
「
意
識
の
経
験
の
学
」
の
方
法
論

片
　
　
山

善
　
　
博

（1O1）「意識の経験の学」の方法論

は
じ
め
に

　
事
柄
の
本
質
を
問
題
に
し
、
そ
れ
を
叙
述
し
て
い
く
場
合
、
私

は
事
柄
そ
の
も
の
に
即
し
て
叙
述
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
し
か

し
事
柄
そ
の
も
の
に
即
し
て
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
事
柄
そ
の
も
の
の
本
質
を
問
う
と

い
う
こ
と
、
事
柄
そ
の
も
の
が
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問

題
に
す
る
叙
述
者
の
視
点
が
、
事
柄
そ
の
も
の
の
叙
述
に
入
り
こ

ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
く
視
点
V
を
抜
い
て
は
、
事
柄
そ
の
も
の

の
本
質
を
叙
述
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば
物
事
を
客
観
的

に
叙
述
す
る
と
い
う
場
合
で
さ
え
、
客
観
的
に
語
る
と
い
う
こ
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
視
点
が
、
自
覚
的
で
あ
れ
、
無
自
覚

的
で
あ
れ
、
叙
述
の
う
ち
に
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
事
柄
そ
の
も
の
の
本
質
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
事

柄
と
し
て
見
つ
め
て
い
る
一
人
一
人
の
叙
述
者
の
関
わ
り
（
立

場
）
を
同
時
に
問
題
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
問

が
対
象
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
と
い
う
あ
ま
り
に
も
自
明
な
こ

と
に
は
、
こ
の
対
象
へ
の
探
究
者
（
叙
述
者
）
の
関
わ
り
が
あ
る

と
い
う
前
提
が
思
い
起
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
特
定

の
関
係
に
お
け
る
探
究
者
の
地
点
と
尺
度
の
在
り
方
自
体
が
問
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
尺
度
は
決
し
て
事
柄

の
外
部
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
尺
度
は
事
柄
と
の
関
わ
り
の
中

で
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
事
柄
そ
の
も
の
に
即

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
絶
対
的
な
知
（
学
）
が
、
現
象
知
の
な

か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
対
象
的
な
形
で
叙
述
す
る

と
い
う
こ
と
（
意
識
の
経
験
の
学
）
は
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
叙
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述
す
る
（
学
と
す
る
）
側
の
在
り
方
（
経
験
）
も
同
時
に
問
わ
れ

て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
に
現
象
す
る
（
他
の
も
の
と
の
依
存
関
係
に

あ
り
、
そ
の
核
を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
が
見
え
て
こ
な
い
）
知

を
問
題
に
す
る
場
合
、
そ
こ
に
絶
対
的
な
（
他
の
も
の
に
依
存
し

な
い
）
知
の
在
り
方
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
現
象
知

と
い
う
事
柄
に
即
し
て
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
現
象
知

（
知
）
の
本
質
を
問
う
V
と
い
う
「
我
々
」
（
探
究
者
）
の
構
え
抜

き
に
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
に
現
象
す

る
知
の
本
質
が
〈
現
象
と
本
質
が
一
致
す
る
境
地
に
成
り
立
つ
絶

対
知
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
我
々
」
の
構
え

（
関
わ
り
方
）
に
よ
っ
て
、
現
象
知
は
現
象
知
そ
の
も
の
に
即
し

て
自
ら
の
本
質
を
開
い
て
い
く
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
へ

ー
ゲ
ル
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
叙
述
し
て
い
こ
う
と
し
た

の
か
。
『
精
神
現
象
学
」
の
叙
述
の
方
法
論
つ
ま
り
〈
意
識
の
経

験
の
学
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
、
「
緒
論
」
の

展
開
を
中
心
に
し
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
一
　
学
の
成
立
条
件

　
そ
も
そ
も
知
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
対
象
を
知
る
と
い
っ
た
場
合
、
対
象
を
完
全
な
形
で
知
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ぱ
、
私
が
対
象
を
完
全
に
捉

え
た
と
主
張
し
て
も
、
外
側
か
ら
見
れ
ぱ
、
特
定
の
内
容
を
知
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
う
発
想
を
と
る
以
上
、

私
は
永
久
に
対
象
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は

外
側
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
視
点
を
、
当
箏
者
意
識
の
な
か
に
持

ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な

「
物
自
体
」
が
、
主
観
の
捉
え
る
世
界
の
外
都
に
立
て
ら
れ
る
状

態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
当
事
者
意
識
に
見
え
て
い
る
世
界
、
捉

え
ら
れ
て
い
る
世
界
を
基
準
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
相
対
化
し
得

る
視
点
を
定
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
現
象
知
と

い
う
知
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
捉
え
返
す
視
座
、
す
な
わ
ち
く
意

識
に
と
う
て
V
と
い
う
視
座
と
〈
我
々
に
と
っ
て
〉
と
い
う
視
座

を
も
っ
た
。
こ
れ
は
「
現
象
知
」
の
立
場
と
そ
れ
を
捉
え
返
す

「
学
（
絶
対
知
）
」
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
視
座
を
持
つ
こ

と
で
へ
ー
ゲ
ル
は
知
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
を
探
っ
て
い
っ
た
と

い
え
よ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
知
」
は
単
に
主
観
の
う
ち
に

成
り
立
つ
の
で
は
な
く
て
、
意
識
と
対
象
の
接
点
に
成
り
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
関
係
の
接
点
に
成
り
立

つ
知
（
依
存
関
係
に
あ
る
知
）
の
う
ち
に
自
立
し
た
知
（
固
定
的
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な
対
象
に
も
固
定
的
な
自
我
に
も
依
存
し
な
い
自
立
的
に
し
て
自

由
な
知
）
を
確
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
で
は
へ
ー
ゲ
ル
は
知

の
本
質
を
探
る
と
い
う
課
題
の
た
め
に
、
〈
意
識
に
と
っ
て
（
現

象
知
）
V
と
い
う
視
座
と
〈
我
々
に
と
っ
て
（
学
）
〉
と
い
う
視
座

を
ど
の
よ
う
に
結
び
付
け
な
が
ら
問
題
を
起
し
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
〈
意
識
に
と
う
て
〉
と
い
う
視
座
を
中
心

に
据
え
る
解
釈
と
〈
我
々
に
と
っ
て
〉
と
い
う
視
座
を
中
心
に
据

え
る
解
釈
が
大
き
く
二
つ
に
分
れ
て
い
る
。
第
一
の
解
釈
は
、

『
精
神
現
象
学
』
を
「
意
識
の
経
験
」
の
歩
み
（
意
識
の
教
養
形

成
の
歴
史
）
と
し
て
読
む
解
釈
で
、
「
我
々
」
叙
述
者
（
哲
学
者
）

は
そ
の
外
部
か
ら
意
識
の
経
験
を
傍
観
し
、
そ
の
内
的
連
関
を
押

さ
え
る
と
い
う
立
場
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
意
識
の
経
験
」

の
叙
述
は
学
足
り
得
る
の
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
第
二
の
解
釈

は
『
精
神
現
象
学
』
を
存
在
論
的
に
読
む
解
釈
で
あ
り
、
意
識
の

経
験
を
構
成
し
て
い
る
の
は
「
我
々
」
叙
述
者
あ
る
い
は
〈
学
〉

の
立
場
に
い
る
絶
対
者
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

こ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
、
例
え
ば
両
者
に
対
話

の
構
造
を
見
る
論
者
も
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
の
主
要
な
解

釈
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
こ
う
し
た
解
釈
が
ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
か
を
考
察
し
て

お
く
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
緒
論
」
で
〈
現
象
知
（
意
識
の
経
験
の

中
で
見
え
て
く
る
知
）
〉
と
〈
学
（
「
我
々
」
が
真
理
と
す
る
知
）
〉

の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
知
の
空
虚
な
現
象
（
現
象
知
）

は
〈
学
〉
を
前
に
し
て
た
だ
ち
に
消
失
し
て
し
ま
う
。
「
し
か
し

学
は
、
そ
れ
が
生
じ
て
く
る
点
で
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
現
象
で
あ

る
。
…
…
し
か
し
学
は
こ
う
し
た
仮
象
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
た
だ
学
が
仮
象
に

