
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

松
本
長
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
序

　
カ
ン
ト
は
、
「
自
己
意
識
」
（
ω
Φ
一
げ
ω
こ
り
①
♂
＜
二
ゆ
叶
ω
Φ
一
コ
）
を
「
統
覚
」
（
＞
O
b
興
N
①
℃
鼠
。
昌
）
と
呼
ん
で
い
る
。
筆
者
は
、
既
に
拙
稿
「
統
覚

　
　
　
　
　
　
エ
　

と
自
己
意
識
」
に
於
い
て
、
「
統
覚
」
を
そ
の
語
源
に
即
し
て
「
知
覚
に
向
か
う
も
の
」
（
鋤
争
℃
臼
。
①
℃
¢
o
）
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」
（
以
下
「
演
繹
」
と
略
記
）
第
一
版
の
論
述
に
即
し
な
が
ら
、
自
己
意
識
が
必
然
的
に
統
覚
即
ち

「
知
覚
に
向
か
う
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
。
即
ち
、
自
己
意
識
の
本
質
は
、
「
表
象
の
可
能
性
の
制
約
（
認

識
の
主
観
的
制
約
）
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
対
象
の
可
能
性
の
制
約
（
認
識
の
客
観
的
制
約
）
」
で
あ
る
「
意
識
の
形
式
的
統
一
」
（
島
Φ

h
o
H
日
延
Φ
国
冒
ゴ
①
謬
α
Φ
ω
じ
d
Φ
≦
亘
ゆ
け
ω
巴
p
ω
）
（
〉
一
〇
㎝
）
即
ち
「
意
識
の
数
的
同
一
性
」
（
9
①
量
ヨ
Φ
N
凶
ω
o
ゴ
Φ
宣
8
自
什
痒
血
Φ
ω
o
」
Φ
署
q
ゆ
房
臨
霧
）

に
存
す
る
。
、
こ
の
よ
う
な
統
一
（
自
己
同
一
性
）
の
意
識
で
あ
る
こ
と
が
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

統
一
は
、
認
識
に
於
け
る
対
象
の
統
一
を
成
立
さ
せ
る
「
機
能
」
（
閏
巷
蓋
。
⇒
）
即
ち
「
綜
合
」
（
Q
o
旨
夢
Φ
ω
こ
の
働
き
に
即
し
て
成
立

す
る
「
機
能
の
同
一
性
」
（
＞
H
O
O
。
）
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
己
意
識
は
自
己
意
識
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
己
の
内
に
と

ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
必
然
的
に
対
象
の
側
へ
、
即
ち
対
象
の
表
象
（
知
覚
℃
Φ
『
o
①
℃
鉱
。
）
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
に

カ
ン
ト
に
於
い
て
自
己
意
識
は
統
覚
即
ち
巴
も
Φ
「
o
Φ
只
δ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
「
演
繹
」
第
一
版
の
論
述
に
即
し
た
統
覚
と
自
己
意
識
と
の
関
係
の
考
察
で
あ
る
。
「
演
繹
」
第
二
版
に
於
い
て
も
、
統
覚
と

七
一



七
二

自
己
意
識
の
こ
の
よ
う
な
（
同
｝
の
．
も
の
の
二
つ
の
名
称
で
あ
る
と
い
う
）
関
係
は
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
第
一
版

に
於
い
て
は
控
え
目
に
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
の
関
係
が
、
第
二
版
に
於
い
て
は
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
自
己
意
識
の
統
一
と
対
象
の
統
一

と
の
関
係
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
本
稿
に
於
い
て
、
ま
ず

自
己
意
識
を
め
ぐ
る
「
演
繹
」
第
二
版
の
叙
述
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
羽
振
－
o
Φ
零
Φ
o
ぼ
。
と
し
て
の
自
己
意
識
と
い
う
性
格
づ
け
を
再
確

認
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
自
己
意
識
で
あ
る
た
め
に
は
必
然
的
に
認
識
の
対
象
の
側
へ
と
、
し
か
も
そ
の
対
象
（
客
観
）
を
可
能

な
ら
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
「
自
己
意
識
」
の
も
つ
超
越
論
的
な
構
造
を
解
明
し
て
ゆ
き

た
い
と
思
う
。

　
　
　
一
　
「
我
思
う
」
と
」
自
己
意
識
の
同
一
性

　
　
　
　
　
　
－
表
象
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
自
己
意
識
一

　
カ
ン
ト
は
、
「
演
繹
」
第
二
版
に
於
い
て
、
ま
ず
「
結
合
」
（
＜
Φ
吾
ぎ
仙
§
ひ
q
）
　
「
般
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
悟
性
の
働
き
で
あ
り
、
ま
た

「
綜
合
」
（
Q
o
》
「
口
什
ご
Φ
q
o
一
ω
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
「
統
＝
（
国
曲
げ
Φ
こ
　
の
概
念
を
伴
っ
て
お
り
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
内
讐
Φ
ぴ
q
o
ユ
①
）
は
既
に
結
合
を
前
提
し
て
い
る
」
と
い
う
予
備
的
な
説
明
（
ゆ
覇
”
じ
d
旨
O
－
一
ω
一
）
を
行
っ
た
後
で
、
こ
の
結
合
或
い

は
綜
合
の
根
源
的
な
制
約
の
考
察
に
向
か
い
、

　
「
『
我
思
う
』
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
θ
拶
ω
乙
警
鳥
Φ
鼻
ρ
ヨ
島
巴
δ
葺
巴
⇒
Φ

　
＜
o
お
叶
Φ
＝
§
σ
q
窪
σ
Φ
ひ
q
蚕
8
⇔
犀
9
⇒
窪
●
）
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
全
く
思
惟
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
が
私
の
内
で
表
象
さ
れ

　
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
表
象
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
等
し



　
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
じ
u
H
⊆
。
一
い
）

と
語
り
出
す
。
と
も
か
く
も
表
象
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
表
象
は
「
私
」
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
表
象
に
於
け
る
多
様

（
こ
れ
が
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
は
、
こ
の
「
我
思
う
」
と
必
然
的
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
「
我
思
う
」
は
ま
ず
は
表
象
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
制
約
（
表
象
の
可
能
性
の
制
約
）
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
の
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

は
、
既
に
我
々
が
検
討
し
た
第
一
版
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
「
我
思
う
」
と
い
う
表
象
は
、
「
感
性
」
の
よ
う
に
他
か
ら
何
か
を

受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
「
私
」
（
凶
9
）
自
身
か
ら
発
す
る
働
き
で
あ
る
が
故
に
、
「
自
発
性
の
作
用
」
（
Φ
ぼ
〉
評
ξ
ω
偏
2
0
。
b
8
＄
づ
皿
け
餌
δ
）
で

あ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
「
経
験
的
統
覚
」
（
島
Φ
Φ
雲
上
「
同
ω
9
①
〉
℃
℃
①
「
N
Φ
9
8
）
と
区
別
し
て
、
「
純
粋
統
覚
」
（
島
①
「
Φ
冒
Φ
〉
燭
O
臼
N
①
O
口
。
コ
）

と
呼
び
、
ま
た
「
根
源
的
統
覚
」
（
臼
Φ
霞
ω
O
巳
⇒
励
q
浮
げ
Φ
＞
O
℃
Φ
「
N
①
冥
δ
昌
）
と
も
呼
ぶ
（
じ
u
一
再
）
。
　
「
我
思
う
」
を
根
源
的
統
覚
と
呼
ぶ

理
由
は
、
「
そ
れ
が
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
於
い
て
同
一
で
あ
る
『
我
思
う
』
と
い
う

表
象
を
産
出
し
、
も
は
や
い
か
な
る
統
覚
に
よ
っ
て
も
伴
わ
れ
え
な
い
自
己
意
識
で
あ
る
」
（
㊦
σ
匹
■
）
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
統
覚

は
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
於
い
て
自
己
同
一
的
で
あ
る
「
我
思
う
」
と
い
う
「
自
発
性
の
作
用
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
用
を
自
ら
産

出
し
、
自
ら
意
識
す
る
根
源
的
な
「
自
己
意
識
」
（
G
o
巴
げ
ω
8
Φ
≦
島
け
ω
Φ
冒
）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は

「
演
繹
論
」
第
二
版
で
は
、
論
述
の
冒
頭
か
ら
「
統
覚
」
が
「
自
己
意
識
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
打
ち
出
し
、
ま
た
「
自
己
同
一
性
」

を
自
己
意
識
の
本
質
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
統
覚
の
統
一
（
自
己
同
　
性
）
を
「
自
己
意
識
の

超
越
論
的
統
一
」
（
α
一
Φ
け
「
餌
P
ω
N
①
口
山
Φ
コ
け
鋤
一
Φ
団
一
⇒
ゴ
Φ
研
け
α
①
ω
O
D
Φ
一
σ
ω
け
σ
Φ
♂
＜
＝
ゆ
骨
6
0
①
｛
昌
ω
）
と
名
づ
け
る
。
こ
の
統
｝
を
「
超
越
論
的
」
と
名
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

け
る
の
は
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
可
能
性
を
こ
の
統
一
に
基
づ
い
て
示
す
た
め
」
（
Φ
げ
α
．
）
で
あ
る
。

　
論
述
は
、
ま
ず
は
「
自
己
同
一
性
」
（
一
〇
Φ
⇒
ひ
一
け
餌
叶
ω
Φ
一
昌
Φ
H
ω
①
一
σ
ω
け
）
を
め
ぐ
っ
て
始
め
ら
れ
る
。
「
我
思
う
」
が
表
象
の
可
能
性
の
制
約

で
あ
る
と
は
、
多
様
な
諸
表
象
は
元
来
「
私
に
と
っ
て
」
（
旨
「
巳
0
7
）
表
象
で
あ
る
の
で
あ
り
、
「
私
の
表
象
」
（
ヨ
Φ
ぎ
①
＜
o
毎
回
Φ
＝
§
o
q
）

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

七
三



七
四

と
し
て
「
こ
と
ご
と
く
一
つ
の
自
己
意
識
に
属
す
」
（
Φ
げ
鉱
．
）
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
換
言
す
れ
ば
「
我
思
う
」
と
い
う
自
発
性
の
作
用

の
下
に
（
即
ち
「
私
」
の
同
一
性
の
下
に
）
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
表
象
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

な
い
。
即
ち
、
私
の
表
象
は
、
全
て
、
こ
の
同
一
の
私
が
考
え
る
と
い
う
私
の
同
一
性
の
意
識
（
自
己
意
識
）
に
伴
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
初
め
て
私
の
表
象
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
「
一
つ
の
分
析
的
命
題
」
（
Φ
ぎ
p
⇒
9
ρ
ぞ
け
圃
ω
9
興
ω
禽
。
旨
）
（
o
d
一
ω
㎝
）

と
呼
ん
だ
、
あ
ら
ゆ
る
「
私
の
表
象
」
に
於
け
る
「
私
」
の
同
一
性
、
即
ち
「
統
覚
の
分
析
的
統
一
」
（
島
①
雪
至
心
ω
。
げ
Φ
田
旨
Φ
一
箆
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

＞
O
℃
Φ
旨
Φ
O
口
。
づ
）
（
じ
d
記
ω
）
と
い
う
自
明
の
事
態
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
「
諸
表
象
は
、
そ
れ
ら
が
そ
の
下
で
の
み
一
つ
の
普
遍
的
自
己
意
識

