識
を
占
領
し
、
我
々
が
之
に
純
一
」
と
な
る
点
が
意
志
の
要
部
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
意
志
は
「
自
己
の
運
動
」
を
自
ら
の
目
的
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
客
観
的
対
象
に
対
す
る
主
観
的
活
動
」（N

K
Z16/108

）

と
し
て
主
客
「
純
一
」
な
る
現
実
を
志
向
す
る
統
一
作
用
で
あ
り
、
原
初
的
統
一
の
状
態
へ
最
も
近
似
す
る
統
一
の
形
態
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
「
意
志
の
活
動
と
否
と
は
（
経
験
の
）
純
一
と
不
純
一
と
に
関
す
る
の
で
あ
る
」（N

K
Z1/38, 

括
弧
に
よ
る
補
足
は
筆
者
に
よ
る
）。

前
期
の
西
田
哲
学
が
「
意
志
の
立
場
」
な
い
し
は
「
意
志
の
哲
学
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
は
、ま
さ
に
こ
の
点
に
存
す
る
も
の
で
あ
り
、

西
田
の
純
粋
経
験
の
立
場
お
よ
び
そ
の
構
想
期
は
、
心
理
学
的
意
志
を
基
礎
と
し
た
哲
学
的
意
志
の
立
場
の
構
築
へ
の
契
機
と
し
て
の
意

義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

二　

 

絶
対
自
由
の
意
志

　

西
田
哲
学
第
一
の
立
脚
点
で
あ
り
、
従
来
の
哲
学
お
よ
び
心
理
学
か
ら
な
る
思
想
的
土
台
の
再
検
討
と
い
う
性
格
を
も
併
せ
持
つ
独
自

の
概
念
と
し
て
構
想
さ
れ
た
「
純
粋
経
験
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
哲
学
的
妥
当
性
は
未
だ
完
全
と
は
言
い
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
純
粋
経
験
の
分
化
の
過
程
に
お
い
て
統
覚
と
し
て
の
意
志
と
思
惟
と
に
本
質
的
な
相
違
を
認
め
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
西
田
の

論
は
、
元
来
経
験
内
容
を
対
象
的
に
把
捉
し
客
観
の
定
立
を
そ
の
任
と
す
る
思
惟
を
個
人
的
心
理
の
領
野
へ
と
堕
と
す
も
の
で
あ
る
と
い

う
批
判
を
免
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
純
粋
経
験
」
に
次
ぐ
「
自
覚
」
の
立
場
に
お
い
て
も
、
前
章
に
お
い
て
論
じ
た
西
田

の
実
在
、
お
よ
び
心
理
学
的
意
志
か
ら
哲
学
的
意
志
へ
の
進
展
と
い
う
思
索
の
基
軸
は
決
し
て
破
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
西

田
は
『
善
の
研
究
』
刊
行
後
、
同
書
へ
加
え
ら
れ
た
論
理
主
義
的
立
場
に
基
づ
く
批
判
を
ふ
ま
え
、
純
粋
経
験
こ
そ
を
真
の
実
在
と
す
る
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立
場
を
保
持
し
つ
つ
も
、
そ
の
心
理
主
義
的
傾
向
か
ら
離
脱
す
る
姿
勢
を
よ
り
一
層
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
思
惟
を
も
基
礎
づ
け
う
る

「
ア
プ
リ
オ
リ
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
で
は
西
田
が
純
粋
経
験
か
ら
自
覚
へ
と
歩
み
を
進

め
る
契
機
と
な
っ
た
「
思
惟
」
の
問
題
を
導
き
の
糸
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
自
由
の
意
志
が
「
自
覚
」
の
真
景
か
つ
真
の
実
在
で
あ

る
と
論
じ
ら
れ
る
所
以
を
詳
論
す
る
。

　

西
田
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』（
一
九
一
七
、 

以
下
同
書
名
は
『
自
覚
』
と
略
記
す
る
）
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
自
覚
」
の
構

造
の
う
ち
「
反
省
」
が
認
識
の
根
拠
た
る
論
理
的
普
遍
性
を
具
え
る
こ
と
を
示
し
、「
自
己
が
自
己
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、
之
を
反
省

す
る
」
と
い
う
「
反
省
」
の
作
用
を
さ
ら
に
「
自
己
が
自
己
を
写
す
」
こ
と
で
あ
る
と
換
言
す
る
（N

K
Z2/15-16

）。
こ
の
「
反
省
」
の

働
き
の
解
明
に
お
い
て
、
西
田
は
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 

一
七
二
四̶

一
八
〇
四
）
に
よ
る
超
越
論
的
哲
学
、
よ

り
具
体
的
に
は
「
純
粋
統
覚
」
の
立
場
に
接
近
し
、
カ
ン
ト
と
の
対
峙
を
経
て
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
を
論
じ
る
に
至
る
。

　

カ
ン
ト
に
お
け
る
純
粋
統
覚
と
は
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
自
己
意
識
を
指
す
が
、
こ
こ
に
お
け
る
自
己
意
識
は
、
対
象
を
有
さ
な
い

と
い
う
形
式
性
に
お
い
て
所
謂
内
部
知
覚
と
し
て
の
自
己
意
識
、カ
ン
ト
の
用
語
に
お
け
る「
経
験
的
統
覚
」か
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
は
経
験
す
な
わ
ち
感
性
的
所
与
に
依
ら
な
い
形
式
的
純
粋
統
覚
が
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
伴
う
こ
と
に
よ
り
、
客
観
的