対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
」
（
ω
。
9
、
七
九
頁
）

こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
〈
学
〉
の
立
場
は
、
一
方
で

〈
現
象
知
〉
と
は
位
相
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で

く
現
象
知
V
と
連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

〈
現
象
知
〉
と
〈
学
〉
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
の
は
、
「
学
が
仮

象
に
対
抗
す
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
我
々
」
叙
述
者
が
〈
学
〉
の
立

場
か
ら
、
現
象
知
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
ま
ず
「
我
々
」

叙
述
者
は
、
い
き
な
り
「
学
」
の
立
場
を
語
り
だ
せ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
断
言
で
あ
っ
た
り
直
観
で
あ
う
た
り
す
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
我
々
」
叙
述
者
は
、
対
象
で
あ
る

「
現
象
知
」
の
な
か
に
「
学
」
へ
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
か
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な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
意
味
で
、

「
我
々
」
叙
述
者
は
、
「
学
」
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
あ

る
。
こ
こ
か
ら
「
現
象
知
」
た
る
意
識
の
経
験
は
、
「
我
々
」

「
学
」
の
立
場
に
あ
る
者
が
定
め
た
道
を
、
歩
む
と
解
釈
さ
れ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
学
」
が
「
現
象
知
」
へ
と
身
を
落
と

し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
再
び
「
学
」
た
る
地
平
を
再
獲
得
す

る
と
な
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
意
識
の
経
験
に
対
す
る

「
我
々
」
叙
述
者
の
先
導
性
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
も
の
の
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

開
示
性
（
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
例
え
ぱ
も
し
は
じ
め
か
ら
「
我
々
」
が
「
絶
対
知
」
と
同
じ

も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
「
我
々
」
が
「
現
象
知
」
の
選
択
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

行
な
う
の
だ
と
す
る
と
（
W
・
マ
ル
ク
ス
）
、
「
絶
対
知
」
の
正
当

化
を
、
意
識
の
経
験
を
媒
介
す
る
必
要
な
く
「
我
々
」
が
直
接
成

し
遂
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ぱ
、
「
絶
対

知
」
章
で
行
な
わ
れ
る
全
体
の
回
顧
と
い
う
叙
述
だ
け
で
『
精
神

現
象
学
』
は
完
結
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
解
釈

で
は
、
「
対
自
的
に
自
分
の
概
念
で
あ
る
」
（
ω
。
雪
、
八
三
頁
）

意
識
が
、
自
分
自
身
の
力
で
自
分
の
制
限
を
超
え
て
い
く
と
い
う

〈
意
識
の
経
験
〉
の
独
自
の
意
義
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
へ

ー
ゲ
ル
が
「
緒
論
」
で
も
う
一
方
で
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

の
〈
意
識
の
経
験
の
歩
み
〉
の
な
か
に
「
学
（
絶
対
知
）
」
の
境

地
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
識
は
自
分
の
経
験
を
自

分
の
力
で
乗
り
越
え
る
な
か
で
「
絶
対
知
」
に
到
る
。
つ
ま
り

「
学
」
へ
到
る
必
然
性
は
〈
意
識
の
経
験
の
歩
み
〉
の
な
か
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
今
度
は
逆
に

「
我
々
」
叙
述
者
の
関
与
が
不
明
確
に
な
る
。
「
我
々
」
は
単
に
意

識
の
経
験
の
外
部
に
い
て
意
識
の
経
験
を
傍
観
し
て
い
る
だ
け
な

　
　
　
　
（
5
）

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
学
」
の
成
立
に
「
我
々
」
の
関
与
は
不
可
欠

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
我
々
の
付
足
し
に
よ
っ
て
、
意
識
の

経
験
の
系
列
は
学
の
全
体
に
高
ま
る
の
で
あ
る
。
」
（
O
。
。
3
、
九

〇
頁
）
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
「
意
識
（
現
象
知
）
」
と
「
我
々
」

叙
述
者
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
上
の
二
つ
の
解
釈
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の

方
法
の
一
面
を
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
総
合
的
に
見
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
差
し
当
り
、
私
と
し
て
は
、
意
識

（
現
象
知
）
と
「
我
々
」
叙
述
者
と
の
共
同
作
業
の
な
か
で
「
学
」

た
る
地
平
が
開
か
れ
て
き
た
と
押
さ
え
て
お
く
。
そ
こ
で
こ
の
問

題
を
見
て
い
く
う
え
で
、
ま
ず
二
で
、
へ
ー
ゲ
ル
の
問
題
構
成

（
方
法
論
）
を
出
来
る
か
ぎ
り
「
緒
論
」
で
の
叙
述
に
即
し
て
浮

き
立
た
せ
て
お
こ
う
。
そ
の
う
え
で
三
に
お
い
て
、
上
記
の
問
題
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に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
こ
う
。

ニ
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
論

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
緒
論
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
近

代
的
な
認
識
論
の
枠
組
み
を
問
題
に
し
て
、
そ
れ
の
限
界
を
指
摘

し
つ
つ
も
、
そ
れ
の
射
程
範
囲
を
見
定
め
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の

批
判
は
、
認
識
を
絶
対
的
な
も
の
を
捉
え
る
た
め
の
遣
具
あ
る
い

は
媒
体
と
み
な
す
考
え
方
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
近
代

的
認
識
論
の
背
景
に
は
、
主
観
と
客
観
を
切
り
離
し
固
定
化
し
て

し
ま
う
発
想
が
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
発
想
を
現
象
知
と
し
て

問
題
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
の
も
つ
意
義
と
限
界
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
へ
ー
ゲ
ル
は
認
識
道
具
説
あ
る
い
は
媒
介
説
を
批
判
す
る
。

認
識
を
絶
対
的
な
も
の
を
捉
え
る
道
具
と
考
え
る
な
ら
ぱ
、
絶
対

的
な
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
な
ん

ら
か
の
加
工
を
施
す
こ
と
に
な
る
し
、
認
識
を
媒
体
と
捉
え
る
な

ら
ぱ
、
絶
対
的
な
も
の
は
そ
の
媒
体
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

絶
対
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
（
ω
．
畠
、
七
五
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
認
識
の
分
析
と
い
う
方
法

に
よ
っ
て
絶
対
的
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
か
否
か
と
い
う

こ
と
を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
的
な
も
の
が
捉
え
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
「
誤
謬
に
対
す
る
恐
れ
」
と
い
う
よ

り
、
「
真
理
に
対
す
る
恐
れ
」
（
ω
・
寒
、
七
七
頁
）
で
あ
る
、
と

い
う
。
近
代
的
な
認
識
論
者
（
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
）
は
「
絶

対
的
な
も
の
は
一
方
の
側
に
立
ち
、
認
識
は
他
方
の
側
に
自
立
し

て
絶
対
的
な
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
実
在
し
て
い
る
」
（
蔓
P
、
同
上
）
と
考
え
る
こ
と
で
、
絶

対
的
な
真
理
は
認
識
で
き
な
い
が
、
認
識
の
分
析
を
通
じ
て
別
の

真
理
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は

こ
う
し
た
発
想
の
枠
組
み
を
吟
味
し
、
こ
の
吟
味
を
通
じ
て
、

「
絶
対
的
な
も
の
・
認
識
等
の
用
語
」
を
再
定
義
（
概
念
化
）
し

て
い
こ
う
と
す
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
吟
味
し
て
い
け
ぱ
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
近
代
的
な
認
識
論
が
立
て
た
尺
度
を
吟
味
す
る
と
き
、

別
の
尺
度
を
持
ち
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
は
近
代
的

認
識
論
の
立
場
（
現
象
知
）
の
外
部
に
立
っ
て
現
象
知
を
吟
味
し

た
と
こ
ろ
で
、
単
な
る
直
感
や
断
言
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
（
o
。
．
蟹
、
七
九
∫
八
○
頁
）
。
つ
ま
り
断
言
で
は

別
の
真
理
を
対
置
す
る
だ
け
で
、
内
在
的
な
批
判
に
は
な
ら
な
い

で
の
で
あ
る
。
近
代
的
認
識
論
の
尺
度
を
持
た
ず
し
て
近
代
的
な

認
識
論
を
吟
味
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
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で
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
知
（
現
象
知
）
の
枠
組
み
を
問
題
に
し