に
於
い
て
共
在
し
う
る
制
約
に
必
然
的
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
じ
d
一
G
。
b
。
）
こ
と
を
カ
ン
ト
は
指
摘
す
る
。
こ
の
制
約
と
は
「
綜
合
」

（
Q
D
冒
9
鼠
ω
）
で
あ
る
。
諸
表
象
は
、
そ
れ
ら
を
取
り
ま
と
め
る
綜
合
の
働
き
に
よ
っ
て
初
め
て
「
私
の
表
象
」
と
し
て
一
つ
の
自
己

意
識
の
下
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
様
々
な
表
象
［
そ
の
内
容
は
直
観
に
於
け
る
多
様
で
あ
る
］
に
伴
う

経
験
的
意
識
は
、
そ
れ
自
体
で
は
バ
ラ
バ
ラ
（
N
①
『
ω
け
「
①
d
評
）
で
あ
り
、
主
観
の
同
一
性
と
の
関
係
を
欠
い
て
い
る
」
（
じ
d
H
ω
ω
［
］
内
筆

者
）
た
め
に
、
表
象
が
た
だ
単
に
経
験
的
意
識
に
上
る
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
そ
れ
は
「
私
の
表
象
」
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
私
の
表
象
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
即
ち
内
容
か
ら
見
れ
ば
実
に
多
様
な
経
験
的
意
識
が
主
観
の
同
一
性
と
の
関
係
を
え
る
（
同
一

の
私
の
意
識
と
な
る
）
た
め
に
は
、
「
各
々
の
表
象
に
意
識
が
伴
う
」
だ
け
で
な
く
、
「
私
が
或
る
表
象
を
他
の
表
象
に
付
け
加
え
、
こ
れ

ら
の
表
象
の
綜
合
を
意
識
す
る
」
（
⑦
げ
畠
・
）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
私
は
、
与
え
ら
れ
た
表
象
の
多
様
を
一
つ
の
意
識
に
於
い
て
結
合
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
表
象
に
於
け
る
意
識
の
同
一

　
性
そ
の
も
の
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
（
Φ
区
．
）

即
ち
、
表
象
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
見
出
さ
れ
た
「
我
思
う
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
の
多
様
に
於
い
て
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
経
験



的
意
識
に
於
い
て
、
同
一
な
る
自
己
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
「
自
己
意
識
の
昌
昌
的
同
一
性
」
（
α
霞
呂
ひ
q
軌
轟
お
①

包
①
痩
目
鋒
匹
Φ
ω
ω
色
げ
ω
叶
σ
Φ
≦
二
ゆ
叶
ω
①
言
ω
）
（
し
u
一
ω
㎝
）
は
、
「
単
純
な
表
象
と
し
て
の
自
我
」
（
ユ
鋤
ω
ま
戸
巴
ω
Φ
ヨ
賦
9
Φ
＜
O
笏
8
＝
ロ
旨
ひ
q
）

（
Φ
び
鳥
’
）
が
与
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
自
己
意
識
の
汎
図
題
同
一
性
と
は
、
単
純
な
「
私
1
1
私
」
と
い
う
同
一
律
に
よ
っ
て
成

立
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
表
象
に
よ
っ
て
は
、
空
虚
な
「
自
我
の
表
象
」
　
（
＜
o
「
惹
句
§
σ
q
魁
①
ω
H
魯
）
は
与

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
多
様
は
与
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
多
様
を
含
む
「
私
の
表
象
」
（
B
Φ
ぎ
①
＜
o
撃
発
§
ひ
q
）
の
成
立
の
根
拠

と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
多
様
な
る
（
内
容
的
に
異
な
っ
た
）
意
識
が
、
そ
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
私
の

意
識
で
あ
る
根
拠
は
、
「
私
h
私
」
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
同
一
性
が
可
能
で
あ
る

た
め
に
は
、
自
己
意
識
（
統
覚
）
は
そ
の
自
発
性
の
作
用
に
於
い
て
、
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
コ
つ
の
意
識
」
に
於
い
て
表
象
の
多
様
を

綜
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
自
己
意
識
の
超
越
論
的
統
一
は
成
立
し
え
な
い
。
従
っ
て
、
純
粋
統
覚
は
、
そ
れ
が
表

象
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
即
ち
「
私
」
の
同
一
性
の
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
表
象
の
多
様
の
綜
合

の
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
統
覚
の
統
一
は
綜
合
の
作
用
を
自
ら
の
内
に
含
む
「
綜
合
的
統
＝
（
。
。
葦
昏
Φ
口
q
。
0
7
Φ

国
言
ず
蝕
け
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
、

　
「
統
覚
の
分
析
的
統
一
（
臼
①
鋤
旨
巴
畳
ω
o
冨
田
昌
①
詳
山
Φ
「
〉
薯
9
N
Φ
隣
δ
口
）
は
、
な
ん
ら
か
の
綜
合
的
統
一
（
マ
ひ
q
①
呂
Φ
言
臼

　
ω
旨
臼
魯
ω
o
プ
⑦
田
島
虫
け
）
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
」
（
じ
u
H
G
。
ω
）

　
「
直
観
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
私
の
規
定
さ
れ
た
思
惟
に
ア
プ
リ
オ
リ
に

　
先
行
す
る
と
こ
ろ
の
統
覚
の
同
一
性
の
根
拠
で
あ
る
。
」
（
し
d
一
認
）

と
も
表
現
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
表
象
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
自
己
意
識
（
統
覚
）
の
同
一
性
は
、
表
象
に
於
け
る
多
様
の
綜
合
と
い
う
働
き
に
即
し
た

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

七
五



七
六

「
綜
合
的
統
】
」
と
し
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
は
、
掌
る
直
観
に
於
い
て
私
に
与
え
ら
れ
る
表
象
の
多
様
に
関
し
て
、
同
］
の
自
己
　
（
α
簿
ω
一
匹
①
一
ρ
け
一
ω
O
げ
Φ
ω
Φ
一
σ
ω
け
）
を
意
識
し
て

い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
ら
の
表
象
を
総
じ
て
、
］
つ
の
表
象
を
な
す
私
の
表
象
と
名
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
こ
と
は
、
私
が
表
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
綜
合
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
綜
合
は
、
私
に
与
え
ら

れ
た
全
て
の
表
象
が
そ
の
統
一
の
下
に
立
つ
が
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
ら
の
表
象
は
或
る
綜
合
に
よ
っ
て
そ
の
統
一
の
下
に
も
た
ら
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
、
統
覚
の
根
源
的
綜
合
的
統
一
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
じ
d
同
ω
累
）

二

自
己
意
識
の
客
観
的
統
一
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
一
認
識
の
可
能
性
の
客
観
的
制
約
と
し
て
の
自
己
意
識
1

　
し
か
し
、
多
様
の
綜
合
は
、
対
象
の
内
に
あ
る
の
で
も
、
知
覚
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
結
合
」
の
作
用
で
あ
り
、

「
悟
性
」
（
ノ
＼
Φ
「
c
o
け
山
口
山
）
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
　
（
＜
駒
ピ
σ
U
一
ω
O
）
。
従
っ
て
、
統
覚
（
自
己
意
識
）
の
綜
合
的
統
一
は
悟
性
の
働
き
に
即

し
て
成
立
す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
カ
ン
ト
の
論
点
は
、
統
覚
の
統
一
と
対
象
と
の
関
係
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
も
第
一
版
と
対
応
し
て
い
る
。

　
悟
性
と
は
「
認
識
の
能
力
」
（
b
d
一
転
）
で
あ
り
、
認
識
と
は
、
「
与
え
ら
れ
た
表
象
の
或
る
客
観
に
対
す
る
一
定
の
関
係
」
（
①
σ
島
・
）
を

そ
の
本
質
と
す
る
。
そ
し
て
客
観
と
は
、
「
そ
の
概
念
に
於
い
て
、
或
る
与
え
ら
れ
た
直
観
の
多
様
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
＜
Φ
お
学

巳
m
魯
）
と
こ
ろ
の
も
の
」
（
Φ
9
隔
）
で
あ
る
。
客
観
の
本
質
は
多
様
の
「
合
一
」
（
＜
9
虫
巴
ひ
q
毒
ひ
q
）
に
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
版
に
於
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

て
「
表
象
の
対
象
」
の
本
質
を
「
認
識
の
必
然
的
統
一
」
と
し
た
こ
と
と
正
確
に
照
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
必
然
的
統
「
」
が
意
識

の
統
一
に
還
元
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
こ
の
「
合
一
」
も
意
識
の
統
一
に
収
敏
し
て
ゆ
く
。

　
「
表
象
の
あ
ら
ゆ
る
合
一
は
、
表
象
の
綜
合
に
於
け
る
意
識
の
統
一
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
、
意
識
の
統
一
は
、
そ
れ
の
み
が
薫
る

　
対
象
に
対
す
る
表
象
の
関
係
を
、
即
ち
表
象
の
客
観
的
妥
当
性
を
決
定
し
、
従
っ
て
表
象
が
認
識
と
な
る
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
で
あ

　
る
。
従
っ
て
悟
性
の
可
能
性
さ
え
も
こ
の
統
一
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
」
（
Φ
ぴ
巳

こ
の
よ
う
に
、
意
識
の
統
一
即
ち
統
覚
の
綜
合
的
統
一
は
、
客
観
的
認
識
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
根
源
的
な
制
約
即
ち
「
認
識
の
可
能
性

の
客
観
的
制
約
」
（
じ
u
H
ω
o
。
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
統
一
に
基
づ
い
て
初
め
て
、
対
象
と
の
関
係
を
有
す
る
表

象
即
ち
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
た
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
際
も
統
覚
の
綜
合
的
統
一
が
綜
合
の
働
き
に
即
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
点
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

点
に
こ
そ
、
統
覚
の
綜
合
的
統
一
が
、
認
識
の
可
能
性
の
客
観
的
制
約
と
な
る
根
拠
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
し
か
し
、
空
間
に
於
い
て
何
か
憤
る
も
の
を
、
例
え
ば
一
本
の
線
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
私
は
そ
れ
を
引
い
て
、
与
え
ら
れ
た
多

　
様
の
或
る
一
定
の
結
合
を
綜
合
的
に
成
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
働
き
の
統
一
は
同
時
に
（
一
本
の
線
の
概
念
に
於
け

　
る
）
意
識
の
統
｝
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
統
一
に
よ
っ
て
初
め
て
一
つ
の
客
観
（
或
る
一
定
の
空
間
）
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
（
o
d
一
ω
刈
h
）

統
覚
の
綜
合
的
統
一
と
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
の
綜
合
と
い
う
働
き
を
統
べ
る
も
の
と
し
て
の
「
働
き
の
統
一
」
（
国
損
ワ
①
泣
落
①
ω
興

寓
留
α
ξ
⇔
σ
Q
）
　
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
「
意
識
の
統
一
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
統
一
に
よ
っ
て
、
客
観
は
初
め
て
「
私