認
識
の
統
一
が
成
立
す
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
西
田
が「
自
己
が
自
己
を
写
す
」と
い
う
反
省
作
用
に
対
し
て
要
求
す
る
の
は「
知

る
も
の
と
、
知
ら
れ
る
も
の
と
が
先
づ
別
々
に
存
在
し
、
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
前
者
が
後
者
に
対
す
る
働
き
で
あ
る
」（N

K
Z2/19

）、
す

な
わ
ち
第
一
の
自
己
が
第
二
の
自
己
を
「
対
象
的
」
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
「
心
理
学
的
見
方
」
で

あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
経
験
的
統
覚
と
し
て
の
自
己
意
識
に
ほ
か
な
ら
ず
、
真
に
対
象
認
識
の
根
拠
た
る
「
反
省
」
の
原
理
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
西
田
が
要
求
す
る
の
は
「
却
つ
て
後
者
に
よ
つ
て
前
者
が
成
立
」
す
る
論
理
的
規
範
、
す
な
わ
ち
「
考

へ
ら
れ
る
自
己
が
、
直
に
考
へ
る
自
己
其
者
に
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
「
自
己
の
超
越
的
同
一
」
の
「
知
的
自
覚
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
経
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験
的
統
覚
と
し
て
の
「
自
己
」
の
成
立
に
必
然
的
に
先
立
つ
当
為
と
し
て
の
「
純
粋
統
覚
」
に
相
当
す
る
（N

K
Z2/17

）。

　

時
間
、
空
間
、
因
果
な
ど
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
「
存
在
」
に
「
当
為
」
が
先
立
つ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
西

田
は
カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
統
一
の
意
義
を
認
め
、こ
れ
を
受
容
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
が
純
粋
統
覚
を
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
形
式
的
な
思
惟
作
用
と
み
な
し
、
ま
た
存
在
は
感
性
的
所
与
を
通
じ

て
初
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
統
覚
を
「
実
体
」
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
厳
し
く
退
け
た
の
に
対
し
て
、
西
田
は

異
な
っ
た
見
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
認
識
の
基
礎
と
な
る
形
式
的
な「
自
己
意
識（Selbstbew

ußtsein

）」

が
直
ち
に
「
純
粋
統
覚
」
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
統
一
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
西
田
が
カ
ン
ト
よ
り
継
承
し
た
「
純
粋
統
覚
」
の

意
義
は
「
反
省
」
の
働
き
に
相
当
す
る
も
の
、す
な
わ
ち
自
覚
の
一
契
機
で
あ
り
、「
自
覚
（Selbstbew

ußtsein

）」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

西
田
は
こ
の
点
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

カ
ン
ト
の
統
覚
も
統
覚
と
し
て
能
く
知
識
構
成
の
作
用
を
な
す
所
以
は
論
理
的
可
能
で
あ
つ
て
而
も
直
覚
的
現
実
を
離
れ
ぬ
所
に
あ

る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
カ
ン
ト
が
客
観
的
知
識
構
成
の
統
一
作
用
と
し
て
い
つ
た
純
統
覚
と
余
の
い
ふ
所
の
純
粋
経
験
の
統
一
と
は

全
然
別
物
で
は
な
い
。
前
者
は
後
者
の
一
種
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
。（N

K
Z1/228, 

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

　

こ
の
よ
う
な
西
田
の
立
場
に
つ
い
て
、
門
脇
（
一
九
九
〇
）
は
『
自
覚
』
に
お
け
る
西
田
が
カ
ン
ト
の
「
純
粋
統
覚
」
の
根
源
性
を
論

理
形
式
的
に
で
は
な
く
「
存
在
論
的
」
に
受
容
し
て
い
た
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
）
8
（

。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
純
粋
統
覚
が
ア
プ
リ
オ

リ
に
伴
う
認
識
に
お
い
て
把
握
可
能
で
あ
る
の
は
経
験
的
現
象
界
の
み
で
あ
り
、
現
象
の
源
泉
で
あ
る
物
自
体
（D

ing an sich

）
は
把

捉
し
え
な
い
。
理
性
の
理
論
的
能
力
と
し
て
の
認
識
が
至
り
え
な
い
、
超
感
性
的
な
る
「
物
自
体
」
へ
の
道
を
拓
く
の
は
、
実
践
理
性
お
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よ
び
こ
れ
と
結
び
つ
く
「
意
志
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
田
は
「
自
覚
」
を
「
存
在
が
直
に
当
為
で
あ
り
、
事
実
が
直
に

（「
反
省
」
か
ら
成
る
当
為
の
）
働
き
で
あ
る
」（N

K
Z2/67, 

括
弧
内
の
補
足
は
筆
者
に
よ
る
）
と
規
定
し
、
自
覚
に
お
け
る
論
理
と
存
在

の
結
合
こ
そ
が
「
我
々
に
最
も
直
接
な
る
具
体
的
経
験
の
真
相
」（N

K
Z2/312

）
と
し
て
真
の
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

純
粋
経
験
の
時
点
か
ら
一
貫
し
て
「
真
実
在
」
の
基
礎
づ
け
を
志
向
し
た
西
田
は
、
直
接
経
験
の
根
本
的
統
一
と
し
て
の
「
意
志
」
と
い

う
ヴ
ン
ト
の
立
場
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
思
惟
の
み
で
は
真
の
実
在
に
は
届
き
え
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
「
純
粋
統
覚
」
の
限
界
に
触
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
思
惟
を
も
そ
の
内
に
含
む
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
構
想
へ
と
至
る
。