て
い
け
ぱ
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
「
我
々
」
の
関
わ
り
方
が
問
題
に

な
る
。
つ
ま
り
「
我
々
」
の
視
座
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
へ

ー
ゲ
ル
は
、
現
象
知
の
内
部
に
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
見
通
す
視
点

を
確
保
す
る
地
点
に
「
我
々
」
の
視
座
を
定
め
る
。
こ
の
二
つ
の

視
点
と
は
、
「
学
」
が
ま
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
「
学
は
そ

れ
自
身
一
つ
の
現
象
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
と
、
「
学
は
現
象
知

に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
う
し
た
仮
象
か
ら
解
放
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」
（
ω
。
雷
、
七
九
頁
）
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ

う
し
た
視
座
に
「
我
々
」
（
叙
述
者
で
あ
る
へ
ー
ゲ
ル
）
が
立
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
知
の
叙
述
は
「
真
の
知
へ
と
突
き
進
む
自

然
的
意
識
の
道
」
（
…
α
■
、
八
○
頁
）
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
道

は
単
純
に
真
理
へ
と
向
か
っ
て
い
く
道
で
は
な
く
、
「
こ
の
道
は

自
然
的
意
識
に
と
っ
て
は
否
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
自
分

の
概
念
を
実
現
す
る
こ
と
が
自
分
自
身
を
失
う
」
（
ω
。
塞
、
八
一

頁
）
と
い
う
自
己
否
定
的
な
道
程
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
的

意
識
は
自
分
が
あ
る
事
柄
を
真
理
と
確
信
し
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ

る
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
知
（
真
理
）
が
実
際

に
は
真
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
て
い
く
遭
な
の
で
あ

る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
道
を
「
絶
望
へ
の
道
」
（
ω
・
畠
、
同
上
）
と

名
付
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
然
的
意
識
が
こ
う
し
た
道
を
歩
む

こ
と
（
現
象
知
の
展
開
）
に
よ
っ
て
、
真
な
る
知
（
学
）
の
地
平

が
規
定
さ
れ
て
い
く
と
、
へ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
そ
う
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

な
ら
ぱ
、
ま
ず
こ
の
叙
述
の
展
開
（
意
識
の
諸
形
態
）
の
完
全
性
、

到
達
点
の
必
然
性
、
さ
ら
に
そ
の
叙
述
の
方
法
が
示
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
論
で
は
〈
叙
述
の
方
法
〉
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
こ
う
と
思
う
。
と
い
う
の
も
最
初
の
二

つ
の
問
題
は
叙
述
の
方
法
の
中
で
明
確
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
「
我
々
」
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
現
象
知
の
叙
述

を
行
う
の
か
。
こ
れ
は
「
我
々
」
叙
述
者
が
、
「
学
」
の
完
成
さ

れ
る
以
前
に
は
た
し
て
「
学
」
と
い
う
普
遍
的
な
立
場
に
立
て
る

の
か
と
い
う
問
題
と
重
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
「
我
々
」
が
立
て

る
尺
度
が
「
現
象
知
」
を
吟
味
す
る
「
尺
度
」
足
り
得
る
の
か
と

い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
「
こ
う
し
た
矛
盾
と
矛
盾

の
除
去
は
、
意
識
に
あ
ら
わ
れ
る
知
と
真
理
の
抽
象
的
な
規
定
を

思
い
起
す
と
き
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、

「
意
識
は
あ
る
も
の
を
自
ら
区
別
し
、
同
時
に
そ
れ
に
関
係
す
る
。

…
…
こ
の
関
係
の
特
定
の
面
が
知
で
あ
り
、
－
…
我
々
は
、
意
識

に
対
す
る
対
象
の
関
係
（
特
定
の
知
“
現
象
知
）
か
ら
、
即
自
存

　
　
　
　
（
7
）

在
を
区
別
す
る
」
（
ω
．
轟
、
八
五
頁
）
と
い
う
。
「
知
に
関
係
付
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け
ら
れ
た
も
の
は
、
知
か
ら
区
別
さ
れ
る
」
つ
ま
り
「
我
々
」
の

区
別
し
た
尺
度
は
「
現
象
知
」
の
内
部
か
ら
区
別
さ
れ
た
尺
度
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
我
々
」
は
、
意
識
の
経
験
と
の
関
係
に

左
右
さ
れ
な
い
「
学
」
の
立
場
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
尺
度
（
即
自
）
は
単
な
る
「
我
々
」
の
知
（
我
々
の
思
い
込

み
）
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
（
ω
』
o
。
∫
㊤
、
八
六
頁
）
。

す
な
わ
ち
「
我
々
」
が
外
側
か
ら
付
け
加
え
た
尺
度
と
い
う
意
味

で
、
次
心
意
性
が
免
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
へ

ー
ゲ
ル
は
、
現
象
知
の
運
動
に
お
い
て
意
識
が
自
分
自
身
の
内
部

で
即
自
あ
る
い
は
真
理
と
み
な
す
「
即
自
」
を
、
「
我
々
」
が
尺

度
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
い
う
。

「
意
識
が
自
分
の
内
部
に
お
い
て
即
自
あ
る
い
は
真
理
と
言
明
す

る
も
の
に
即
し
て
、
我
々
は
、
意
識
が
自
分
の
知
を
測
定
す
る
た

め
に
自
分
で
立
て
る
尺
度
を
持
つ
の
で
あ
る
。
」
（
ω
。
語
、
同
上
）

へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
我
々
」
の
「
学
」
足
る
地
位

を
保
証
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
意
識
が
立
て
る
即
自
を
尺
度
と

認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
尺
度
を
対
象
の
側
の
運
動
と
し

て
客
観
的
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
我
々
」
の
「
学
」
の
可
能
性
を
現
実
化
足
ら
し
め
る
た
め
に
は
、

「
我
々
」
は
、
意
識
そ
れ
自
身
の
運
動
に
身
を
委
ね
な
け
れ
ば
な

ら
な
ず
（
学
も
現
象
で
あ
る
と
い
う
側
面
）
、
さ
ら
に
は
そ
の
根

本
と
し
て
、
意
識
自
身
が
「
学
」
足
る
境
地
に
到
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
で
は
こ
の
意
識
が
「
絶
対
知
」
足
り
得
る
可
能
性
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
、
意
識
自
身
の
、
知
そ
の
も
の
の

真
理
性
を
問
え
る
点
に
見
る
。
へ
－
ゲ
ル
は
意
識
の
構
図
を
次
の

よ
う
に
示
す
。
「
意
識
は
一
方
で
は
対
象
の
意
識
で
あ
り
、
他
方

で
自
分
自
身
の
意
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
分
に
と
っ
て
真
で
あ

る
も
の
の
意
識
で
あ
り
、
そ
の
真
の
に
つ
い
て
の
自
分
の
知
の
意

識
で
あ
る
。
」
（
ω
一
竃
、
八
七
頁
）
す
な
わ
ち
、
意
識
の
働
き
に

は
二
面
性
が
あ
り
、
一
方
が
対
象
の
知
で
あ
り
、
対
象
を
固
定
化

し
て
捉
え
る
側
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
自
已

の
本
質
た
る
「
即
自
」
を
立
て
る
（
特
定
の
知
を
本
質
を
す
る
）

こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
働
き
が
、
知
の
知
（
固
定
的
な
も
の

を
流
動
化
す
る
）
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
対
象
を
自
分
と
の
関
係

に
お
く
働
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
対
象
の
自
立
性
（
自
己
の
本
質
）

を
否
定
す
る
働
き
（
同
時
に
こ
れ
は
自
分
の
知
の
一
面
性
を
自
覚

す
る
こ
と
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
の
働
き
を
通
じ
て
意
識
は

知
そ
の
も
の
の
吟
味
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
の
．
で
あ
る
。
「
意

識
は
両
者
（
自
分
に
と
っ
て
真
な
る
も
の
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
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知
）
の
比
較
で
あ
る
。
」
（
三
P
、
同
上
）
　
　
　
．