に
と
っ
て
客
観
と
な
る
」
（
し
d
お
Q
。
）
、
即
ち
直
観
の
多
様
が
そ
れ
に
於
い
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
（
統
一
を
も
つ
も
の
）
と
な
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
客
観
は
多
様
の
綜
合
に
於
い
て
、
し
か
も
そ
の
綜
合
の
働
き
の
統
一
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
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七
八

意
識
の
統
一
も
こ
の
働
き
の
統
一
と
し
て
、
こ
の
働
き
に
即
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
意
識
の
統
一
と
客
観
の
統
一
の

成
立
は
同
時
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
こ
の
意
識
の
統
一
即
ち
「
統
覚
の
超
越
論
的
統
＝
は
、
客
観
と
は
何
の
関
係
も
も
た
な
い
単

な
る
意
識
内
部
の
事
柄
或
い
は
「
内
感
の
或
る
規
定
」
　
（
Φ
冒
①
し
d
⑦
ω
ロ
ヨ
ヨ
毒
σ
q
α
①
ω
一
こ
口
興
窪
曽
8
Φ
ω
）
　
と
し
て
の
「
意
識
の
主
観
的
統

一
」
（
9
Φ
ω
笑
い
Φ
犀
江
く
Φ
田
昌
Φ
津
仙
Φ
ω
ロ
」
Φ
甫
白
房
①
ぎ
ω
）
と
は
「
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
ご
匂
H
ω
④
）
の
で
あ
り
、
そ
の
本
性
に
従
っ

て
、
「
客
観
妥
当
的
」
（
O
σ
㎞
①
吋
江
く
晦
ロ
一
叶
一
㎞
四
）
（
切
＝
O
）
な
、
即
ち
客
観
と
の
関
係
を
有
す
る
「
客
観
的
統
一
」
（
0
9
Φ
犀
ぼ
く
Φ
国
勢
げ
①
己
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
客
観
的
統
　
即
ち
綜
合
の
働
き
の
統
一
は
、
悟
性
の
働
き
に
即
し
て
成
立
す
る
。
悟
性
の
働
き
は
「
判

断
」
（
d
再
Φ
巳
と
い
う
形
の
綜
合
で
あ
る
。
悟
性
と
は
、
判
断
と
い
う
形
で
認
識
を
行
な
う
知
性
的
能
力
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
例
え
ば
、
　
カ
ン
ト
が
論
理
学
の
講
義
の
教
科
書
と
し
て
用
い
て
い
た
G
・
F
・
マ
イ
ア
ー
の
『
論
理
学
綱
要
』
（
〉
易
N
信
m
q

蝉
話
島
R
＜
Φ
ヨ
§
建
①
寓
Φ
）
に
よ
れ
ば
、
判
断
の
定
義
は
、
「
判
断
と
は
い
く
つ
か
の
概
念
の
論
理
的
関
係
の
表
象
で
あ
る
。
」
（
田
⇒
d
詳
①
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
�
C
帥
O
陣
O
B
）
δ
け
Φ
ぎ
Φ
＜
o
誘
8
＝
二
昌
α
q
虫
⇒
Φ
巴
。
ひ
q
ぢ
0
7
Φ
固
く
①
｝
巴
什
三
ω
ω
Φ
ω
Φ
凶
三
ひ
q
臼
b
d
Φ
ひ
q
「
凶
凍
Φ
．
）
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
論
理
学
者
達
が
判
断
一
般
に
つ
い
て
与
え
て
き
た
説
明
」
（
じ
d
置
O
）
に
カ
ン
ト
は
満
足
で
き
な
い
。
判
断
と
は
、
マ
イ
ア
ー
の
定
義
す

る
よ
う
な
「
二
つ
の
概
念
問
の
関
係
の
表
象
」
（
Φ
区
．
）
で
は
な
く
、
「
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
様
式
」

（
し
U
H
凸
）
で
あ
る
。
判
断
に
於
け
る
コ
ブ
ラ
．
．
一
ω
覧
（
～
で
あ
る
）
が
目
指
し
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
客
観
的
統
一
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
」
と
は
、
い
か
な
る
事
態
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
こ

れ
を
、
認
識
に
於
け
る
諸
表
象
が
「
単
に
知
覚
に
於
い
て
共
在
　
（
σ
①
一
ω
餌
巳
P
ヨ
Φ
づ
）
　
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
観
の
状
態
の
相
違
に
関

わ
り
な
く
、
客
観
に
於
い
て
結
合
（
＜
Φ
H
げ
虹
流
血
Φ
昌
）
さ
れ
て
い
る
」
（
じ
d
一
説
）
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
我
々
が
「
物
体

は
重
い
」
　
（
∪
興
内
α
壱
Φ
ユ
除
ω
o
げ
類
①
【
．
）
と
い
う
判
断
を
下
す
場
合
、
我
々
は
、
「
物
体
」
と
「
重
さ
」
と
い
う
二
つ
の
表
象
は
我
々
が



そ
れ
に
つ
い
て
言
明
し
て
い
る
当
の
物
体
（
認
識
の
客
観
）
に
於
い
て
結
合
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
我
々
が
偶
然
に
心

の
内
で
そ
う
思
っ
て
い
る
（
こ
の
二
つ
の
表
象
を
勝
手
に
結
び
つ
け
て
い
る
）
に
す
ぎ
な
い
と
は
決
し
て
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

判
断
の
客
観
的
妥
当
性
と
い
う
概
念
の
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
表
象
が
　
「
客
観
に
於
い
て
結
合
さ
れ
て
い
る
」
（
一
睡
0
9
Φ
葬

く
。
暑
§
ユ
Φ
昌
ω
①
冒
）
と
い
う
こ
と
は
、
諸
表
象
が
主
観
に
於
い
て
偶
然
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
が
「
意
識
の
主
観
的
統
＝
の
内

実
）
の
で
は
な
く
、
或
る
必
然
性
を
も
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
諸
表
象
が
「
客
観
に
於
い
て
結
合
さ
れ
て

い
る
」
と
は
、
諸
表
象
が
「
必
然
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
客
観
」
と
は
諸
表
象
の
必
然
的

結
合
を
表
わ
す
概
念
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
上
で
客
観
の
本
質
と
言
わ
れ
た
多
様
の
「
合
一
」
　
（
＜
Φ
邑
三
ひ
q
二
縄
）
　
と
は
、
こ
の
よ

う
な
諸
表
象
の
必
然
的
結
合
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
合
一
は
「
表
象
の
綜
合
に
於

け
る
意
識
の
統
一
」
（
b
ゴ
H
ω
刈
）
を
、
そ
れ
故
に
「
働
き
の
統
一
」
〔
ゆ
轟
。
。
）
を
必
要
と
す
る
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
の
合
一
は
意
識
の
統
一

と
別
物
で
は
な
い
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
綜
合
の
働
き
の
統
一
に
於
い
て
初
め
て
諸
表
象
の
必
然
的
結
合
が
（
従
っ

て
客
観
が
）
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
判
断
の
コ
ブ
ラ
．
．
禦
、
、
が
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
判
断
に
於
け
る
諸
表
象
が
必
然
的

に
結
合
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
判
断
の
客
観
的
妥
当
性
は
こ
の
必
然
的
結
合
に
基
づ
い
て
主
張
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
、
こ
の
諸
表
象
の
必
然
的
結
合
が
、
諸
表
象
が
意
識
の
統
一
（
統
覚
の
客
観
的
統
一
）
の
下
に
属
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ

　
　
　
　
あ
　

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
論
述
で
は
、
諸
表
象
が
統
覚
の
客
観
的
統
一
の
下
に
属
す
こ
と
と
諸
表
象
が
必
然
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
が
何
故
に
同
義
で
あ
る
の
か
は
、
十
分
に
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
「
純
粋
悟
性
概
念
」
（
器
ヨ
費

く
興
ω
富
コ
α
霧
σ
①
ぴ
q
課
｛
）
即
ち
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
（
内
讐
Φ
轡
q
o
ぼ
Φ
）
に
他
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
「
与
え
ら
れ
た
表
象
の
多
様
が
そ
れ
に
よ
っ
て
統
覚
一
般
の
下
に
入
れ
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
の
悟
性
の
働
き
は
、
判
断
の
論
理
的

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

七
九



八
○

機
能
（
δ
ひ
q
δ
9
Φ
単
二
昇
臨
8
鼠
ω
¢
居
叶
巴
の
）
で
あ
る
。
」
（
じ
d
に
ω
）
そ
し
て
同
じ
こ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
直
観
に
於
け
る
多

様
が
判
断
の
論
理
的
機
能
の
「
つ
に
関
し
て
規
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
上
述
の
「
物
体
は
重
い
」
と
い
う
判
断
に
於
い
て
、
そ
の
判
断
の

客
観
で
あ
る
「
物
体
」
の
直
観
に
於
け
る
多
様
は
定
言
的
判
断
の
機
能
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
延
長
や
不
可
入
性
を
も
つ
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
　

る
も
の
と
し
て
の
こ
の
「
物
体
」
は
実
体
で
あ
り
、
「
重
さ
」
は
そ
の
偶
有
性
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
の
機
能
を
表
わ
す
概
念
が

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
他
な
ら
な
い
（
Φ
び
導
く
笹
》
刈
P
o
d
一
〇
島
）
。
従
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
統
一
の
下
に
も
た
ら
す
悟
性
の

働
き
（
判
断
〉
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
「
自
ら
に
対
し
て
他
か
ら
つ
ま
り
直
観
に

於
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
の
綜
合
を
統
覚
の
統
一
へ
と
も
た
ら
す
働
き
」
（
じ
d
一
ホ
）
を
そ
の
本
質
と
す
る
悟
性
が
有
し
て
い
る
「
規
則
」

（
力
Φ
α
q
亀
　
に
他
な
ら
な
い
。
悟
性
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
示
す
規
則
に
従
っ
て
、
直
観
に
於
け
る
多
様
を
綜
合
し
、
そ
れ
を
統
覚
（
自
己
意

識
）
の
統
一
へ
と
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
己
意
識
の
超
越
論
的
統
一
と
し
て
の
統
覚
の
綜
合
的
統
一
は
、
多
様
の
綜
合
と
い

う
働
き
の
統
一
と
し
て
成
立
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
働
き
の
規
則
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
則
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
認
識

の
客
観
の
本
質
が
直
観
の
多
様
の
合
】
（
綜
合
的
統
一
）
で
あ
る
以
上
、
客
観
は
悟
性
の
働
き
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
、
悟
性

の
働
き
は
そ
の
規
則
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
則
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
即
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
示
す
綜
合
的
統
一
の
規
則
こ
そ
、
客
観
的
認

識
（
客
観
を
客
観
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
）
に
必
要
な
事
態
、
即
ち
そ
の
認
識
に
於
け
る
諸
表
象
の
必
然
的
結
合
と
い
う
事
態
を
可
能
な

ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
客
観
の
本
質
で
あ
る
諸
表
象
の
必
然
的
結
合
は
、
綜
合
的
統
】
の
規
則
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い

て
、
初
め
て
「
必
然
的
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
表
象
が
必
然
的
に
結
合
さ
れ
る
根
拠
を
、
諸
表
象
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

い
う
「
規
則
」
の
下
に
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
求
め
、
そ
れ
が
即
ち
統
覚
（
自
己
意
識
）
の
綜
合
的
統
一
の
下
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