　
「
自
覚
」
の
真
景
で
あ
る
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
は
、
そ
の
働
き
が
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
が
極
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
窺

い
知
れ
る
よ
う
に
、前
節
に
お
い
て
論
じ
た
純
粋
経
験
の
分
化
発
展
に
よ
り
生
じ
る
一
統
覚
と
し
て
の
意
志
作
用
、お
よ
び
そ
の
基
と
な
っ

た
心
理
学
的
意
志
を
超
え
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
は
絶
対
自
由
の
意
志
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。

意
志
と
云
へ
ば
直
ち
に
単
に
決
断
と
い
ふ
如
き
無
内
容
な
る
形
式
的
意
志
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
余
の
絶
対
自
由
の
意
志
と

い
ふ
の
は
此
の
如
き
抽
象
的
意
志
を
意
味
し
て
居
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
と
共
に
、
見
る
こ
と
も
で
き
れ

ば
聞
く
こ
と
も
で
き
る
、
種
々
の
思
想
が
我
の
配
下
に
属
す
る
如
く
種
々
の
経
験
内
容
も
我
の
配
下
に
属
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き

る
。
視
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
考
へ
る
こ
と
、
動
く
こ
と
、
意
志
は
此
等
の
能
力
す
べ
て
の
總
合
で
あ
る
。﹇
…
﹈
意
志
は
種
々
の

動
機
の
競
争
を
決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
之
を
成
立
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
此
処
に
於
て
も
、
与
へ
ら
れ
た
も
の
は
求
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
、
始
と
共
に
終
が
与
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
意
志
は
種
々
な
る
作
用
の
成
立
の
根
元
な
る
が
故
に
、
種
々
の
作
用

と
結
合
し
て
自
由
で
あ
る
の
で
あ
る
（N

K
Z2/289-290

）
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意
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西
田
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
意
志
の
位
置
づ
け
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
、
前
章
に
て
論
じ
た
ヴ
ン
ト
の
意
志
論
、
お
よ
び
こ
れ
を
発

展
さ
せ
た
純
粋
経
験
の
一
統
覚
と
し
て
の
「
意
志
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
西
田
は
『
自
覚
』
に
お
い
て
客
観
的
認
識
の
当
為
と

し
て
の
「
反
省
」
の
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、「
我
々
の
思
惟
」
す
な
わ
ち
形
式
的
当
為
の
み
で
は
「
及
び
得
ざ
る
極
限
」
の
領
野
を
指
摘

す
る
。
西
田
は
こ
れ
こ
そ
が
「
実
在
」
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
内
容
を
し
て
実
在
的
た
ら
し
め
る
も
の
」
を
「
意
志
」
で
あ
る
と
述
べ
る

（N
K

Z2/275-276

）。
心
理
学
的
な
い
し
は
統
覚
的
意
志
が
、
主
観
に
生
じ
た
あ
る
目
的
に
従
っ
て
統
一
を
志
向
す
る
働
き
で
あ
っ
た
の

に
対
し
て
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
は
「
種
々
の
動
機
の
競
争
を
決
す
る
」
の
で
は
な
く
「
之
を
成
立
せ
し
む
る
」、
す
な
わ
ち
意
志
の
目

的
を
も
自
己
自
身
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
「
自
由
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
絶
対
自
由
の
意
志
は
、
純
粋
経
験

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
具
体
的
経
験
が
「
分
化
発
展
」
に
よ
っ
て
種
々
の
意
識
を
成
立
さ
せ
る
契
機
を
、「
目
的
」
自
身
の
創
造
と
い
う

形
で
含
む
。
ゆ
え
に
絶
対
自
由
の
意
志
は
「
ア
プ
リ
オ
リ
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
し
て
、「
視
る
こ
と
、聞
く
こ
と
、考
へ
る
こ
と
、動
く
こ
と
、

…
此
等
の
能
力
す
べ
て
の
總
合
」と
し
て
こ
れ
に
先
立
つ
と
い
う
性
格
を
有
す
る
作
用
と
な
る
の
で
あ
る
）
9
（

。
こ
こ
に
お
い
て
西
田
の「
自

覚
」
は
、
ヴ
ン
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
意
識
の
結
合
作
用
の
範
型
と
し
て
の
「
意
志
」
か
ら
、「
純
粋
経
験
」
の
立
場
に
よ
っ
て
個
人
的

意
識
の
範
疇
を
超
え
た
直
接
経
験
の
事
実
に
立
脚
し
そ
の
発
展
契
機
と
し
て
の
地
位
を
得
、「
純
粋
統
覚
」
と
し
て
の
形
式
的
な
る
「
自

己
意
識
」
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
の
当
為
を
も
基
礎
づ
け
る
に
至
る
。

三　

意
志
と
身
体
と
の
連
関

　

前
章
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
、
西
田
が
自
身
の
思
索
の
最
初
期
か
ら
「
意
志
」
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
の
が
具
体
的
に
い
か
な
る
仕
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方
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
を
詳
述
し
た
。
ま
た
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
「
主
意
主
義
的
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
に
概
括
さ
れ
て
き
た
前
期