　
で
は
意
識
は
、
こ
う
し
た
知
の
吟
味
に
よ
っ
て
、
知
の
真
理
性

を
ど
の
よ
う
に
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
・
か
。
こ
の
意
識
の
二

つ
の
働
き
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。
ま
ず
意
識
は
そ
の
知
を

自
分
か
ら
切
り
離
し
対
象
の
本
質
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

知
を
そ
の
対
象
の
第
一
の
「
即
自
」
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
即

自
」
を
（
言
星
岨
や
行
為
に
よ
っ
て
）
自
ら
実
現
し
て
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
第
一
の
「
即
自
」
は
、
〈
自
分
に
と
っ
て
の
「
即

自
」
（
即
自
の
否
定
）
〉
と
な
り
、
新
た
な
「
即
自
」
が
あ
ら
わ
れ

る
。
し
か
し
「
我
々
」
か
ら
見
れ
ぱ
、
こ
の
新
た
な
「
即
自
」
は

ま
だ
意
識
に
は
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
場
面
の
「
即
自
」
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
新
た
な
真
理
は
、
意
識
の

経
験
の
場
面
に
お
い
て
常
に
〈
意
識
に
と
う
て
の
真
理
〉
へ
と
成

り
代
わ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
新
し
い
対
象
は
そ
の
都
度
の

意
識
が
無
意
識
に
行
な
う
反
省
作
用
の
産
物
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
に
気
付
い
た
と
き
に
は
意
識
は
、
自
ら
の
尺
度
を
変
更
し
、
新

た
な
尺
度
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
吟
味
は

知
の
吟
味
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
尺
度
の
吟
味
で
あ
る
。
」

（
蔓
p
、
八
八
頁
）
と
こ
ろ
で
こ
の
時
、
新
し
い
即
自
を
対
象
と

す
る
意
識
と
以
前
の
即
自
を
対
象
と
す
る
意
識
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
我
々
」
か
ら
見
れ
ぱ
、
意
識
の
連

続
性
が
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
れ
ぱ
ま
っ
た
く
違
っ

た
形
態
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
一
の
意
識
が
新
し
い
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

象
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
自
身

は
以
前
の
意
識
と
の
関
係
を
自
覚
す
る
事
無
く
新
た
な
場
面
で
新

た
な
意
識
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
二
つ
の
即
自

「
真
理
」
も
偶
然
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
新
し
い
対

象
は
第
一
の
対
象
の
否
定
を
含
み
、
第
一
の
対
象
に
つ
い
て
な
さ

れ
た
経
験
」
（
ω
．
9
、
同
上
）
で
あ
り
、
第
一
の
対
象
を
否
定
す

る
こ
と
で
規
定
さ
れ
て
き
た
対
象
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
な
関
係

に
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ
対
象
の
真
理
（
即
自
）
は
意
識
ど
独

別
の
物
で
あ
る
と
確
信
を
も
っ
て
い
る
意
識
が
、
「
悟
性
」
章
で

の
経
験
を
通
じ
て
対
象
の
真
理
は
意
識
と
は
別
物
で
は
な
い
と
い

う
確
信
を
も
つ
に
到
う
た
場
合
、
対
象
は
物
か
ら
生
命
（
あ
る
い

は
自
己
意
識
）
へ
と
転
換
す
る
。
し
か
し
こ
の
新
た
な
対
象
は

（
以
前
の
諸
規
定
の
反
省
と
し
て
）
そ
れ
以
前
の
規
定
を
含
み
持

づ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
必
然
性
を
通
じ
て
意
識
は
絶
対

知
へ
と
行
き
着
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
知
の
地
点
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

「
意
識
は
自
分
の
真
の
在
り
方
へ
と
前
進
す
る
こ
と
で
、
あ
る
地
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点
に
到
達
す
る
。
そ
の
地
点
で
意
識
は
、
意
識
に
対
し
て
の
み
あ

り
他
在
と
し
て
あ
る
疎
遠
な
も
の
に
ま
と
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
自

分
の
仮
象
を
脱
ぎ
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
叙
述
は
精
神
の

固
有
の
学
の
地
点
と
一
致
し
、
最
後
に
意
識
が
こ
う
し
た
自
分
の

本
質
を
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
は
絶
対
知
そ
の
も
の
の
本

性
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
」
（
ω
．
竃
壬
竃
、
九
一
∫
九
二
頁
）
こ
の

部
分
は
「
絶
対
知
」
章
の
冒
頭
部
分
と
対
応
す
る
。
対
象
に
即
し

た
他
者
性
の
廃
棄
（
対
象
を
自
己
と
し
て
掘
み
取
る
こ
と
）
が
、

意
識
が
「
啓
示
宗
教
」
の
表
象
性
を
克
服
し
て
「
絶
対
知
」
足
り

得
る
最
後
の
条
件
と
な
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
物
性
の
定
立
と
い
う

物
の
客
観
性
の
側
面
を
〈
意
識
の
外
化
の
働
き
〉
と
結
ぴ
つ
け
る

こ
と
で
、
対
象
を
対
象
と
し
て
だ
け
で
な
く
同
時
に
自
己
と
し
て

も
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
「
自
ら
の
他
在
の

う
ち
に
あ
り
な
が
ら
自
已
の
も
と
に
あ
る
」
（
ω
」
曽
、
一
二
二

八
頁
）
と
い
う
自
由
の
概
念
を
、
意
識
は
自
分
の
対
象
へ
の
働
か

け
の
う
ち
に
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
精
神
的
に
ふ
る
ま
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
フ
一
う
し
た
こ
と
（
他
者
性
の
廃
棄
）
が
意

識
の
運
動
で
あ
り
、
意
識
は
こ
の
運
動
に
お
い
て
自
ら
の
諸
契
機

の
総
体
で
あ
る
。
意
識
は
対
象
に
対
し
て
対
象
の
諸
規
定
の
総
体

に
し
た
が
っ
て
ふ
る
ま
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た

意
識
は
対
象
を
そ
の
契
機
の
各
々
に
し
た
が
っ
て
捉
え
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
対
象
の
諸
規
定
の
こ
う
し
た
総
体
が
対
象

を
即
自
的
に
は
精
神
的
な
本
質
と
な
し
、
意
識
に
対
し
て
対
象
が

精
神
的
な
本
質
と
な
る
の
は
、
意
識
が
真
実
に
は
対
象
の
個
々
の

規
定
を
自
己
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
、
対
象
に
対
し
て
今
し
方

言
わ
れ
た
よ
う
に
精
神
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ

る
。
」
（
…
P
、
同
上
）
こ
の
よ
う
に
意
識
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場

面
で
、
く
ま
な
く
対
象
を
経
験
す
る
中
で
、
対
象
の
対
象
性
を
廃

棄
し
て
対
象
を
自
己
と
し
て
掴
み
取
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て

現
象
知
か
ら
絶
対
知
へ
と
到
る
意
識
の
経
験
の
過
程
は
、
意
識
が
、

対
象
の
自
立
性
を
〈
自
己
意
識
の
外
化
の
運
動
〉
と
し
て
否
定
的

か
つ
肯
定
的
に
捉
え
る
視
座
を
獲
得
す
る
経
験
と
し
て
意
識
に
捉

え
ら
れ
る
。一

一
一
「
現
象
知
」

と
「
我
々
」

　
さ
て
「
我
々
」
は
「
現
象
知
」
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
我
々
」
は
「
現
象
知
」
の
運
動
と
し
て
自
ら
の
「
学
」
性
を
実

現
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
も
う
一
歩
踏
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

込
む
と
、
こ
れ
は
「
我
々
」
が
「
現
象
知
」
を
経
験
す
る
こ
と
だ

と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
経
験
は
も
ち
ろ
ん
意
識
の
経
験
と
は
位
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相
を
異
に
す
る
。
意
識
の
経
験
（
現
象
知
）
が
、
自
ら
の
「
即

自
」
を
失
う
と
い
う
形
で
新
た
な
「
即
自
」
を
生
み
出
し
て
い
く

の
に
対
し
、
「
我
々
」
の
経
験
と
は
、
こ
う
し
た
意
識
の
経
験

（
対
象
の
運
動
）
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
即
自
」
（
現
象
知
の
本
質
）