な
ら
な
い
と
す
る
点
も
、
第
一
版
と
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
故
に
、
客
観
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
。

こ
れ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
の
根
拠
で
あ
る
（
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
「
演
繹
」
の
目
的
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
自
己
意
識
（
統



覚
）
の
統
一
は
、
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
即
し
て
、
対
象
か
ら
与
え
ら
れ
る
直
観
に
於
け
る
多
様
を
綜
合
し
「
一
つ
の
客
観
」

統
一
す
る
と
い
う
働
き
の
統
一
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
認
識
の
可
能
性
の
制
約
と
な
る
の
で
あ
る
。

へ
と

三
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

　
一
構
想
力
の
形
象
的
綜
合
1

　
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
演
繹
」
第
二
版
の
叙
述
に
即
し
つ
つ
、
統
覚
（
自
己
意
識
）
の
綜
合
的
統
一
が
、
表
象
の
可
能
性

の
制
約
で
あ
る
と
同
時
に
、
客
観
的
認
識
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
第
二
版
の

思
考
の
歩
み
が
、
第
一
版
の
そ
れ
と
基
本
的
に
「
致
す
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
我
々
が
考
察
し
て
き
た
「
演
繹
」
第
一
五
節
か
ら
第
二
〇
節
ま
で
の
論
述
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥

当
性
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
が
始
め
ら
れ
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

（
じ
u
一
念
）
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
従
来
様
々
な
解
釈
を
生
ん
で
き
た
が
、
筆
者
は
、
第
二
〇
節
ま
で
の
論
述
だ
け
で
は
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
本
来
妥
当
す
べ
き
「
客
観
」
の
概
念
が
ま
だ
十
全
に
は
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

い
う
概
念
が
い
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
即
ち
、
第
二
〇
節
ま
で
に
解
明
さ
れ
た
「
客
観
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
留
る
与
え
ら
れ
た
直
観
一
般
の
多
様
」
（
富
ω
寓
き
昆
ひ
q
（
巴
臨
σ
Q
Φ
①
帥
コ
Φ
『
ひ
q
①
ひ
Q
①
σ
Φ
づ
窪
〉
⇒
ω
o
げ
雲
⊆
づ
σ
q
口
σ
Φ
吾
霊
口
）
（
し
d
H
臨
傍
点
筆

者
）
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
既
に
「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
於
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
我
々
人
間
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
の
は
「
空
間
・
時
間
」
と
い
う
直
観
形
式
を
も
っ
た
「
我
々
の
感
性
的
直
観
」
（
§
ω
Φ
お
ω
ヨ
島
。
7
Φ

〉
コ
ω
o
げ
磐
§
ひ
q
）
（
ゆ
に
。
。
）
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
々
の
人
間
的
悟
性
の
有
す
る
概
念
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
妥
当
し
う
る
の
は
、

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

八
一



八
二

こ
の
よ
う
な
直
観
形
式
に
於
い
て
与
え
ら
れ
た
我
々
の
感
性
的
直
観
の
多
様
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
多
様
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ
て

成
立
す
る
客
観
だ
け
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
本
来
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
我
々
の
感
性
的
直
観
に
適
用
さ
れ
る
場
合

に
の
み
客
観
的
認
識
を
与
え
る
。
つ
ま
り
直
観
に
於
け
る
多
様
の
綜
合
の
規
則
と
し
て
妥
当
す
る
。
従
っ
て
、
我
々
の
感
性
的
直
観
の
対

象
即
ち
可
能
的
経
験
の
対
象
だ
け
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
に
基
づ
い
て
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
下
に
立
つ
、
換
言
す
れ
ば
必
然
的
統
一

を
も
つ
、
即
ち
「
客
観
」
と
し
て
成
立
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
我
々
の
感
性
的
直
観
の
多
様
を
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
下
に
も
た
ら
し
、
可
能
的
経
験
の
対
象
を
成
立
さ
せ
る
悟
性
の
働

き
を
、
カ
ン
ト
は
「
形
象
的
綜
合
」
（
訣
ひ
q
口
島
。
げ
Φ
ω
雪
解
Φ
ω
置
（
ω
善
夢
①
ω
置
ω
O
Φ
9
0
ω
p
）
）
（
b
d
ま
一
）
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
単
に
直
観
一

般
の
多
様
を
綜
合
す
る
働
き
で
あ
る
「
悟
性
結
合
（
知
性
的
綜
合
）
」
（
＜
興
ω
8
巳
Φ
ω
＜
Φ
吾
ぎ
9
¢
昌
α
q
（
ω
旨
意
Φ
ω
δ
ヨ
け
亀
①
。
革
嚢
＝
ω
）
）

（
Φ
9
．
）
と
区
別
す
る
。
「
悟
性
結
合
（
知
性
的
綜
合
と
と
は
、
受
容
的
（
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
）
直
観
に
於

い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
を
結
合
す
る
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
悟
性
の
働
き
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
「
形
象
的
綜
合
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
結
合
作
用
が
「
我
々
の
感
性
的
直
観
」
に
及
ぼ
さ
れ
た
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

形
象
的
綜
合
に
よ
っ
て
、
「
単
な
る
思
考
形
式
　
（
σ
一
〇
ゆ
Φ
∩
㌣
①
◎
帥
⇒
評
Φ
〔
眺
O
同
ゴ
P
Φ
づ
）
　
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
客
観
的
実
在
性
を
、
即
ち
直

観
に
於
い
て
我
々
に
対
し
て
し
か
し
単
に
現
象
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
う
る
諸
対
象
へ
の
適
用
を
う
る
の
で
あ
る
。
」
（
じ
d
届
O
ご
さ
ら
に

カ
ン
ト
は
、
こ
の
形
象
的
綜
合
を
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
感
能
を
そ
の
形
式
に
従
っ
て
統
覚
の
統
一
に
則
っ
て
規
定
す
る
」
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

則
っ
た
直
観
の
綜
合
」
（
ゆ
H
器
）
で
あ
り
、
「
悟
性
の
感
性
に
対
す
る
作
用
（
虫
昌
Φ
を
罵
貯
巨
ひ
Q
鎚
①
ω
＜
臼
ω
鐘
巳
Φ
ω
蝉
ξ
9
①
Q
D
冒
巳
一
〇
プ
犀
①
己

で
あ
り
、
我
々
の
可
能
的
直
観
の
対
象
に
対
す
る
悟
性
の
最
初
の
適
用
（
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
他
の
適
用
の
根
拠
）
で
あ
る
」
（
Φ
σ
α
．
）
と

規
定
す
る
。
従
っ
て
、
形
象
的
綜
合
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
我
々
の
感
性
的
直
観
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々

の
認
識
の
二
つ
の
原
理
即
ち
　
「
人
間
の
認
識
の
二
つ
の
幹
」
　
（
〉
一
ρ
し
U
b
。
¢
）
　
で
あ
る
「
感
性
と
悟
性
」
が
触
れ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、



我
々
の
認
識
の
本
来
の
対
象
で
あ
る
「
現
象
と
し
て
の
対
象
」
が
成
立
す
る
場
面
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
こ
の
形
象
的
綜
合
の
働
き
を
カ
ン
ト
は
、
「
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
」
（
臼
Φ
π
き
ω
N
①
＆
①
艮
巴
。
Q
。
《
づ
9
①
ω
｝
巴
9
国
ぎ
げ
＝
α
8
ひ
q
ω
犀
鎚
津
）

（
b
u
一
丁
）
と
呼
び
、
「
生
産
的
構
想
力
」
（
臼
Φ
腰
○
身
昏
ぞ
Φ
出
田
び
一
一
匹
§
ひ
q
ω
町
江
戸
）
（
u
u
一
管
）
の
働
き
と
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
「
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

繹
」
に
続
く
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
機
能
に
つ
い
て
」
（
所
謂
「
図
式
論
」
　
（
O
D
。
げ
Φ
ヨ
9
。
叶
δ
臼
二
ω
冨
豆
8
一
）
）
　
に
於
い
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
純
粋
悟
性
概
念
の
「
超
越
論
的
図
式
」
（
母
ω
時
圏
ω
N
Φ
鼠
①
葺
巴
Φ
Q
。
。
冨
B
鋤
）
を
、
即
ち
純
粋
悟
性
概
念
を
現
象
に
適
用
す
る
媒
介
者

で
あ
り
「
構
想
力
の
産
物
」
（
〉
に
ρ
ゆ
H
謬
）
で
あ
る
「
超
越
論
的
時
間
規
定
」
（
け
茜
湧
N
Φ
＆
①
夏
日
Φ
N
Φ
詳
σ
①
ω
口
日
ヨ
§
ひ
q
）
（
〉
一
ω
。
。
”
b
d

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

一
輪
）
と
し
て
の
「
超
越
論
的
図
式
」
を
産
出
す
る
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
、
「
自
発
性
と
し
て
の
悟
性
は
、
統
覚
の

綜
合
的
統
一
に
則
っ
て
所
与
表
象
の
多
様
を
通
し
て
内
感
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
b
d
一
㎝
O
）
と
言
わ
れ
た
、
悟
性
の
働
き
に
他
な

ら
な
い
。
こ
こ
に
は
或
る
種
の
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
形
象
的
綜
合
の
働
き
を
担
う
の

は
、
悟
性
と
い
う
心
的
能
力
で
あ
る
の
か
或
い
は
構
想
力
と
い
う
心
的
能
力
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
悟
性
の
働
き
と
言
わ

れ
よ
う
と
、
生
産
的
構
想
力
の
働
き
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
そ
の
本
質
は
、
統
覚
の
綜
合
的
統
一
に
則
っ
て
、
或
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
則
っ
て
感
性
的
直
観
の
多
様
を
統
一
へ
と
も
た
ら
す
働
き
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
形
象
的
綜
合
の
本
質
を
な
す
も
の

は
、
統
覚
（
自
己
意
識
）
の
綜
合
的
統
一
で
あ
り
、
そ
の
統
一
が
我
々
の
感
性
的
直
観
に
及
ぼ
さ
れ
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
態
そ
の
も

の
で
あ
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
は
こ
の
「
形
象
的
綜
合
」
に
於
い
て
、
自
己
意
識
の
綜
合
的
統
一
が
、
認
識
の
客
観
の
成
立
の
根
源
的
制
約

で
あ
る
こ
と
を
十
全
な
形
で
描
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
二
版
の
「
演
繹
」
の
最
終
段
階
で
あ
る
第
二
六
節
の

　
「
そ
れ
故
、
既
に
我
々
の
外
な
る
或
い
は
内
な
る
多
様
の
綜
合
の
統
一
さ
え
も
、
従
っ
て
ま
た
空
間
或
い
は
時
間
に
於
い
て
規
定
さ
れ

　
て
表
象
さ
れ
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
れ
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
結
合
も
、
あ
ら
ゆ
る
覚
知
の
綜
合
の
制
約
と
し
て
、
ア
ブ

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

八
三



八
四

　
リ
オ
リ
に
既
に
こ
れ
ら
の
直
観
［
空
間
と
怪
聞
］
と
と
も
に
（
の
内
に
で
は
な
い
）
同
時
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
綜
合

　
的
統
｝
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
一
つ
の
根
源
的
意
識
に
於
け
る
計
る
与
え
ら
れ
た
直
観
］
般
の
多
様
の
結
合
の
統
一
が
、
我
々
の