西
田
の
意
志
論
の
う
ち
で
も
、
純
粋
経
験
か
ら
自
覚
へ
と
い
う
立
場
の
発
展
に
伴
い
、
意
志
の
位
置
づ
け
と
そ
の
射
程
が
よ
り
深
め
ら
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
章
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
前
期
西
田
に
よ
る
意
志
論
の
深
化
を
背
景
に
、
意
志
に
呼
応
す
る
身
体
の

扱
い
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と
進
む
。

　

序
論
に
お
い
て
ご
く
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
言
及
し
た
通
り
、中
期
以
降
の
西
田
が「
身
体
」の
働
き
を
重
要
視
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、

意
識
現
象
と
し
て
の
経
験
の
体
系
を
実
在
に
据
え
る
立
場
か
ら
「
行
為
」
に
よ
る
創
造
性
を
世
界
形
成
の
根
本
に
見
る
立
場
へ
の
「
転
回
」

が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。「
一
般
者
」
の
体
系
に
お
け
る
「
行
為
的
自
己
」
の
成
立
か
ら
、
後
期
に
お
け
る
「
行
為
的
直
観
」

の
論
理
化
に
か
け
て
の
西
田
の
思
索
は
、
常
に
「
行
為
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
根
底
と
し
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
に
お
け
る
「
行
為
」

が
単
な
る
心
的
作
用
を
超
え
て
我
々
自
身
の
身
体
に
よ
る
現
実
的
な
働
き
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
行

為
」
の
意
義
の
拡
張
に
伴
い
、
身
体
も
ま
た
「
行
為
」
の
「
表
現
」
か
ら
「
主
体
」
へ
と
、
そ
の
地
位
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
も
理
解
可

能
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
前
期
の
西
田
に
お
け
る
体
系
の
根
本
が
「
意
志
」
に
お
か
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た

通
り
で
あ
る
。
意
志
が
意
識
作
用
と
そ
の
対
象
と
の
「
純
一
」
に
端
を
発
す
る
統
覚
的
意
志
の
立
場
か
ら
、
心
理
学
的
統
覚
の
領
野
を
脱

し
て
純
粋
統
覚
と
対
峙
し
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
立
場
に
お
い
て
「
ア
プ
リ
オ
リ
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
し
て
種
々
の
意
識
現
象
を
成

立
さ
せ
る
要
件
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
至
っ
た
の
に
対
し
て
、「
行
為
」
に
お
け
る
身
体
的
動
作
は
、
意
志
の
「
外
面
」、
す
な
わ
ち
意

志
の
目
的
遂
行
に
向
け
た
「
統
一
」
の
過
程
に
お
い
て
副
次
的
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
意
志
の
体
系
に
お
い
て
主
要
な
地
位
を
占
め
る

も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
き
た
）
10
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
前
期
西
田
の
立
場
に
お
け
る
身
体
が
、
意
志
の
外
部
と
し
て
そ
の
内
的
進
行

に
伴
う
も
の
、
よ
り
広
範
に
は
統
一
作
用
で
あ
る
精
神
に
対
立
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
そ
の
存
在
を
要
請
さ
れ
る
「
物
質
」
に
す
ぎ
な
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い
と
い
う
理
解
は
、
同
時
期
の
西
田
自
身
が
立
脚
す
る
実
在
観
に
お
い
て
も
、
ま
た
西
田
の
体
系
に
お
け
る
「
意
志
」
の
哲
学
的
性
質
に

お
い
て
も
不
適
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
純
粋
経
験
」
か
ら
「
自
覚
」
に
か
け
て
西
田
が
立
脚
し
た
実
在
、
お
よ
び
こ
れ
を
充
た
す
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
意
志
論
の
再
検

討
か
ら
、
西
田
が
「
意
志
」
を
体
系
の
根
幹
に
据
え
た
理
由
が
、
意
志
作
用
の
目
的
と
し
て
要
求
さ
れ
る
主
客
の
「
純
一
」
な
る
統
一
が
、

我
々
の
現
実
の
形
成
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
章
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
。
西
田
に
と
り
根
源
的
実
在
あ
る
い
は
真
実
在

と
は
、
主
観
と
客
観
、
精
神
と
自
然
と
の
二
元
的
対
比
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
対
立
を
自
身
の
う

ち
に
潜
在
的
に
有
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
こ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
件
を
充
た
す
真
実
在
と

は
、
純
粋
経
験
の
立
場
に
お
い
て
は
「
例
へ
ば
一
所
懸
命
に
断
崖
を
攀
づ
る
場
合
の
如
き
、
音
楽
家
が
熟
練
し
た
曲
を
奏
す
る
時
の
如
き
」

（N
K

Z1/11

）
の
事
実
体
験
に
相
当
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
精
神
の
進
行
と
身
体
的
動
作
と
は
絶
え
ず
結
合
し
、「
意
識
現
象
」
と
し
て

の
原
初
的
統
一
は
両
者
を
根
底
か
ら
包
み
込
む
も
の
と
な
る
。
こ
の
原
初
的
統
一
の
状
態
が
注
意
の
状
態
を
介
し
て
「
分
化
発
展
」
す
る

こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
の
が
「
意
志
」
で
あ
り
、
意
志
の
合
目
的
的
作
用
に
お
い
て
主
観
と
客
観
と
の
純
一
な
結
合
が
再
び
志
向
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
続
く
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
立
場
に
お
い
て
は
、
意
志
の
根
源
性
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、
主
客
の
原
初
的
統
一
か
ら
主

客
の
分
化
対
立
を
生
じ
さ
せ
る
働
き
そ
の
も
の
が
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
に
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
意
志
は
主
客
の
根
源
的
統