を
吟
味
し
な
が
ら
そ
れ
を
「
学
」
と
し
て
実
現
し
て
い
く
と
い
う

経
験
な
の
で
あ
る
。

　
二
で
見
た
よ
う
に
、
意
識
が
「
絶
対
知
」
足
り
得
る
の
は
、

「
我
々
」
が
「
現
象
知
」
か
ら
区
別
し
た
「
即
自
」
（
真
理
）
を
、

意
識
自
身
が
、
経
験
に
お
い
て
自
分
の
確
信
と
し
て
も
つ
に
到
っ

た
と
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
意
識
が
、
自
分
自
身
の
経
験
を
肯
定
的

に
見
通
す
こ
と
（
対
象
の
他
者
性
を
廃
棄
す
る
こ
と
）
が
で
き
、

対
象
と
自
己
を
固
定
的
に
分
離
す
る
こ
と
を
や
め
、
対
象
を
概
念

に
よ
っ
て
捉
え
た
と
き
で
あ
る
。
例
え
ば
意
識
A
が
対
象
B
に
関

わ
る
場
面
を
考
え
一
て
み
る
。
そ
の
と
き
A
と
B
と
の
関
係
が
現
象

知
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
意
識
A
が
絶
対
知
に
到
達
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
現
象
知
に
あ
り
な
が
ら
、
意
識
A
が
現
象
知
を
自
覚

（
対
自
化
）
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
緒
論
」
で
問

題
に
な
っ
た
「
我
々
」
の
「
現
象
知
」
へ
の
関
わ
り
と
重
な
る
。

す
な
わ
ち
意
識
（
絶
対
知
1
1
我
々
）
は
対
象
（
現
象
知
）
と
関
わ

る
と
い
う
形
で
、
自
己
に
関
わ
る
（
内
化
す
る
）
。
「
絶
対
知
」
と

は
「
我
々
」
の
視
座
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
。
他

者
の
な
か
に
あ
う
て
、
自
己
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
自
立
的
に
し

て
自
由
な
在
ヅ
方
が
、
絶
対
知
で
あ
り
「
我
々
」
の
知
で
あ
る
。

つ
ま
り
意
識
A
は
、
A
と
B
の
媒
介
構
造
（
現
象
知
）
を
通
じ
て
、

A
と
B
の
背
後
に
あ
る
論
理
（
両
者
の
根
底
に
あ
づ
て
我
々
が
見

通
し
て
い
る
論
理
）
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
こ

の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
フ
一
う
し
た
必
然
性
は
そ
れ
自

体
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
新
し
い
対
象
の
生
成
は
、
意
識
に
は
ど

の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
示
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
は
意
識
の
背
後
で
生
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
経
験
に
携
わ
っ
て
い

る
意
識
に
は
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
即
自
あ
る
い
は
我
々
に
と
っ

て
の
存
在
と
い
う
契
機
が
、
意
識
の
運
動
の
う
ち
に
入
っ
て
く

る
。
」
（
ω
・
竃
、
九
〇
∫
九
一
頁
）
こ
れ
は
個
々
の
場
面
で
も
当

て
は
ま
る
。
例
え
ぱ
、
「
感
覚
的
確
信
」
は
、
あ
る
対
象
に
対
し

て
フ
一
の
も
の
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
物
の
真

実
性
を
言
い
あ
て
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
こ
の
も

の
」
と
い
う
知
が
対
象
の
本
質
と
さ
れ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
対

象
に
対
し
て
「
こ
の
も
の
」
と
名
付
け
る
こ
と
（
行
為
）
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
、
こ
の
意
識
は
、
自
分
の
見
込
み
と
は
逆
の
結
果
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を
引
き
出
す
。
意
識
は
「
こ
の
も
の
」
と
し
て
す
べ
て
の
対
象
の

本
質
を
そ
の
ま
ま
言
い
表
わ
そ
う
と
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は

「
我
々
」
か
ら
見
れ
ば
普
遍
的
杢
言
明
な
の
で
あ
る
。
意
識
は
こ

の
こ
と
を
無
自
覚
に
行
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
う
て
意
識
が
、

「
こ
の
」
個
物
の
本
質
を
フ
一
の
も
の
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
反
省
す
る
と
き
、
「
絶
望
」

を
経
験
す
る
。
し
か
し
こ
の
経
験
を
通
じ
て
、
「
我
々
」
が
〈
感

覚
的
確
信
と
い
う
現
象
知
〉
か
ら
区
別
し
た
「
即
自
」
す
な
わ
ち

〈
対
象
を
普
遍
的
な
形
で
捉
え
て
い
る
〉
と
い
う
側
面
が
、
新
た

な
意
識
の
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
対

象
の
本
質
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
「
知
覚
」

と
い
う
意
識
が
生
じ
て
く
る
。

　
意
識
の
こ
う
し
た
新
た
な
「
即
自
」
の
創
出
を
通
じ
て
「
我
々
」

の
「
即
自
（
意
識
の
背
後
に
あ
る
論
理
）
」
は
内
容
的
に
規
定
さ

れ
て
い
く
と
同
時
に
意
識
に
自
覚
化
さ
れ
て
い
く
。
「
我
々
」
か

ら
見
れ
ば
、
「
我
々
」
が
区
別
し
た
「
即
自
」
が
意
識
の
経
験
を

通
じ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
実

体
1
1
主
体
説
と
も
関
わ
る
。
つ
ま
り
「
我
々
」
の
側
か
ら
す
る
と
、

意
識
と
対
象
と
の
関
わ
り
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
論
理
（
意
識
の

背
後
で
成
り
立
つ
論
理
）
、
す
な
わ
ち
意
識
と
対
象
と
の
関
わ
り

の
真
相
（
我
々
が
現
象
知
か
ら
区
別
し
た
即
自
1
－
実
体
）
を
、
意

識
の
働
き
（
意
識
が
自
己
展
開
を
行
な
っ
て
新
た
な
即
自
を
生
み

出
す
こ
と
）
を
通
じ
て
顕
在
化
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。

　
さ
て
最
後
に
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
我
々
」
叙
述
者

の
在
り
方
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
「
我
々
」
は
ど
の
よ
う

な
資
格
で
〈
意
識
の
経
験
〉
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
我
々
」
を
何
か
超
越
的
な
も

の
と
か
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
我
々
」
は
、
ひ
と
り
の
叙
述
者
（
我
）
で
あ
る
と
い
う

　
　
　
（
m
）

こ
と
で
あ
る
（
ω
」
O
O
。
、
一
八
二
頁
）
。
「
我
々
」
は
現
象
知
で
あ

り
つ
つ
現
象
知
を
自
覚
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
意
識
の
経
験
を
自

覚
的
に
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
性

に
関
わ
り
つ
つ
そ
れ
に
自
ら
の
在
り
方
（
自
己
化
）
を
見
て
い
る

も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
「
現
象
知
」
の
叙
述
に
お
い
て
、

「
我
々
」
は
「
現
象
知
」
を
対
象
化
し
対
象
的
に
展
開
す
る
。
こ

の
よ
う
に
外
側
か
ら
意
識
の
経
験
に
関
わ
る
と
き
、
「
我
々
」
は

〈
意
識
の
経
験
〉
を
対
象
と
し
た
対
象
意
識
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
「
我
々
」
は
自
ら
の
尺
度
を
意
識
の

経
験
の
内
部
か
ら
取
り
出
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
側
面
か

ら
言
え
ば
、
「
我
々
」
は
対
象
と
さ
れ
る
意
識
の
運
動
に
「
学
」
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へ
の
展
開
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
（
「
絶
対
知
」
章
で
語
ら
れ
る

よ
う
に
、
絶
対
知
は
再
ぴ
感
覚
的
確
信
に
戻
れ
る
の
で
あ
る
。
）

し
か
し
、
同
時
に
「
我
々
」
は
「
現
象
知
」
が
自
分
の
知
で
あ
る

こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
意
識
の
経
験
の
運
動
を
自
分
の

知
と
し
て
把
握
す
る
の
は
、
こ
の
側
面
を
い
っ
て
い
る
。
「
我
々
」

は
、
対
象
意
識
の
側
面
か
ら
す
る
と
、
経
験
す
る
意
識
と
な
っ
て
、

個
々
の
場
面
で
個
々
の
対
象
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
現

象
知
」
と
し
て
自
分
の
知
を
失
う
と
い
う
絶
望
の
道
を
繰
り
返
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
「
我
々
」
は
目
己
意
識
で
あ