　
感
性
的
直
観
に
適
用
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
ロ
u
H
①
一
［
］
内
筆
者
）

と
い
う
叙
述
に
於
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
知
覚
パ
芝
帥
寓
目
9
∋
琶
α
q
）
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
覚
知
の
綜
合
」
（
ω
団
づ
夢
Φ
巴
ω
山
窩

＞
O
買
筈
Φ
p
ω
帥
9
｝
）
（
切
一
①
O
）
に
於
い
て
、
そ
れ
故
に
経
験
的
認
識
の
最
初
の
段
階
と
し
て
の
知
覚
に
於
い
て
、
既
に
意
識
の
統
一
が
存
す

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
統
一
と
は
、
自
己
意
識
の
綜
合
的
統
一
が
「
形
象
的
綜
合
」
と
い
う
働
き
を
通
し
て
「
我
々
の
感
性
的
直
観
」
に

及
ぼ
さ
れ
た
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
確
か
に
「
演
繹
」
第
一
版
に
於
い
て
は
「
形
象
的
綜
合
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
第
一
版
に
於
い

て
も
、
自
己
意
識
の
綜
合
的
統
一
が
空
間
・
時
間
と
い
う
形
式
を
も
つ
我
々
の
感
性
的
直
観
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
第
一
版
に
於
い
て
は
、
統
覚
の
統
一
に
基
づ
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
を
遂
行
す
る
前
に

構
想
力
の
「
三
重
の
綜
合
」
　
（
虫
づ
Φ
痔
Φ
瞠
鋤
。
げ
⑦
ω
《
暮
げ
Φ
甑
ω
）
　
（
〉
零
）
　
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
綜
合
の
第
一
段
階
で
あ
る

「
覚
知
の
綜
合
」
と
は
、
ま
さ
に
我
々
の
感
性
的
直
観
に
於
け
る
多
様
を
多
様
と
し
て
心
の
内
に
受
け
入
れ
る
働
き
に
他
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
　
（
＜
α
q
一
．
》
㊤
㊤
）
。
　
そ
し
て
、
第
一
版
の
叙
述
で
は
、
統
覚
の
綜
合
的
統
「
は
、
こ
の
「
三
重
の
綜
合
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
根

源
的
制
約
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
第
一
版
に
於
い
て
「
形
象
的
綜
合
」
に
対
応
す
る
働
き
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

「
三
重
の
綜
合
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ま
た
、
統
覚
（
自
己
意
識
）
の
綜
合
的
統
一
は
、
第
一
版
に
於

い
て
も
元
来
我
々
の
感
性
的
直
観
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
に
存
す
る
の
は
、
第
一
版
に
於
い

て
は
「
演
繹
」
の
ま
ず
最
初
に
考
慮
さ
れ
た
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
結
論
が
、
第
二
版
に
於
い
て
は
後
半
部
に
於
い
て
考
慮
さ
れ
る
と

い
う
「
叙
述
法
の
修
正
」
（
じ
d
×
×
×
一
×
）
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。



　
従
っ
て
、
統
覚
（
自
己
意
識
）
の
綜
合
的
統
一
は
、
空
間
・
時
間
と
い
う
形
式
を
も
っ
た
感
性
的
直
観
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
と
し
て

の
み
成
立
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
於
い
て
見
出
さ
れ
る
表
象
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
「
自
己
意
識
の
汎
通
的
同
一
性
」
（
O
d

お
釦
）
も
、
ま
た
認
識
の
対
象
を
「
一
つ
の
客
観
」
（
じ
u
一
ω
・
。
）
と
し
て
成
立
さ
せ
る
客
観
的
認
識
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
「
自
己
意

識
の
客
観
的
統
一
」
（
ロ
d
一
ω
O
）
も
、
こ
の
よ
う
な
感
性
的
直
観
の
多
様
の
綜
合
と
い
う
働
き
に
於
い
て
、
そ
の
「
働
き
の
統
一
」
（
し
u
お
。
。
）

と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
に
於
い
て
、
自
己
意
識
は
、
確
か
に
「
我
思
う
」
と
い
う
思
惟
の
純
粋
な
自
発

性
の
働
き
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
が
自
己
意
識
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
単
に
自
己
を
思
惟
し
意
識
す
る
と

い
う
純
粋
に
知
性
的
（
悟
性
的
）
な
働
き
だ
け
で
充
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
本
質
で
あ
る
「
自
己
同
一
性
」
を
自
ら

意
識
す
る
、
即
ち
自
己
意
識
と
な
る
た
め
に
は
、
自
己
意
識
は
認
識
の
対
象
を
表
象
す
る
と
い
う
心
の
働
き
に
「
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
　
（
じ
d
一
も
。
H
）
の
で
あ
り
、
こ
の
対
象
を
対
象
と
し
て
、
即
ち
そ
の
内
に
　
「
統
↓
」
を
も
っ
た
客
観
と
し
て
成
立
さ
せ
る
　
（
認
識
す

る
）
と
い
う
働
き
に
即
し
て
初
め
て
自
己
意
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
は
、
我
々
の
感
性
的
直
観
の
対
象
即
ち
「
現
象

と
し
て
の
対
象
」
に
対
し
て
の
み
正
当
に
行
使
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
自
己
意
識
は
、
構
想
力
の
形
象
的
綜
合
即
ち
現
象
と
し
て
の
対
象
を

我
々
が
認
識
す
る
働
き
そ
の
も
の
に
即
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
表
象
一
般
の
多
様
の
超
越
論
的
綜
合
に
於
い
て
、
従
っ
て
統
覚
の
綜
合
的
根
源
的
統
一
に
於
い
て
、
私
は
私
自
身
を
意
識
す
る
。
」

　
　
　
　
　
　

　
（
b
d
一
零
）

形
象
的
綜
合
は
、
統
覚
が
認
識
の
対
象
の
表
象
の
統
一
を
可
能
に
す
る
場
面
、
言
い
換
え
れ
ば
対
象
の
表
象
即
ち
「
知
覚
」
（
o
Φ
円
8
位
。
）

に
向
い
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
旦
ハ
体
的
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
己
意
識
は
自
ら
自
己
意
識
で
あ
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
認
識
の
対

象
を
可
能
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
対
象
の
側
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
「
自
己
意
識
の

超
越
論
的
構
造
」
　
（
O
一
Φ
一
円
9
⇒
ω
N
Φ
づ
α
①
八
け
鋤
一
Φ
ω
け
『
＝
脚
け
亘
「
α
Φ
ω
ω
⑦
＝
∪
ω
こ
り
Φ
ぐ
く
¢
ゆ
け
ω
①
一
P
ω
）
　
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
自
己
意
識
の
超

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

八
五



八
六

越
論
的
構
造
が
形
象
的
綜
合
に
於
い
て
そ
の
十
全
な
る
姿
を
現
わ
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
意
識
が
認
識

の
対
象
を
可
能
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
対
象
の
側
に
向
か
う
た
め
の
通
路
は
、
我
々
の
感
性
的
直
観
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
、
我
々
の
自

己
意
識
は
、
認
識
の
受
容
性
の
原
理
を
担
う
「
感
性
」
（
ω
云
為
。
冥
Φ
ε
を
も
つ
自
己
意
識
で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
構

造
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
統
覚
」
（
〉
℃
℃
①
護
①
℃
菖
。
コ
）
即
ち
「
知
覚
に
向
か
う
も
の
」
（
四
α
も
臼
0
8
口
。
）
と
い

う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
「
演
繹
」
第
一
版

と
第
二
版
の
叙
述
の
間
に
は
、
基
本
的
な
思
想
の
変
化
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四
自
己
意
識
と
自
己
認
識

　
以
上
の
論
考
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
本
来
の
課
題
は
達
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
特
に
第
二
版
に
於
い
て
カ
ン
ト
が
自
己
意
識
の
問
題
を
重

視
し
、
自
己
意
識
に
伴
う
い
く
つ
か
の
間
題
を
第
一
版
に
は
な
い
観
点
か
ら
改
め
て
論
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
旦
ハ
体
的
に
は
、
「
演
繹
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

第
二
四
節
の
後
半
部
と
第
二
五
節
、
さ
ら
に
「
純
粋
悟
性
の
諸
原
則
の
体
系
」
の
「
観
念
論
論
駁
」
の
箇
所
、
そ
し
て
「
純
粋
理
性
の
パ

　
　
　
　
　
　
　

ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
で
あ
る
。
即
ち
、
第
二
版
に
於
い
て
書
き
改
め
ら
れ
た
箇
所
の
大
部
分
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
こ
で
は
カ
ン
ト
に
於

け
る
自
己
意
識
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
中

で
特
に
形
象
的
綜
合
と
の
密
接
な
連
関
を
も
つ
自
己
意
識
と
自
己
認
識
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
本
論
考
を
補
足
す
る
も
の
と
し
た
い
。
な

お
残
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　
自
己
意
識
と
自
己
認
識
（
図
H
『
①
づ
コ
け
P
一
ω
ω
Φ
｛
口
Φ
「
ω
Φ
一
σ
ω
け
）
の
問
題
を
め
ぐ
る
基
本
的
な
事
柄
は
、
主
に
「
演
繹
」
第
二
四
節
後
半
部
と

第
二
五
節
に
於
い
て
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



　
ま
ず
第
二
四
節
に
於
い
て
は
、
所
謂
「
内
感
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
問
題
、
つ
ま
り
は
内
感
に
於
い
て
「
我
々
は
我
々
自
身
に
対
し
て

受
動
的
（
一
Φ
置
Φ
コ
匹
）
に
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
（
b
d
題
ω
）
と
い
う
問
題
か
ら
、
「
私
」
（
8
7
）
の
二
重
性
の
問
題
、
即
ち
「
我
思
う
」

（
一

囑
ﾚ
匙
Φ
コ
一
（
Φ
。
）
　
に
於
い
て
表
わ
さ
れ
る
「
私
」
換
言
す
れ
ば
超
越
論
的
統
覚
と
し
て
の
「
私
」
と
、
経
験
的
統
覚
或
い
は
経
験
的
自
己

意
識
に
於
け
る
「
私
」
と
の
二
重
性
の
問
題
が
提
出
さ
れ
る
。
経
験
的
統
覚
は
（
内
的
直
観
の
能
力
と
し
て
の
）
内
感
と
も
呼
ば
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
は
、
ま
ず
は
思
惟
の
主
体
（
主
観
）
と
直
観
の
主
体
と
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
内
的
直
観

と
は
結
局
は
自
己
の
状
態
を
捉
え
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
内
的
直
観
の
対
象
は
直
観
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
た
自
己
で
し

か
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
経
験
的
統
覚
に
於
け
る
「
私
」
と
は
内
的
直
観
の
客
観
と
し
て
の
自
己
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
問

題
は
、
「
私
」
が
、
一
方
で
は
純
粋
に
自
発
的
な
思
惟
の
主
体
（
Q
o
呂
」
Φ
簿
）
と
し
て
意
識
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
受
容
的
な
直
観
（
内