一
か
ら
発
し
、
そ
の
分
化
対
立
―
再
統
一
と
い
う
動
性
を
必
然
的
に
要
す
る
働
き
と
な
る
。
氣
多
（
二
〇
二
〇
）
が
指
摘
す
る
通
り
、
西

田
に
お
け
る
意
志
と
は
「
意
識
の
動
性
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
動
性
に
よ
っ
て
原
初
的
意
識
統
一
と
主
客
分
化
の
架
橋
点
で
あ
り
う
る

が
ゆ
え
に
「
根
本
的
」
な
作
用
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
意
志
の
主
客
架
橋
的
な
性
質
こ
そ
が
、
西
田
が
意
志
を
思
惟
に
比
し
て
「
尚
一
層
深
き
意
味
の
統
一
」（N

K
Z2/263

）

と
位
置
づ
け
、
そ
の
意
義
を
深
め
る
に
至
っ
た
所
以
で
あ
る
と
と
も
に
、
意
志
が
身
体
と
必
然
的
に
連
関
す
る
根
拠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
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る
。
純
粋
経
験
の
体
系
に
お
い
て
は
、
原
初
的
統
一
状
態
に
お
け
る
潜
在
的
な
心
身
合
一
を
基
礎
と
し
、
統
覚
で
あ
る
心
的
機
能
と
し
て

の
意
志
と
、
そ
の
副
次
的
な
外
部
発
現
と
し
て
身
体
的
「
行
為
」
と
の
連
関
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
続
く
「
自
覚
」
の
立
場
に

お
い
て
は
、実
在
の
根
源
に
は
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
が
お
か
れ
、一
統
覚
と
し
て
の
意
志
、す
な
わ
ち
心
理
学
的
意
志
は
「
形
式
的
意
志
」、

あ
る
い
は
絶
対
自
由
の
意
志
の
「
部
分
的
意
志
」（N

K
Z2/325

）「
対
象
化
せ
ら
れ
た
意
志
」（N

K
Z3/96

）
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
に
至
る
。

こ
の
よ
う
な
意
志
の
哲
学
的
地
位
の
深
化
に
従
っ
て
、
意
志
に
伴
う
身
体
の
意
義
も
ま
た
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
田
は
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
立
場
に
お
け
る
意
志
と
身
体
と
の
連
関
に
つ
い
て
、
ま
ず
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
は
如
何
に
し
て
右
の
如
き
心
理
的
自
己
を
純
物
質
界
に
結
合
し
て
、
我
々
の
身
体
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
の
で
あ
る
か
。
我
々

の
心
理
的
自
己
の
背
景
に
は
論
理
的
自
我
が
あ
る
、
即
ち
先
験
的
自
我
が
あ
る
、
物
質
界
を
構
成
す
る
も
の
は
こ
の
自
我
で
あ
る
、

自
然
界
は
そ
の
対
象
と
し
て
現
は
れ
来
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
我
々
が
純
粋
経
験
の
世
界
か
ら
自
己
の
意
志
に
従
ふ
も
の
を
切
り
抜

い
て
自
己
の
身
体
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
、
斯
く
見
れ
ば
意
志
が
自
己
の
身
体
を
作
る
の
で
あ
る
が
、
又
一
方
か
ら
見
れ
ば
自
己
と

い
ふ
一
つ
の
中
心
が
で
き
る
の
は
身
体
が
あ
る
為
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
余
が
斯
く
手
を
出
し
た
時
、
内
か
ら
見
れ
ば
意
志
で

あ
り
、
外
か
ら
見
れ
ば
身
体
の
運
動
で
あ
る
、
意
志
は
精
神
界
の
身
体
で
あ
り
、
身
体
は
物
質
界
の
意
志
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
は

心
と
物
の
合
一
と
し
て
一
つ
の
芸
術
品
で
あ
る
。（N

K
Z2/238-239

）

　

こ
の
箇
所
に
お
け
る
「
心
理
的
自
己
」
が
統
覚
と
し
て
の
意
志
な
い
し
は
経
験
的
統
覚
を
、「
論
理
的
自
我
」
お
よ
び
「
先
験
的
自
我
」

が
「
自
覚
」
の
一
契
機
で
あ
り
カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚
に
対
応
す
る
「
反
省
」
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
我
々
の

身
体
が
成
立
す
る
契
機
と
は
「
心
理
的
自
己
」
と
「
純
物
質
界
」
と
の
結
合
で
あ
り
、
こ
の
結
合
に
お
い
て
意
志
と
身
体
と
は
「
意
志
は
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幾
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精
神
界
の
身
体
で
あ
り
、
身
体
は
物
質
界
の
意
志
で
あ
る
」（N

K
Z2/239

）
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
い
わ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
を
な
す
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
身
体
と
意
志
と
が
不
可
分
で
あ
り
、
か
つ
統
覚
作
用
と
し
て
の
意
志
が
「
純
物
質
」
と
結
び
つ
く
こ

と
に
よ
っ
て
「
身
体
」
が
成
立
す
る
と
い
う
点
は
、
第
二
節
に
お
い
て
言
及
し
た
実
在
の
根
幹
と
し
て
の
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
に
よ
る

種
々
の
体
系
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
看
過
し
が
た
い
意
義
を
有
す
る
。

　
「
絶
対
自
由
の
意
志
」は「
実
在
全
体
の
統
一
」か
つ「
論
理
的
自
我
」と
し
て
、自
ら
の
う
ち
に
具
体
的
か
つ
多
様
な
経
験
の
体
系
を
含
み
、