る
と
い
う
面
か
ら
す
る
と
、
意
識
の
経
験
吻
な
か
に
常
に
く
自

己
V
を
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
我
々
」
も
自
ら
を
「
現
象
知
」

と
し
て
経
験
す
る
側
面
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
際
「
我
々
」
の

尺
度
は
、
意
識
の
経
験
が
そ
の
都
度
そ
の
都
度
立
て
る
尺
度
を
承

認
す
る
こ
と
に
よ
う
て
否
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う

に
し
て
「
我
々
」
は
、
自
分
の
知
（
学
）
を
現
象
知
の
展
開
の
な

か
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
方
で
は
抽
象
的
・
観
念

的
な
学
の
立
場
で
は
な
く
、
現
象
知
に
即
し
た
具
体
的
内
容
を
と

も
な
う
た
「
学
」
の
立
場
を
基
礎
付
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
も

う
一
方
で
は
〈
意
識
の
経
験
〉
に
内
的
な
必
然
性
を
見
る
こ
と
が

出
来
た
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
「
我
々
」
の
役
割
を
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
「
我
々
が
付
け
足
し
た
の
は
、
た
だ
次
の
二
つ
の
こ

と
の
み
で
あ
る
。
一
つ
は
個
々
の
契
機
を
と
り
集
め
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
各
々
の
契
機
（
意
識
・
自
己
意
識
・
理
性
・
精
神
）
は

自
ら
の
原
理
の
う
ち
で
精
神
全
体
の
生
命
を
表
し
て
い
る
。
も
う

ひ
と
つ
は
概
念
を
概
念
の
形
式
に
お
い
て
保
持
す
る
こ
と
で
あ
り

そ
の
内
容
は
・
か
の
諸
契
機
に
お
い
て
す
で
に
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ

う
し
、
意
識
の
一
つ
の
形
態
（
良
心
）
と
い
う
形
式
に
お
い
て
す

で
に
生
じ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
ω
．
亀
↓
、
一
一

五
〇
頁
）
「
我
々
」
は
、
「
学
」
と
い
う
視
座
か
ら
内
在
的
な
形
で

意
識
の
経
験
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
自
己
の
生
成
と

根
拠
を
見
い
だ
し
、
自
ら
を
真
の
学
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　
へ
ー
ゲ
ル
の
「
緒
論
」
で
の
モ
チ
ー
フ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
知
の
本
質
を
探
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
、
「
意
識
」
と
「
我
々
」

と
い
う
枠
細
み
を
設
定
し
、
〈
学
も
現
象
V
と
い
う
視
点
と
〈
学
は

現
象
に
対
抗
す
る
〉
と
い
う
視
点
を
同
時
に
取
る
こ
と
で
、
一
方

で
意
識
（
現
象
知
）
の
運
動
を
通
じ
て
（
意
識
が
対
象
を
経
験
す
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（113）「意識の経験の学」の方法論

る
中
で
）
意
識
に
絶
対
知
へ
の
通
路
を
開
ら
き
、
他
方
で
「
我
々
」

が
現
象
知
を
経
験
す
る
か
ら
そ
こ
に
自
己
（
概
念
）
（
意
識
の
経

験
と
違
い
そ
こ
に
否
定
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
肯
定
的
な
も
の
）

を
見
る
こ
と
で
「
我
々
」
に
〈
現
象
知
の
知
〉
を
学
と
し
て
実
現

す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
え
よ

う
。
こ
う
し
た
過
程
を
通
じ
て
「
我
々
」
の
叙
述
を
体
系
的
な
学

足
ら
し
め
る
（
体
系
的
な
学
を
弁
証
法
的
に
証
明
す
る
）
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
我
々
」
は
固
定
的
に
経
験
の
外
部

に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
同
時
に
意
識
の
経
験
と
一
体
化
し

た
も
の
で
も
な
い
。
「
我
々
」
は
現
象
知
（
意
識
の
観
点
）
に
視
点

を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
う
て
、
そ
の
知
が
ど
う
対
象
（
現
実
）
に

関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
吟
味
す
る
と
い
う
、
〈
知
の
否
定
を
（
あ

く
ま
で
）
規
定
と
見
る
V
へ
ー
ゲ
ル
固
有
の
「
徹
底
し
た
懐
疑
」

と
し
て
「
我
々
」
は
現
象
知
と
の
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
徹
底
さ
こ
そ
が
真
理
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
こ
に
は
難
問
が
横
た
わ
う
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
「
緒
論
」
の
圏
頭
で
「
絶
対
者
」
あ
る
い
は
「
真
理
」

を
意
識
の
外
部
に
前
提
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
、
「
学
」
や
真
理
の
絶
対
性
を
語
る
こ
と
は
、
意
識
（
自
己
意

識
が
）
の
働
き
に
そ
れ
ら
を
帰
着
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
を
持
つ
。

自
我
に
も
対
象
に
も
帰
着
さ
せ
な
い
か
た
ち
で
真
理
を
問
題
に
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
両
者
を
捉
え
る
視
点
を
必

要
と
す
る
。
そ
れ
が
「
我
々
」
の
視
座
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

し
か
し
こ
れ
も
一
つ
の
意
識
（
現
象
知
）
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
疑

念
は
否
め
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
逆
に
「
我
々
」
と
い
う
視
座
を

立
て
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
を
保
証
す
る
こ
と
に
問
題
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
へ
ー
ゲ
ル
の

「
意
識
の
経
験
の
学
」
と
い
う
方
法
を
徹
底
さ
せ
る
と
き
、
関
わ

る
と
は
何
か
、
叙
述
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
知
る
と
い
う

こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
等
々
の
根
本
的
な
問
題
が
浮
き
彫
り
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
へ
－
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は
以
下
の
略
号
と
頁
数
を
併
記
し
本
文
中

に
註
記
す
る
。

　
（
ω
－
－
…
）
葭
品
o
＝
o
耐
竃
昌
昌
o
二
奉
雪
幕
｝
α
．
o
勺
霊
昌
昌
彗
一

〇
－
o
阻
o
α
鶉
0
9
ω
8
9
ゴ
o
易
一
く
ー
巾
ブ
9
三
ω
o
ブ
ミ
窃
含
巴
〆
o
＝
①
コ

＞
訂
ま
邑
o
α
實
峯
家
①
冨
昌
o
芦
U
易
竃
巨
o
ネ
ε
o
o
o
．
漢
数
字

は
翻
訳
頁
数
を
表
す
。
へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
の
現
象
学
』
（
上
、
下
）

金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店

（
1
）
　
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
は
『
エ
ン
チ
ュ
ク
目
ベ
デ
ィ
ー
』
の
構
想

　
と
の
関
係
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
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ま
で
『
精
神
現
象
学
」
で
の
構
図
に
範
囲
を
限
定
し
た
い
。

（
2
）
　
W
・
マ
ル
ク
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
『
精
神
現
象
学
』
の
背
景

　
に
あ
る
時
代
の
要
求
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
（
幸
．
…
昌
ご

　
匡
o
o
q
9
血
　
勺
岬
目
o
昌
①
目
o
－
o
o
q
a
　
o
o
ω
　
0
9
ω
艸
①
9
　
く
二
↓
o
H
o
　
宍
－
o
g
－

　
昌
彗
P
享
彗
ζ
冒
；
≡
童
凹
ヲ
一
畠
；
『
へ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
現

　
象
学
」
』
上
妻
精
訳
、
理
想
社
）
。
ガ
ダ
マ
ー
は
「
現
象
す
る
精
神
の

　
道
と
は
、
そ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
が
近
世
的
な
も
の
の
立
場
で
古
代
的
な