的
直
観
）
に
於
い
て
与
え
ら
れ
た
客
観
（
○
豆
①
写
）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
、
自
己
認
識
に
於
け
る
「
私
」
の
二
重
性
の
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
こ
の
二
重
の
「
私
」
は
や
は
り
「
同
じ
主
観
と
し
て
同
一
」
（
巴
ω
α
器
ω
巴
σ
Φ
Q
り
G
9
Φ
簿
Φ
一
ロ
巴
巴

（
b
d
一
蜜
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
問
題
は
、
所
謂
「
自
己
触
発
」
（
Q
Q
①
一
げ
ω
け
P
｛
噛
Φ
げ
匡
O
⇒
）
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
於
い
て
「
触
発
」
と
い
う
概
念
は

基
本
的
に
は
「
認
識
の
受
容
性
」
を
表
わ
し
て
い
る
。
我
々
の
認
識
に
於
い
て
、
我
々
は
対
象
か
ら
感
能
を
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

対
象
の
具
体
的
内
容
を
受
け
取
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
感
性
的
直
観
に
於
い
て
対
象
（
客
観
）
を
受
け
取
る
こ
と
な
し
に
は
認
識
は

成
立
し
な
い
。
こ
れ
は
自
己
認
識
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
自
己
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
我
々
は
認
識
し
て
い
る
こ
の
「
私
」

（
主
観
）
を
内
的
直
観
の
客
観
と
し
て
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
は
内
感
の
触
発
を
通
し
て
、
自
己
認
識
の
対

象
即
ち
自
己
を
内
的
直
観
に
於
い
て
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
外
的
対
象
の
認
識
の
場
合
に
は
触
発
は
我
々
に
は
全
く
不
可

知
（
§
σ
①
冨
口
耳
）
で
あ
る
「
物
右
体
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
自
己
認
識
の
場
合
に
は
、
内
感
の
触
発
は
「
悟
性
が
内
感

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
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八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

を
規
定
す
る
」
（
じ
u
H
呂
）
と
い
う
仕
方
で
起
こ
る
。
こ
れ
は
、
上
述
の
「
形
象
的
綜
合
」
と
呼
ば
れ
た
働
き
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま

さ
に
自
己
意
識
の
働
き
そ
の
も
の
と
し
て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
自
己
触
発
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
対
象
（
自
己
）
が
、
外
的
触
発
の
場

合
と
は
異
な
っ
て
、
客
観
で
あ
り
な
が
ら
な
お
か
つ
「
同
じ
主
観
」
（
即
ち
同
じ
こ
の
「
私
」
）
で
あ
る
と
言
い
う
る
根
拠
で
も
あ
る
。
従
っ

て
、
自
己
認
識
に
於
け
る
「
私
」
の
主
観
t
客
観
と
い
う
二
重
性
は
、
統
覚
の
綜
合
的
統
一
が
感
性
的
直
観
に
及
ぼ
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の

場
面
に
於
い
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
我
々
の
自
己
意
識
の
宿
命
で
あ
る
。
既
に
我
々
が
考
察
し
た
よ
う
に
、
自
己
意
識

は
そ
の
本
質
で
あ
る
綜
合
的
統
一
を
、
認
識
の
対
象
を
成
立
さ
せ
る
働
き
に
於
い
て
見
出
す
と
い
う
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
自
ら
自
己

意
識
で
あ
る
た
め
に
は
認
識
の
対
象
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
自
己
認
識
に
於
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て

は
ま
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
己
認
識
に
於
い
て
も
、
自
己
意
識
（
統
覚
）
は
自
ら
の
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
対
象
（
客
観
）

と
な
っ
た
自
己
の
側
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
際
に
も
、
自
己
意
識
と
自
己
認
識
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
第
二
五
節
に
於
い
て
改
め
て

注
意
し
て
い
る
。

　
「
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
表
象
一
般
の
多
様
の
超
越
論
的
綜
合
に
於
い
て
、
従
っ
て
統
覚
の
綜
合
的
根
源
的
統
一
に
於
い
て
私
自
身
を

　
意
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
私
が
私
に
現
象
す
る
が
ま
ま
に
私
自
身
を
意
識
す
る
の
で
も
、
私
が
私
自
身
に
於
い
て
存
在
す
る
が
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
に
私
自
身
を
意
識
す
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
　
（
α
四
ゆ
　
一
〇
げ
σ
一
〔
F
）
を
意
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

　
表
象
は
一
つ
の
思
惟
（
Φ
一
旨
目
》
Φ
】
P
閃
Φ
口
）
で
あ
っ
て
、
直
観
作
用
（
Φ
営
〉
話
。
げ
9
。
o
窪
）
で
は
な
い
。
」
（
じ
d
H
密
）

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
我
思
う
」
と
い
う
純
粋
な
自
己
意
識
の
働
き
だ
け
に
よ
っ
て
は
、
い
か
な
る
認
識
も
与
え
ら
れ
な
い
。

自
己
意
識
が
自
己
認
識
と
な
る
た
め
に
は
、
自
己
直
観
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
意
識
は
直
観
の
作
用
で
は
な
い
。
こ
れ
を
カ
ン
ト

は
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
。



　
「
客
観
一
般
の
思
惟
を
統
覚
に
於
け
る
多
様
の
結
合
に
よ
っ
て
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
っ
て
し
て
も
、
自
己

　
意
識
は
未
だ
何
等
の
自
己
認
識
で
も
な
い
。
私
が
、
私
と
は
異
な
っ
た
薫
る
客
観
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
於
け
る
）

　
客
観
一
般
の
思
惟
の
他
に
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
の
普
遍
的
概
念
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
与
る
直
観
を
必
要
と
す
る
の
と
同
様

　
に
、
自
己
認
識
の
た
め
に
は
、
意
識
の
他
に
、
或
い
は
私
が
私
を
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
こ

　
の
思
考
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
私
に
於
け
る
多
様
の
掘
る
直
観
が
必
要
で
あ
る
。
」
（
じ
d
麟
。
。
）

即
ち
、
確
か
に
自
己
意
識
は
、
形
象
的
綜
合
に
於
い
て
内
感
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
認
識
の
客
観
を
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

純
粋
な
自
発
性
と
し
て
の
自
己
意
識
（
統
覚
）
の
内
部
で
な
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
統
覚
に
と
っ
て
は
他
者
で

あ
る
受
容
性
の
原
理
を
担
う
内
感
と
の
関
係
に
於
い
て
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
点
を
あ
く
ま
で
も
見
失
わ
な
い
よ
う

に
と
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
認
識
に
於
い
て
も
、
自
己
意
識
は
常
に
自
ら
を
越
え
て
対
象
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
へ
と
向
か
う
通
路
を
保
証
し
て
い
る
の
が
我
々
の
感
性
的
直
観
で
あ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
、
第
二
五
節

に
於
い
て
改
め
て
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
－
）
　
拙
稿
「
統
覚
と
自
己
意
識
」
　
（
『
愛
媛
大
学
人
文
学
会
創
立
十
五
周
年
記
念
論
集
』
愛
媛
大
学
人
文
学
会
、
一
九
九
一
年
、
四
七
－
六
二
頁
所
収
）
　
（
以

　
下
こ
れ
を
「
前
稿
」
と
略
記
）
。
本
稿
は
同
論
文
の
続
編
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
一
芸
日
0
2
ユ
喚
き
戸
内
「
詳
凶
犀
α
①
口
Φ
冒
魯
〈
Φ
∋
§
沖
H
．
↓
「
』
δ
ヨ
．
矧
卜
。
．
↓
巴
」
〉
葺
．
ト
じ
σ
9
戸
N
蒔
き
讐
ω
け
く
o
p
画
費
時
き
ω
N
。
民
雪
け
巴
曾
O
。
匹
爵
江
8

　
匹
。
円
憎
Φ
冒
①
昌
く
Φ
誘
冨
コ
α
Φ
ω
げ
Φ
ひ
q
風
哺
ρ
》
○
。
心
一
H
ω
ρ
じ
u
一
一
〇
一
一
①
㊤
■

　
　
以
下
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
よ
り
の
引
用
は
、
慣
例
に
な
ら
っ
て
第
一
版
の
歯
数
を
》
：
三
第
二
版
の
頁
数
を
じ
σ
…
と
い
う
形
で
本
文
中
に
表
示
す
る
。

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
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九
〇

　
ま
た
、
同
書
以
外
の
カ
ン
ト
の
著
作
は
所
謂
『
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
』
（
国
聾
葺
．
。
。
の
Φ
鐙
∋
3
窪
①
ω
∩
ξ
捧
Φ
員
ξ
ω
ゆ
q
．
＜
o
コ
α
臼
内
α
三
ぴ
q
浮
ゴ

　
牢
2
2
ω
o
冨
づ
〉
貯
践
Φ
日
一
Φ
匹
巽
芝
奮
窪
ω
o
冨
h
け
窪
）
よ
り
引
用
し
、
同
全
集
の
巻
数
と
引
数
を
》
〉
・
じ
U
鳥
：
三
ω
…
と
い
う
形
で
表
示
す
る
。

（
3
）
　
「
前
稿
」
四
九
－
五
二
頁
参
照
。

へ
乙
　
　
こ
の
「
超
越
論
的
」
〈
什
冨
コ
ω
N
Φ
民
①
母
式
）
と
い
う
語
の
用
法
は
、
「
対
象
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
限
り
に
於
け
る
、

　
我
々
の
対
象
の
認
識
の
仕
方
に
一
般
に
携
わ
る
認
識
」
（
じ
d
b
Q
㎝
）
、
或
い
は
「
或
る
表
象
（
直
観
或
い
は
概
念
）
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
の
み
用
い
ら
れ
、
ま
た
ア

　
プ
リ
オ
リ
に
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
、
及
び
如
何
に
し
て
そ
う
で
あ
る
か
を
、
我
々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
（
〉
㎝
ρ

　
b
」
。
。
O
）
を
「
超
越
論
的
」
と
名
づ
け
る
と
い
う
カ
ン
ト
自
身
の
定
義
、
即
ち
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
説
明
原
理
と
な
る
も
の
を
「
超
越

　
論
的
」
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
の
語
の
用
法
に
合
致
す
る
。
実
際
、
「
超
越
論
的
分
析
論
」
に
於
い
て
最
も
本
来
的
な
意
味
で
「
超
越
論
的
」
と
呼
ば
れ
う
る
の

　
が
、
こ
の
「
自
己
意
識
の
超
越
論
的
統
一
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
山
口
修
二
氏
に
よ
る
明
快
な
研
究
が
あ
る
。
山
口
修
二
「
超
越
論
的
統
覚
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
シ
ン
ポ
ジ
オ
ン
』
第
三
三

　
号
第
2
分
冊
、
広
島
大
学
文
学
部
哲
学
研
究
室
、
］
九
八
八
年
）
．
一
五
頁
1
二
三
頁
参
照
。
本
論
文
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
を
付
記

　
し
て
お
き
た
い
。

（
6
）
　
「
前
稿
」
五
二
一
五
五
頁
参
照
。

エ
　
く
ひ
q
ド
〉
巳
野
〉
ざ
ρ
さ
ら
に
「
前
稿
」
五
ニ
ー
五
三
頁
参
照
。

〔
8
）
　
こ
の
自
己
意
識
の
統
一
が
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
が
、
単
な
る
「
心
理
学
」
に
於
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
能
力