ま
た
個
人
的
経
験
を
な
す
全
て
の
自
己
に
普
遍
的
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
認
識
の
「
当
為
」
を
含
む
）
12
（

。
こ
れ
ら
あ
ら
ゆ

る
統
一
を
超
越
し
た
統
一
の
根
底
と
し
て
「
ア
プ
リ
オ
リ
の
ア
プ
リ
オ
リ
」（N

K
Z2/321

）
で
あ
る
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
は
、
そ
れ
ゆ

え
自
ら
の
う
ち
に
主
客
の
分
化
の
契
機
、
換
言
す
れ
ば
実
在
と
し
て
の
超
越
的
全
体
が
個
別
的
意
識
へ
分
化
の
契
機
を
自
ら
の
う
ち
に
含

ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
章
に
お
い
て
は
「
身
体
」
の
個
別
化
へ
の
関
与
と
い
う
点
に
着
目
し
、
こ
の
点
か
ら
前
期
の
西
田
に
お

け
る
身
体
の
意
義
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　

身
体
が
「
全
体
の
個
別
化
」
の
契
機
と
な
り
う
る
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る
か
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

身
体
は
統
覚
と
し
て
の
意
志
作
用
と
言
わ
ば
表
裏
一
体
の
結
合
を
な
す
が
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
か
ら
発
す
る
主
客
統
一
の
作
用
で
あ

る
意
志
は
、
身
体
と
の
連
関
に
よ
っ
て
個
別
的
な
る
作
用
と
な
る
と
西
田
は
論
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
全
体
の
個
別
化
」
が
我
々

の
身
体
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
第
一
の
契
機
で
あ
る
「
主
客
分
化
」
に
も
連
関
す
る
。
意
志
は
意
識
の
統
一
作

用
で
あ
り
、「
純
粋
経
験
」
の
立
場
に
お
い
て
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
原
初
的
統
一
に
あ
る
事
実
体
験
に
主
客
の
構
図
を

生
じ
さ
せ
、そ
の
う
え
で
両
者
の
「
純
一
」
な
る
統
一
を
志
向
す
る
。
続
く
「
自
覚
」
お
よ
び
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
体
系
に
お
い
て
、

統
覚
と
し
て
の
意
志
は
絶
対
自
由
の
意
志
の
「
部
分
的
」
作
用
へ
と
そ
の
位
置
を
改
め
る
が
、
単
に
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
に
お
け
る
統

一
作
用
を
強
調
す
る
の
み
で
は
、
そ
こ
か
ら
部
分
的
意
志
体
系
や
思
惟
体
系
が
成
立
す
る
「
主
客
の
分
化
」
の
具
体
的
な
現
わ
れ
を
説
明
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す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
々
が
直
接
に
経
験
す
る
、
換
言
す
れ
ば
「
体
験
」
す
る
根
源
的
事
実
の
う
ち
の
「
身
体
」
の
要
素
が
、
我
々

の
個
別
的
な
身
体
と
し
て
独
立
し
、
そ
の
う
え
で
意
志
作
用
に
結
合
し
「
運
動
」
あ
る
い
は
「
行
為
」
と
し
て
物
理
的
契
機
と
な
る
こ
と

に
よ
り
、
主
客
の
対
立
か
ら
再
び
統
一
へ
向
か
う
意
志
の
働
き
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
に
よ
る
実
在
の
「
個
別
化
」、「
主
客
分

化
の
具
体
化
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
や
対
立
を
包
む
「
統
一
の
統
一
」
の
作
用
で
あ
る
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
否
定
を
意
味
す
る
が
、

西
田
は
こ
の
「
否
定
」
の
契
機
の
一
つ
を
我
々
の
身
体
に
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
「
否
定
」
の
契
機
と
し
て
の
身
体
と
い
う
見
方
か
ら
、
西
田
が
実
在
の
体
系
に
お
け
る
身
体
に
極
め
て
重
要

な
意
義
を
与
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
絶
対
自
由
の
意
志
」
が
「
直
観
」
と
「
反
省
」
の
相
即
で
あ
り
、
こ
の
ゆ
え
に

主
客
の
統
一
と
し
て
の
根
源
的
事
実
体
験
と
、
主
客
の
対
立
に
よ
る
認
識
の
当
為
と
で
あ
り
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
間
に
否
定
の
契
機
を

置
く
こ
と
な
く
単
に
両
者
の
相
即
を
論
じ
る
の
み
で
は
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
か
ら
生
じ
る
種
々
の
体
系
は
純
粋
経
験
の
自
発
自
展
に

加
え
ら
れ
た
批
判
と
同
様
に
独
我
論
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
か
ね
な
い
。
こ
の
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
こ
そ
が
西
田
に
お
け
る
「
論
理
化
」

と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。
根
源
的
直
接
経
験
の
状
態
で
は
心
的
要
素
と
不
可
分
に
体
験
さ
れ
る
身
体
の
物
体
的
側
面
が
独
立
し
、
意
志
作

用
に
お
い
て
再
び
精
神
と
の
「
合
一
」
を
果
た
す
こ
と
に
お
い
て
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
発
展
の
契
機
で
あ
る
「
否
定
」
の
意
義
を

な
す
。
ま
た
こ
の
こ
と
が
、
主
客
対
立
の
論
理
形
式
で
あ
る
「
反
省
」
の
具
体
化
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
。
西
田
は
身
体
と
精
神
と
の
平