　
も
の
の
立
場
を
発
見
す
る
こ
と
を
教
示
す
る
道
な
の
で
あ
る
」
（
声

　
o
I
－
o
凹
旨
昌
彗
一
匡
轟
9
ω
冒
o
－
呉
巨
斥
忌
ω
ω
o
；
ω
；
o
峯
冒
訂
①
ヌ

　
ζ
g
彗
ζ
＝
彗
　
昌
＝
品
〇
一
血
　
巾
触
コ
o
『
＝
o
コ
〇
一
〇
〇
胃
庁
　
o
鶉
　
0
9
閉
一
鶉
一

　
お
貫
旨
～
ζ
昌
P
印
曽
ω
、
山
口
・
高
山
訳
『
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

　
法
』
、
未
来
社
、
二
四
頁
）
と
述
ぺ
て
い
る
。

（
3
）
　
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
「
へ
ー
ゲ
ル

　
は
、
経
験
は
意
識
が
、
自
ら
自
己
の
う
え
に
行
使
す
る
運
動
で
あ
る
、

　
と
い
う
て
い
る
。
こ
の
行
使
は
、
絶
対
者
の
意
志
が
そ
の
絶
対
性
に

　
お
い
て
我
々
の
も
と
に
現
存
し
よ
う
と
意
志
す
る
強
力
の
働
き
で
あ

　
る
。
絶
対
者
が
そ
れ
と
し
て
存
在
す
る
意
志
は
、
経
験
と
い
う
有
様

　
で
働
い
て
い
る
。
－
…
（
我
々
の
）
付
足
し
は
そ
れ
自
体
、
絶
対
者

　
の
絶
対
性
に
よ
っ
て
意
志
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
意
識
の

　
転
回
は
、
何
か
利
己
的
な
こ
と
を
我
々
の
ほ
う
か
ら
絶
対
者
に
も
ち

　
か
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
我
々
を
我
々
の
本
質
の
な
か
へ
立

　
ち
返
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
の
本
質
は
、
絶
対
者
の
パ
ル

　
ウ
シ
ア
の
中
に
居
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
（
≦

　
葭
①
巨
⑭
胴
匝
q
①
『
一
〇
耐
ω
団
≡
訂
一
易
吋
凹
げ
o
－
p
9
＝
o
5
ミ
o
o
q
p
く
；
一
〇
『
o

　
穴
－
o
ω
一
竃
昌
凹
目
畠
」
o
ミ
一
司
冨
目
斥
；
ユ
蛯
昌
ζ
巴
目
一
ω
．
ε
ガ
『
へ
ー
ゲ

　
ル
の
経
験
概
念
』
、
細
谷
貞
雄
訳
、
理
想
社
、
一
七
四
頁
）

（
4
）
W
・
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
、
「
我
々
」
の
意
識
の

経
験
に
対
す
る
優
越
性
を
強
調
し
て
い
る
。
「
現
象
学
者
（
我
々
）

　
は
－
－
第
一
に
現
象
知
を
「
道
ず
れ
」
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二

　
に
、
彼
は
経
験
の
歴
史
の
運
動
の
先
導
者
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま

　
た
弁
証
法
的
な
経
験
の
歴
史
の
先
導
者
で
あ
る
。
第
三
に
、
現
象
学

者
は
彼
の
優
位
な
知
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
の
弁
証
法
的
な

運
動
と
、
こ
の
運
動
の
根
底
に
あ
っ
て
公
教
的
な
叙
述
を
可
能
な
ら

　
し
め
、
し
た
が
っ
て
自
然
的
意
識
に
対
し
て
「
正
当
化
」
を
可
能
に

　
す
る
必
然
性
を
見
抜
く
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
現
象
学
者
は
、
先

行
す
る
経
験
の
歴
史
の
結
果
と
し
て
、
肯
定
的
に
原
理
と
し
て
把
握

　
さ
れ
た
総
合
が
成
立
し
て
い
る
。
第
五
に
、
彼
は
現
象
知
に
と
っ
て

　
の
「
道
案
内
人
」
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
（
手
…
彗
‘
…
戸

　
ω
．
；
一
W
・
マ
ル
ク
ス
、
同
掲
書
、
一
五
五
頁
）

（
5
）
　
R
・
ノ
ー
マ
ン
は
「
意
識
は
す
べ
て
の
こ
と
を
な
し
、
我
々
は

　
た
だ
傍
観
し
て
い
る
ぺ
き
だ
と
い
う
へ
－
ゲ
ル
の
指
示
は
、
次
に
修

　
正
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
批
判
の
仕
事
を
調
整
し
、
た
え
ま
な
い
発

　
展
の
過
程
へ
と
も
た
ら
す
の
は
哲
学
的
傍
観
者
で
あ
る
我
々
だ
か
ら

　
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
批
判
の
中
で
、
意
識
に
と
っ
て
の
新
し
い
対

　
象
を
見
い
だ
す
の
は
、
我
々
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
展
の
過
程

　
の
中
で
新
し
い
次
の
段
階
を
補
う
の
も
我
々
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
宛
．

　
z
o
『
ヨ
彗
一
憲
鷺
一
㎝
勺
ぎ
昌
昌
昌
〇
一
要
一
＝
E
ヨ
彗
三
窃
？
窃
9

　
寿
峯
旨
轟
ξ
一
P
員
宮
坂
真
喜
訳
『
へ
ー
ゲ
ル
「
精
神
現
象
学
」

　
入
門
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
七
－
八
頁
）
と
述
べ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の

　
方
法
論
に
変
更
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
「
現
象
知
」
に
対
し
て
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（115）「意識の経験の学」の方法論

　
「
我
々
」
が
観
望
す
る
と
い
う
視
座
と
そ
れ
を
「
学
」
に
も
た
ら
す

　
と
い
う
視
座
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
方
法
論
の
二
つ
の
側
面
と
見
る
ぺ
き

　
で
あ
る
。

（
6
）
　
現
象
知
の
一
面
性
を
通
じ
て
全
体
的
な
知
に
到
る
こ
と
が
出
来

　
る
の
か
。
つ
ま
り
経
験
し
た
知
を
す
ぺ
て
集
め
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
が

　
関
係
の
本
質
を
言
い
あ
て
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
そ
こ
に

　
は
あ
る
種
の
飛
躍
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
象
知
と
絶
対
知

　
は
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
両
者
に
は
決
定
的
な
断
絶
が

　
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
の

　
解
釈
が
あ
る
。
一
つ
は
、
現
象
知
と
絶
対
知
の
連
続
性
を
積
極
的
に

　
主
張
す
る
解
釈
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ペ
ゲ
ラ
ー
等
が
い
る
。
つ
ま
り

　
現
象
知
の
な
か
に
真
理
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
存
在
論
的
な

　
解
釈
で
あ
る
。
真
理
の
歴
史
性
が
言
わ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
現

　
象
知
と
絶
対
知
の
非
連
続
性
を
主
張
す
る
解
釈
で
、
例
え
ば
ブ
プ
ナ

　
ー
等
が
い
る
。
真
理
の
非
歴
史
性
が
言
わ
れ
、
現
象
学
的
方
法
は
、

　
意
識
に
そ
の
非
真
理
性
を
開
示
す
る
批
判
的
方
法
で
あ
る
と
い
う

　
（
戸
匝
目
σ
冨
二
冒
巴
o
ζ
寿
昌
o
奉
一
窒
雪
窒
臣
p
ω
；
『
訂
昌
o

　
く
価
ユ
品
一
宇
彗
ζ
昌
一
団
昌
竃
與
一
目
L
竃
卓
ω
。
墨
∫
ω
O
。
一
『
弁
証
法
と

　
科
学
』
加
藤
・
伊
坂
・
竹
田
訳
、
未
来
社
、
五
五
－
六
四
頁
）
。
私

　
と
し
て
は
こ
の
二
つ
の
解
釈
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
る
。
『
精
神
現
象
学
」
の
叙
述
の
方
法
と
は
こ
の
二
つ
の
視
座

　
を
同
時
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
7
）
　
イ
ポ
リ
ッ
ト
や
W
・
マ
ル
ク
ス
や
金
子
武
蔵
、
等
々
は
、
こ
の

　
部
分
を
、
こ
の
「
即
自
」
は
「
我
々
」
が
区
別
し
た
即
自
で
は
な
く
、

意
識
が
区
別
し
た
「
即
自
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
う
す

　
る
と
は
じ
め
か
ら
意
識
は
自
分
の
知
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
に
気
が