　
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
こ
こ
に
言
う
「
心
理
学
」
と
は
、
カ
ン
ト
の
時
代
に
講
壇
哲
学
に
於
い
て
特
殊
形
而
上
学
　
（
ヨ
の
け
喫
驚
ω
δ
器
冨
∩
巨
凶
ω
）
　
の
｝
「
部
門
と
さ
れ
て
い
た
心

　
理
学
で
あ
る
。
例
え
ば
、
講
壇
哲
学
の
巨
匠
ヴ
ォ
ル
フ
　
（
O
げ
吋
一
ω
四
一
動
嵩
♂
＜
O
一
円
｛
）
に
は
　
『
合
理
的
心
理
学
』
（
評
図
。
ゴ
。
ご
錐
嚢
轟
口
。
コ
巴
一
ω
）
と
　
『
経
験
的

　
心
理
学
』
（
℃
ω
＜
∩
げ
O
一
〇
ひ
q
一
2
ρ
Φ
ヨ
O
一
目
一
〇
聾
）
と
い
う
著
作
が
あ
り
（
「
前
稿
」
六
一
頁
注
ω
参
照
）
、
ま
た
、
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
の
講
義
で
教
科
書
と
し
て
使

　
窮
し
て
い
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
　
（
≧
Φ
×
p
。
巳
Φ
「
O
o
巳
一
①
σ
じ
u
帥
G
∋
ゆ
q
費
8
5
）
の
『
形
而
上
学
』
（
ζ
Φ
8
℃
ξ
匹
o
p
）
に
は
「
心
理
学
」
（
℃
紹
9
0
δ
ひ
q
冨
）

　
の
章
（
こ
の
中
忙
さ
ら
に
「
経
験
的
心
理
学
」
と
「
合
理
的
心
理
学
」
が
含
ま
れ
る
）
が
あ
る
（
＜
ぴ
q
一
．
》
鋭
¢
u
α
．
嵩
－
却
b
d
α
■
一
N
）
。
従
っ
て
、
「
心
理
学
」

　
　
（
℃
Q
o
団
O
げ
O
一
〇
ぴ
q
一
曽
）
と
は
そ
の
字
義
通
り
、
精
神
的
実
体
（
ω
二
σ
ω
邸
9
断
ω
〇
三
2
日
脚
ω
）
と
し
て
の
「
心
或
い
は
魂
」
（
℃
ω
《
o
菰
）
の
能
力
に
つ
い
て
の
学



（
δ
α
q
o
ω
）
で
あ
り
、
現
代
の
例
え
ば
行
動
主
義
的
な
心
理
学
な
ど
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
心
理
学
」
が
取
り
扱
っ
て
き
た
「
自
己
意
識
」
は
、
「
超
越
論
的
意
識
」
で
あ
る
「
統
覚
」
と
「
経
験
的
自
己
意
識
」
と
し
て
の
「
内
感
」

と
の
区
別
を
も
た
な
い
　
（
く
ひ
q
一
．
】
W
一
二
ω
）
。
後
者
は
、
内
的
直
観
の
能
力
で
あ
り
、
自
ら
の
内
に
経
験
的
多
様
（
内
容
）
を
も
つ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
内

容
は
、
主
に
「
連
想
律
」
（
○
Φ
ω
Φ
酢
N
α
Φ
同
〉
ω
ω
O
N
一
宇
一
隅
O
コ
）
（
じ
d
日
爵
）
に
従
っ
て
結
び
つ
き
、
そ
の
時
々
の
経
験
的
意
識
を
構
成
す
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
確

か
に
経
験
の
レ
ベ
ル
に
於
い
て
実
在
的
（
お
巴
）
な
、
内
容
を
伴
っ
た
意
識
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
テ
ー
テ
ン
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
経
験
に

於
い
て
与
え
ら
れ
る
、
内
容
を
伴
っ
た
意
識
を
自
己
意
識
と
考
え
、
そ
の
よ
う
な
自
己
意
識
の
能
力
に
「
統
覚
」
．
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
（
「
前
門
」

六
一
頁
注
⑦
参
照
）
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
自
己
意
識
は
、
カ
ン
ト
が
認
識
の
根
源
的
な
制
約
と
し
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
「
根
源
的
統
覚
」

と
は
異
な
る
。
と
言
う
の
も
、
経
験
的
自
己
意
識
は
単
に
外
的
な
「
状
況
或
い
は
経
験
的
制
約
に
依
存
す
る
」
（
ゆ
一
ω
㊤
）
「
意
識
の
経
験
的
統
一
」
（
ゆ
一
ω
り

h
）

ｵ
か
も
ち
え
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
は
「
全
く
偶
然
的
」
（
o
u
置
O
）
な
、
そ
れ
故
に
単
に
主
観
的
な
統
一
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
根

源
的
統
覚
の
統
」
は
必
然
的
か
つ
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
経
験
的
自
己
意
識
に
は
、
純
粋
統
覚
の
も
つ
自
己
同
】
性
も
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
具
体
的
内
容
を
伴
っ
た
経
験
的
自
己

意
識
は
、
常
に
そ
の
都
度
各
々
の
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
互
い
に
異
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
特
定
の
内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
私
」

は
そ
の
都
度
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
具
体
的
内
容
を
伴
っ
た
経
験
的
自
己
意
識
及
び
そ
の
主
体
と
想
定
さ
れ
る
「
自
己
」
　
（
ω
Φ
5
　
．
に
対
し
て
安
易

に
同
一
性
を
帰
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
「
経
験
に
反
し
た
」
不
当
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
　
（
一
）
四
く
同
O
　
＝
ニ
ゴ
P
Φ
）
の
批
判
が
的
中
す
る
で
あ
ろ
う

　
（
o
哺
．
U
動
く
己
出
自
ヨ
ρ
〉
↓
「
①
讐
凶
ω
o
o
鴎
頃
鑑
ヨ
雪
2
m
9
「
ρ
し
u
o
o
留
目
層
℃
o
簿
♪
し
0
8
け
．
9
Φ
9
げ
団
ぴ
．
〉
．
ω
①
ぎ
団
・
じ
u
蒔
ひ
q
ρ
b
。
自
白
．
讐
是
く
聖
岳
℃
．
寓
2
己
臼
田
F

O
臥
。
目
q
レ
雪
。
。
も
や
N
臼
1
累
⑰
．
）
。
確
か
に
、
「
様
々
に
変
化
し
、
中
断
す
る
」
経
験
的
意
識
の
「
継
起
」
に
対
し
て
「
我
々
は
誤
っ
て
同
一
性
を
帰
し
て
い

る
」
（
調
蔭
b
P
Φ
－
　
O
O
．
∩
凶
日
↓
　
O
．
N
㎝
㎝
．
）
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
に
は
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
「
机
を
見
て
い
る
私
」

と
「
窓
の
外
を
眺
め
て
い
る
私
」
と
は
、
同
じ
私
と
呼
ば
れ
て
も
、
そ
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
確
か
に
言
葉
の
上
で
は
同
じ
私
と
呼
ば
れ
て

い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
同
　
の
も
の
で
あ
る
（
自
己
同
一
性
を
も
つ
）
根
拠
は
、
経
験
的
意
識
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
限
り
、
見
出
せ
な
い
の
で
あ

る
。
我
々
が
心
理
学
が
取
り
扱
う
よ
う
な
単
な
る
自
己
経
験
の
レ
ベ
ル
を
俳
徊
す
る
限
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
よ
う
に
、
実
際
に
与
え
ら
れ
る
の
は
そ
の

時
々
で
異
な
っ
て
い
る
自
己
の
「
多
様
性
」
（
α
旧
く
Φ
「
o
り
肖
け
《
）
で
あ
っ
て
、
自
己
同
一
性
の
確
実
な
根
拠
は
与
え
ら
れ
え
な
い
（
6
h
出
二
∋
ρ
O
O
．
。
圃
辞
．
も
P
卜
。
器
ー

ト
。

p
㎝
・
）
。
せ
い
ぜ
い
与
え
ら
れ
う
る
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
「
信
念
」
（
σ
①
＝
Φ
｛
）
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
根
拠

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造

九
一



九
二

（
9
＞

（
1
0
）

（
n
）

（
辺
）

（
1
3
）

と
呼
び
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
れ
故
、
経
験
的
自
己
意
識
に
は
、
認
識
の
客
観
性
の
根
拠
と
し
て
は
お
ろ
か
、
表
象
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
の
性
格
も
認
め
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
統
一
と
は
区
別
さ
れ
た
自
己
意
識
の
客
観
的
統
一
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
心
理
学
的
能
力
で
は
な
い

が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
能
力
の
根
拠
と
な
る
超
越
論
的
制
約
と
し
て
の
自
己
意
識
（
超
越
論
的
統
覚
）
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
0
8
お
Φ
聞
ユ
a
ユ
9
冨
虫
臼
“
〉
蛋
ω
讐
α
q
鎖
島
伍
曾
〈
①
ヨ
¢
臥
自
Φ
耳
Φ
．
ゆ
じ
」
8
∴
ぎ
〉
〉
．
u
J
臼
一
ρ
ω
．
①
思
．

　
カ
ン
ト
の
生
前
（
一
八
○
○
年
）
に
イ
ェ
ッ
シ
ェ
に
よ
っ
て
編
集
・
公
刊
さ
れ
た
『
カ
ン
ト
の
論
理
学
』
に
於
い
て
は
、
判
断
は
「
様
々
な
表
象
の
意

識
の
統
一
の
表
象
、
或
い
は
、
そ
れ
ら
の
表
象
が
一
つ
の
概
念
を
構
成
す
る
限
り
に
於
け
る
諸
表
象
の
関
係
の
表
象
で
あ
る
」
（
一
路
B
餌
量
線
区
留
け
、
ω
い
。
α
q
回

国
ぎ
翅
翼
づ
伍
σ
＝
o
げ
N
⊆
＜
o
ユ
Φ
ω
ρ
コ
ぴ
q
Φ
コ
．
（
げ
話
ひ
q
．
＜
o
⇒
O
o
巳
。
σ
U
d
Φ
昌
す
ヨ
ロ
蚕
ω
9
Φ
）
ゆ
ピ
葺
》
諺
．
じ
d
卑
P
ω
b
ご
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
義
が
、
「
演

繹
」
の
こ
の
箇
所
（
留
㊤
）
の
論
述
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
U
憂
患
「
α
壱
Φ
ユ
斡
ω
o
げ
≦
Φ
づ
と
い
う
判
断
に
於
い
て
働
い
て
い
る
判
断
の
論
理
的
機
能
は
、
定
言
的
判
断
の
機
能
だ
け
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

一
つ
の
判
断
は
「
判
断
表
」
（
〉
圃
O
じ
d
㊤
朝
　
　
　
鴇
）
の
「
量
・
質
・
関
係
・
様
相
」
の
四
綱
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
本
文
中
に

挙
げ
た
例
は
「
関
係
」
の
機
能
で
あ
る
が
、
他
の
機
能
も
す
べ
て
挙
げ
れ
ば
、
上
述
の
判
断
は
、
「
単
称
」
「
肯
定
的
」
「
定
言
的
」
「
実
然
的
」
判
断
で
あ

り
、
「
総
体
性
」
「
実
在
性
」
「
内
属
性
と
自
存
性
」
「
現
存
在
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