行
的
把
握
を
「
一
種
の
公
準Postulat

に
過
ぎ
な
い
」（N

K
Z2/324

）
と
述
べ
る
が
、
精
神
と
身
体
と
の
独
立
な
る
把
握
と
は
ま
さ
に
論

理
の
「
公
準
」
と
し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
を
以
て
、
精
神
と
身
体
と
を
対
置
す
る
こ
と
に
お
い
て
生
じ
る
身
体

に
よ
る
、「
絶
対
自
由
の
意
志
」
の
否
定
が
、
根
源
的
事
実
体
験
と
い
う
「
全
体
」
を
「
個
別
」
の
具
体
的
経
験
と
な
し
、
ま
た
論
理
と

い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
判
断
の
形
式
で
あ
る
主
客
対
立
が
、
精
神
―
身
体
の
対
立
へ
と
具
体
化
す
る
。
前
期
の
西
田
に
お
い
て
既
に
、

心
物
合
一
し
て
あ
る
身
体
、
お
よ
び
精
神
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
独
立
し
て
捉
え
ら
れ
る
身
体
と
い
う
両
者
の
あ
り
方
が
、
と
も
に
身
体
の
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性
質
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
ま
た
こ
う
し
た
身
体
の
位
置
が
、
純
粋
経
験
以
降
の
「
論
理
」
と

「
実
在
」
の
架
橋
と
い
う
課
題
の
解
決
に
資
す
る
可
能
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

結
論̶

̶

前
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
身
体
」
の
地
位
と
そ
の
射
程

　

以
上
、
前
期
の
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
真
実
在
」
に
対
し
て
求
め
ら
れ
た
要
件
か
ら
、
同
時
期
の
西
田
の
思
索
に
お
け
る
「
意
志
」
の

根
源
性
を
論
じ
、
我
々
の
意
識
の
「
根
本
的
」
な
統
一
作
用
で
あ
る
意
志
に
お
け
る
精
神
と
身
体
と
の
結
合
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ

こ
か
ら
導
か
れ
る
身
体
の
地
位
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
多
く
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
前
期
の
西
田
は
身
体
を
軽
視
し
て
い
た
と
し
ば
し

ば
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
精
神
に
対
す
る
物
体
、
な
い
し
は
自
然
と
い
う
平
行
論
的
な
見
方
を
通
じ
て
、
統
一
作
用
と
し
て
の
精
神
の

側
の
み
に
実
在
の
主
格
と
し
て
の
地
位
を
与
え
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
い
、
前
期
の
西
田
が
身
体
に
単
な
る
「
統

一
」
の
内
容
的
側
面
、
す
な
わ
ち
物
体
と
し
て
の
意
味
し
か
与
え
て
い
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
西
田
が
純
粋
経
験
か
ら
一
貫
し

て
保
持
し
続
け
た
「
最
も
具
体
的
な
る
経
験
」
を
実
在
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
論
理
を
も
基
礎
づ
け
る
と
い
う
立
場
を
、
却
っ
て
不
徹
底

な
も
の
へ
と
至
ら
し
め
る
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
前
期
の
西
田
の
立
場
に
お
け
る
身
体
は
、
心
身
合
一
の
原
初
的
実
在

に
お
け
る
潜
在
的
側
面
と
、
そ
の
分
化
発
展
の
体
系
の
一
契
機
と
し
て
の
精
神
か
ら
分
か
た
れ
た
物
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
側
面
と
の
双

方
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
両
義
性
に
よ
っ
て
実
在
と
論
理
と
を
架
橋
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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注（
1
） 

本
稿
に
お
け
る
西
田
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て『
西
田
幾

多
郎
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
―
一
九
五
三
年
）よ
り
行
い
、
引

用
箇
所
の
末
尾
に（N

K
Z 

巻
数
／
頁
数
）の
形
で
記
す
こ
と
に
よ
り
出

典
を
示
す
。



一
六
三

西
田
幾
多
郎
の
前
期
哲
学
に
お
け
る
身
体
の
意
義
　〔
真
田
〕

（
2
） 
西
田
が
ヴ
ン
ト
に
よ
る
心
理
学
を
重
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
根

拠
と
し
て
、『
善
の
研
究
』成
立
以
前
に
著
し
た
講
義
録
で
あ
る「
心
理

学
講
義
」
の
全
集
収
録
に
際
し
て
解
説
を
附
し
た
務
台
理
作
の
言
が
あ

る
。
務
台
は
西
田
に
よ
る
心
理
学
講
義
の
大
枠
が
ヴ
ン
ト『
心
理
学
綱

要
』
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
つ
つ
も
、
西
田
独
自
の
改

変
が
加
え
ら
れ
た
箇
所
と
し
て「
意
志
の
哲
学
的
性
質
」
の
項
目
を
指

摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
田
は
ヴ
ン
ト
の
体
系
か
ら「
意
志
」
に
関

す
る
箇
所
を
と
く
に
重
視
し
つ
つ
、
自
ら
の
思
索
の
足
掛
か
り
と
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
） 