　
付
い
て
お
り
、
は
じ
め
か
ら
自
分
の
経
験
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う

　
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
8
）
　
こ
の
点
が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
「
精
神
」
章

　
「
人
倫
」
で
展
開
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
人
倫
の
没
落
の
歩
み
の
叙
述
で

　
あ
る
。
人
倫
的
意
識
は
自
ら
の
共
同
体
の
没
落
と
い
う
経
験
に
よ
っ

　
て
自
ら
の
根
拠
（
真
理
）
が
な
ん
で
あ
る
の
か
を
知
る
の
で
あ
る
が
、

　
こ
の
時
「
人
倫
的
個
体
性
は
、
人
倫
的
威
力
が
そ
の
反
対
の
威
カ
を

　
通
じ
て
こ
う
む
る
没
藩
を
越
え
て
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

　
る
。
」
（
ω
。
旨
9
七
六
八
頁
）

（
9
）
　
二
三
フ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
は
「
学
」
の
も
つ
経
験
と
い
う
側
面

　
を
強
調
し
て
い
る
。
「
し
た
が
っ
て
現
象
知
の
学
は
、
善
く
も
悪
く

　
も
、
同
一
の
諸
形
態
の
系
列
を
共
に
遍
歴
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
す
な
わ
ち
一
歩
一
歩
と
も
に
歩
む
第
二
の
意
識
と
し
て
、
至
る
所
で

　
知
の
諸
形
態
に
と
も
に
つ
い
て
い
く
知
の
知
と
し
て
、
あ
る
い
は
自

　
己
経
験
に
追
従
す
る
経
験
学
（
宰
↓
彗
；
目
o
日
ω
三
ω
彗
㎝
争
黒
一
）
と

　
し
て
で
あ
る
。
：
…
・
弁
証
法
と
は
、
－
－
す
な
わ
ち
哲
学
者
が
対
象

　
に
即
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
う
て
同
時
に
哲
学
的
認
識
に
即
し
て

　
な
す
経
験
で
あ
る
。
」
（
；
8
巨
＝
彗
一
ヨ
彗
P
冒
O
、
…
8
0
q
O

ま
己
〕
彗
蓉
＝
彗
一
ま
き
ω
一
昌
毒
一
幸
彗
彗
忌
9
ξ
后
『
一
ω
．
ω
冨

　
；
讐
紅
）
こ
れ
は
「
我
々
」
が
意
識
の
経
験
に
お
い
て
そ
の
都
度
そ

　
の
都
度
と
も
に
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う

　
し
た
指
摘
は
た
し
か
に
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
意
識
の
経

　
験
と
「
我
々
」
の
経
験
と
の
差
異
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
0
）
　
「
自
己
意
識
」
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
我
々
と
し
て
の
我
、
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我
と
し
て
の
我
々
」
と
い
う
「
精
神
の
概
念
」
は
自
己
意
識
で
意
識

　
の
視
点
と
「
我
々
」
の
視
点
が
形
式
的
で
は
あ
る
が
重
な
る
と
い
う

意
味
で
、
「
絶
対
知
」
の
原
初
的
な
構
造
は
自
己
意
識
に
あ
る
と
考

　
え
て
も
よ
い
。
（
例
え
ば
、
ボ
ン
ジ
ー
ペ
ン
、
峯
。
雰
畠
一
｛
彗
一
里
目
－

　
蚕
；
冒
困
昌
勺
す
彗
o
ヨ
g
〇
一
〇
的
示
o
鶉
0
9
ω
8
ω
一
雰
一
気
ζ
〇
一
目
雪

　
く
胃
5
o
q
一
葭
o
冒
σ
胃
o
q
二
畠
o
o
）

（
1
1
）
　
口
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
報
告
に
よ
る
と
、
『
精
神
現
象
学
』
を

　
準
備
す
る
過
程
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
講
義
で
次
の
よ
う
に
述
べ

　
て
い
る
と
い
う
。
「
自
己
意
識
は
そ
の
真
実
態
に
お
い
て
は
自
分
自

身
に
対
す
る
確
信
で
あ
り
、
し
た
が
う
て
そ
れ
は
こ
の
確
信
を
介
し

　
て
静
か
に
自
由
な
自
己
運
動
を
眺
め
る
、
つ
ま
り
直
接
的
に
あ
ら
わ

　
れ
る
存
在
が
、
精
神
で
あ
る
と
い
う
そ
の
本
質
を
展
開
し
、
自
分
自

　
身
を
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
示
す
と
い
う
自
己
運
動
を
眺
め
る

　
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
そ
の
も
の
が
学
聞
の
な
か
に
持
っ
て
い
る
対

　
象
の
運
動
の
な
か
に
自
分
自
身
を
混
入
し
た
り
織
り
込
ん
だ
り
す
る

　
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
己
意
識
が
立
っ
て
い
る
段
階
で
は
、
そ
れ
は

　
ま
だ
自
ら
を
も
対
象
を
も
精
神
と
し
て
把
握
せ
ず
、
対
象
に
対
す
る

　
不
動
性
を
得
て
い
な
い
と
い
う
段
階
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う

　
い
う
不
動
性
と
い
う
も
の
は
自
己
意
識
が
知
る
精
神
で
あ
る
が
ゆ
え

　
に
、
自
由
と
自
立
性
の
中
で
精
神
に
耐
え
得
る
と
き
に
な
う
て
よ
う

　
や
く
達
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
宍
、
宛
畠
彗
ζ
彗
ぎ
O
．
薫
』
■
＝
晶
9
ω

　
－
①
一
〕
耐
月
ミ
オ
竃
冨
o
＝
良
巨
－
g
①
困
；
ゴ
o
q
鶉
①
＝
8
す
黒
↓
U
由
H
昌
ω
試
ま
一

　
屋
戸
ω
・
M
竃
、
『
へ
ー
ゲ
ル
伝
」
中
埜
肇
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九

　
一
壬
二
頁
）
こ
の
と
き
へ
ー
ゲ
ル
は
自
己
意
識
の
運
動
の
な
か
に

　
「
絶
対
知
」
へ
の
通
路
を
認
め
、
「
我
々
」
の
境
地
を
、
そ
の
真
相
に

　
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
自
己
意
識
の
在
り
方
に
見
て
い
た
と
い
え
る
の

　
で
は
な
い
か
。

（
1
2
）
　
〈
知
の
客
観
性
（
絶
対
性
）
を
め
ぐ
る
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
の

　
反
駁
〉
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
我
々
」
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意

　
識
の
経
験
の
学
は
独
断
論
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
で
あ

　
る
。
「
経
験
は
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：
…
し
か
し
こ
の

　
と
き
ジ
レ
ン
マ
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
験
が
真
に
引
き
入

　
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
さ
ま
よ
っ
て
懐
疑
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
経

　
験
が
理
解
さ
れ
、
経
験
の
真
理
に
か
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
と

　
き
経
験
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
ど
ち
か
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
し
て
経
験
に
よ
っ
て
二
番
目
の
も
の
に
導
く
と
称
す
る
こ
と
は
、

　
も
っ
と
も
完
全
な
独
断
主
義
で
あ
る
。
」
（
「
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
遣

　
稿
講
義
ノ
ー
ト
・
へ
ー
ゲ
ル
以
後
の
哲
学
と
非
哲
学
」
『
理
想
」
一

　
九
七
七
、
z
o
・
五
二
六
、
田
島
節
夫
・
実
川
敏
夫
・
田
島
由
美
子

　
訳
、
四
三
頁
）
し
か
し
な
が
ら
へ
ー
ゲ
ル
と
し
て
は
こ
う
し
た
独
断

　
主
義
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
意
識
の
経
験
の
学
を
構
想
し
た
の
だ
と
い

　
え
よ
う
。
か
り
に
こ
の
方
法
が
独
断
主
義
で
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
は

　
も
っ
と
も
独
断
主
義
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
る
独
断
主
義
で
あ
る
と

　
い
え
よ
う
。

　
尚
本
論
は
、
へ
ー
ゲ
ル
研
究
会
で
の
報
告
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
質
問
さ
れ
た
方
々
に
は
こ
の
場
を
借
り
て

感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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