　
〈
ひ
q
円
〉
一
8
ご
〉
目
一
h
さ
ら
に
「
前
稿
」
五
三
i
五
四
頁
参
照
。

　
＜
ひ
q
即
∪
鐸
霞
＝
Φ
霞
8
芦
冒
①
b
d
Φ
≦
Φ
δ
ω
耳
爵
ε
「
＜
8
旨
き
醗
ω
霞
碧
ω
N
Φ
民
。
導
藁
葺
U
①
含
貯
自
o
P
旦
○
．
甲
貿
ω
ω
（
耳
ω
ひ
q
■
）
”
内
⇔
耳
■
N
貫
U
2
ε
轟
ω
①
ぎ
9

円
財
Φ
o
嵩
①
〈
§
国
葺
Φ
嘗
魯
醒
際
＝
鋤
邑
①
一
P
国
α
ぎ
一
鴇
ρ
G
∩
b
O
－
H
O
画
こ
の
論
文
に
於
い
て
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
代
表
的
な
解
釈
と
し

て
、
的
．
〉
臼
6
犀
Φ
ω
1
1
．
出
．
』
．
℃
讐
。
昌
の
解
釈
と
し
d
．
南
こ
ヨ
勉
昌
ご
桂
冠
．
一
ユ
Φ
≦
Φ
o
。
・
o
ゴ
窪
芝
曾
の
解
釈
を
挙
げ
て
い
る
（
＝
Φ
⇒
臨
。
戸
卸
．
9
。
b
こ
ω
b
H
一
㊤
P
）
。
前
者

の
解
釈
は
、
第
二
〇
節
ま
で
を
　
「
客
観
的
演
繹
」
、
第
二
四
節
か
ら
第
二
六
節
ま
で
を
　
「
主
観
的
演
繹
」
　
と
見
な
す
も
の
で
あ
り
　
（
く
伊
Q
一
．
属
9
℃
讐
。
戸

内
き
叶
・
ω
竃
①
錺
O
ξ
臨
o
o
濡
濡
×
O
Φ
鼠
魯
。
Φ
＜
o
一
■
一
ピ
。
＆
o
嵩
一
㊤
ω
ρ
℃
P
朝
O
一
一
8
N
■
）
、
後
者
の
解
釈
は
、
第
二
〇
節
を
「
直
接
統
覚
の
統
一
か
ら
始
め
る
」
（
じ
U
．

南
a
日
讐
P
内
鋤
箕
．
の
内
窪
窪
一
の
ヨ
島
ぎ
飢
霞
貫
目
魯
§
匙
N
薫
Φ
当
国
》
気
ご
び
q
①
価
霞
囚
碁
貯
込
霞
話
冒
窪
く
Φ
ヨ
琶
沖
ピ
Φ
ぢ
N
齢
一
。
。
『
。
。
、
ω
．
N
ω
一
．
）
「
上
か
ら
の
」

（
＜
o
コ
。
σ
Φ
コ
）
演
繹
、
第
二
六
節
を
「
い
か
に
し
て
経
験
的
直
観
に
於
け
る
多
様
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
仕
方
か
ら
始
め
る
」
（
国
a
ヨ
碧
戸
Φ
げ
匹
．
）
「
下

か
ら
の
」
（
＜
o
コ
出
鼻
①
昌
）
演
繹
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
（
く
び
q
｝
．
餌
．
旨
鳥
Φ
≦
①
㊦
ω
9
讐
蕎
Φ
び
い
餌
U
窪
9
甑
。
二
季
彗
ω
o
Φ
ロ
色
Φ
コ
け
巴
Φ
α
碧
ω
鴨
8
β
＜
器
臨
⑦



　
内
碧
け
目
。
ヨ
Φ
日
▼
〉
路
箸
①
弓
Φ
コ
＼
貯
房
＼
、
。
・
9
磐
2
冨
ひ
q
ρ
ち
G
。
図
も
P
b
。
ら
一
N
ご
。

（
1
4
v
　
筆
者
は
、
所
謂
　
「
演
繹
の
二
段
階
証
明
の
問
題
」
　
（
亀
鋤
ω
℃
「
o
巳
Φ
ヨ
亀
9
N
ξ
口
切
Φ
薯
Φ
凶
ω
。
。
。
萱
葺
①
）
　
（
＜
σ
q
ド
＝
Φ
ロ
門
田
罫
p
p
O
．
一
ω
■
㊤
こ
　
の
問
題
に
対
し

　
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
と
る
。
こ
の
解
釈
は
、
証
明
の
第
↓
段
階
に
於
い
て
は
、
「
い
か
な
る
範
囲
に
於
い
て
統
↓
的
直
観
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
か
と
い

　
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
何
も
決
定
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
「
或
る
制
限
が
含
ま
れ
て
い
る
」
（
＝
2
ユ
。
互
9
。
．
p
O
こ
ω
。
Φ
ω
）
の
に
対
し
て
、
第
二
段

　
階
で
は
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
我
々
の
感
能
の
あ
ら
ゆ
る
客
観
に
対
し
て
妥
当
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
p
卑
P
Q
り
b
避
）
と
す
る
D
・
ヘ
ン
リ
ッ

　
ヒ
の
解
釈
に
一
致
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
こ
で
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
言
う
と
こ
ろ
の
　
「
制
限
」
（
国
冒
ω
∩
ξ
壁
ざ
コ
ひ
q
）
と
は
、
カ
テ

　
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
「
客
観
」
概
念
の
内
包
に
関
す
る
制
限
で
あ
る
と
解
す
る
。
即
ち
、
第
一
段
階
で
は
、
客
観
は
、
所
与
性
］
般

　
　
（
菊
Φ
N
Φ
℃
鉱
く
詳
璋
二
σ
①
昏
p
。
唇
叶
）
を
表
わ
す
「
直
観
一
般
」
　
（
》
コ
ω
o
げ
砦
§
ぴ
q
口
σ
Φ
島
聖
営
）
　
の
対
象
と
い
う
規
定
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し

　
て
、
第
二
段
階
で
は
、
客
観
は
、
空
間
・
時
間
と
い
う
形
式
を
も
っ
た
「
我
々
の
感
性
的
直
観
」
　
（
琶
ω
興
①
ω
ヨ
呂
警
Φ
雨
落
9
9
・
巨
鵠
ひ
q
）
の
対
象
と
し
て
十

　
全
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
こ
の
直
観
一
般
と
我
々
の
感
性
的
直
観
と
の
対
立
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
筆
者
は

　
彼
の
解
釈
に
完
全
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
1
5
）
　
丙
酔
く
」
．
日
村
．
匡
Φ
ヨ
．
』
目
Φ
剛
H
温
幽
》
げ
け
一
b
。
．
し
u
9
互
一
出
鋤
＝
讐
ω
け
∴
〈
o
コ
匹
①
ヨ
ω
9
Φ
ヨ
p
。
鉱
。
。
錺
屋
α
Φ
「
「
Φ
ヨ
穿
く
9
ω
鼠
邑
①
。
。
び
Φ
ひ
q
票
決
ρ
〉
一
も
。
刈
一
点
メ
u
σ
一
ま

　
一
一
〇
。
N

聾
　
　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
綜
合
と
統
↓
1
超
越
論
的
綜
合
の
構
造
に
つ
い
て
一
」
（
『
哲
學
』
第
三
十
八
集
、
広
島
哲
学
会
、
一
九

　
八
六
年
）
二
二
」
頁
参
照
。

〔
1
1
）
　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
綜
合
と
統
　
1
超
越
論
的
綜
合
の
構
造
に
つ
い
て
一
」
二
一
五
－
二
】
八
頁
参
照
。

聾
　
　
こ
の
引
用
文
に
於
け
る
「
表
象
「
般
の
多
様
の
超
越
論
的
綜
合
」
は
「
知
性
的
綜
合
」
と
「
形
象
的
綜
合
」
の
両
者
を
意
味
す
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
し
か
し
、
多
様
は
直
観
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
我
々
人
間
に
於
い
て
直
観
は
空
間
・
時
間
を
そ
の
形
式
と
す
る
感
性
的
直
観
と
し
て

　
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
こ
の
綜
合
は
必
然
的
に
我
々
の
感
性
的
直
観
に
於
け
る
多
様
に
対
す
る
綜
合
即
ち
形
象
的
綜
合
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の

　
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
は
、
知
性
的
綜
合
と
は
形
象
的
綜
合
の
方
法
論
的
抽
象
態
で
あ
る
と
さ
え
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
9
）
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ω
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ω
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昌
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昌
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q
σ
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島
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け
…
芝
凶
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巴
冨
B
仁
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℃
し
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ミ
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カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
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の
超
越
論
的
構
造
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（
2
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（
2
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）

〔
2
2
｝

　
区
酔
〈
G
H
．
↓
円
．
固
Φ
日
4
P
↓
Φ
F
卜
。
．
〉
耳
る
．
b
d
ロ
9
”
＜
8
Ω
2
勺
三
巴
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讐
ω
ヨ
2
α
興
「
Φ
影
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〈
①
ヨ
§
津
じ
d
ω
㊤
㊤
1
心
ω
b
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（
〉
ω
心
一
一
ら
O
切
）
．

　
自
己
触
発
と
形
象
的
綜
合
と
の
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
於
け
る
内
的
触
発
に
つ
い
て
一
『
純
粋
理
性
批
判
』
畜
幽
の
一
考
察
1
」

（
『
哲
學
』
第
三
九
集
、
広
島
哲
学
会
、
一
九
八
七
年
）
三
〇
1
四
四
頁
参
照
。

　
「
我
思
う
」
　
（
一
〇
ず
山
①
コ
吋
Φ
．
）
　
が
直
接
「
我
あ
り
」
　
（
H
9
σ
一
p
）
　
を
含
む
と
い
う
点
は
、
自
己
意
識
に
関
す
る
重
大
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
　
「
『
我
思
う
』
は
私
の
現
存
性
を
規
定
す
る
作
用
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
現
存
性
は
こ
れ
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
か
に
し
て

私
が
こ
の
現
存
性
を
規
定
す
る
か
、
即
ち
現
存
性
に
属
す
る
多
様
を
ど
の
よ
う
に
私
に
於
い
て
措
定
す
る
か
と
い
う
仕
方
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
ま
だ
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
自
己
直
観
が
必
要
で
あ
る
。
」
　
（
u
σ
一
㎝
刈
　
〉
コ
昌
p
■
）
　
と
い
う
第
二
五
節
の
「
注
」
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ

で
言
わ
れ
る
「
我
思
う
」
は
形
象
的
綜
合
と
し
て
の
自
己
意
識
の
働
き
を
主
に
念
頭
に
置
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
「
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
の

「
我
思
う
」
を
「
経
験
的
命
題
」
と
呼
ぶ
問
題
と
も
関
連
さ
せ
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
山
口
修
二
氏
の
研
究
が
参

考
に
な
る
。
山
口
修
二
「
「
経
験
的
命
題
」
と
し
て
の
「
我
思
う
」
」
（
『
シ
ン
ポ
ジ
オ
ン
』
第
三
四
号
第
二
分
冊
、
広
島
大
学
文
学
部
哲
学
研
究
室
、
一
九

八
九
年
）
四
ニ
ー
五
一
頁
参
照
。