元
良
勇
次
郎
・
中
島
泰
造 

訳『
ヴ
ン
ト
氏
心
理
学
綱
要
』二
―
四

頁
。

（
4
） 

同
右
、
一
八
頁
。

（
5
） D

. Brett K
ing, W

illiam
 D

ouglas W
oody, W

ayne Viney “A 
H

istory of Psychology ideas&
concepts ” p.248

（
6
） 「
先
づ
全
体
が
含
蓄
的（im

plicit

）
に
現
れ
る
。
そ
れ
よ
り
其
内

容
が
分
化
発
展
す
る
。
而
し
て
此
の
分
化
発
展
が
終
つ
た
時
実
在
の
全

体
が
実
現
せ
ら
れ
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（N

K
Z1/63

）

（
7
） 

こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
西
田
は
以
下
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い

る
。「
例
へ
ば
此
処
に
一
本
の
ペ
ン
が
あ
る
。
之
を
見
た
瞬
間
は
、
知

と
い
ふ
こ
と
も
な
く
、
意
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
、
唯
一
個
の
現
実
で
あ

る
。
之
に
就
い
て
種
々
の
聯
想
が
起
り
、
意
識
の
中
心
が
推
移
し
、
前

の
意
識
が
対
象
視
せ
ら
れ
た
時
、
前
意
識
は
単
に
知
識
的
と
な
る
。
之

に
反
し
、
こ
の
ペ
ン
は
文
字
を
書
く
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ
様
な
聯
想
が

起
る
。
こ
の
聯
想
が
尚
前
意
識
の
縁
暈
と
し
て
之
に
附
属
し
て
居
る
時

は
知
識
で
あ
る
が
、
こ
の
聯
想
的
意
識
其
者
が
独
立
に
傾
く
時
、
即
ち

意
識
中
心
が
之
に
移
ら
う
と
し
た
時
は
欲
求
の
状
態
と
な
る
。
而
し
て

此
聯
想
的
意
識
が
愈
々
独
立
の
現
実
と
な
つ
た
時
が
意
志
で
あ
り
、
兼

ね
て
真
に
之
を
知
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
」（N

K
Z1/38

）

（
8
） 

門
脇
卓
爾「
西
田
哲
学
と
カ
ン
ト
」
七
十
六
頁
。
な
お
、
西
田
の

前
期
哲
学
を「
意
志
」
の
観
点
か
ら
研
究
し
た
平
山（
一
九
九
七
）
は
、

ま
た
門
脇
の
見
方
を
妥
当
で
あ
る
と
認
め
、
西
田
は
カ
ン
ト
の「
自
己

意
識
」の
立
場
を「
不
十
分
な
が
ら
も
正
当
」と
評
価
し
つ
つ
も
、
カ
ン

ト
を
介
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
的「
事
行
」の
立
場
へ
と
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
カ
ン
ト
の「
純
粋
統
覚
」を（
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
を
も
）超
克
せ
ん
と
し

た
こ
と
、
ま
た
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
同
調
と
批
判
に
よ
っ
て
西
田

が
成
そ
う
と
し
た
こ
と
と
は
、
カ
ン
ト
のSelbstbew

ußtsein

概
念

を
存
在
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の「
自
覚
」の「
フ
ィ
ヒ

テ
の「
事
行
」の
よ
う
な
形
而
上
学
化
を
防
」ぎ
、
超
個
人
的
自
覚
と
個

別
的
自
覚
の
連
続
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
平
山
洋『
西
田
哲
学
の
再
構
築̶

̶

そ
の
成
立
過
程
と
比
較
思
想
』



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
二
十
号

一
六
四

二
一
七̶

二
一
九
頁
。

（
9
） 「
我
々
の
意
識
の
根
柢
に
は
、
何
時
で
も
此
の
如
き
絶
対
無
限
の

意
志
を
蔵
し
て
居
る
。
我
々
の
意
識
は
之
に
よ
つ
て
成
立
す
る
の
で
あ

る
」（N

K
Z3/96

）。
な
お
、
西
田
は
こ
の
点
か
ら
絶
対
自
由
の
意
志
を

「
内
面
的
創
造
力
」
と
も
言
表
し
て
お
り
、
中
後
期
の「
行
為
」
の
立
場

に
お
い
て
見
ら
れ
る「
創
造
」
の
意
義
を
、
こ
の
時
点
で
の
西
田
は
不

完
全
な
が
ら「
意
志
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

（
10
） 

こ
の
よ
う
な
理
解
の
根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
西
田
の
言

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
行
為
の
要
部
は
実
に
此
の
内

面
的
意
識
現
象
た
る
意
志
に
あ
る
の
で
、
外
面
の
動
作
は
其
要
部
で
は

な
い
。
何
等
か
の
障
碍
の
為
め
動
作
が
起
ら
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
立

派
に
意
志
が
あ
つ
た
の
で
あ
れ
ば
之
を
行
為
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
、
之

に
反
し
、
動
作
が
起
つ
て
も
充
分
に
意
志
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
之
を
行

為
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
ぬ
」（N

K
Z1/104

）

（
11
） 

氣
多
雅
子『
西
田
幾
多
郎　

生
成
す
る
論
理̶

̶

生
死
を
め
ぐ
る

哲
学
』三
十
五
頁
。

（
12
） 「
記
憶
作
用
に
於
て
我
々
は
現
在
の
自
己
を
超
越
し
て
、
個
人
的

自
己
の
全
体
を
統
一
し
、
思
惟
作
用
に
於
て
我
々
は
個
人
的
自
己
を
超

越
し
て
超
越
的
自
己
の
全
体
を
統
一
し
、
意
志
に
於
て
我
々
は
認
識
の

世
界
を
超
越
し
て
実
在
全
体
を
統
一
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（N
K

Z2/268

）


