
反
省
の
発
生
的
構
造

ク

ー
ー
現
象
学
的
還
元
と
分
裂
病
に
お
け
る
同
時
的
内
省
の
起
源
と
し
て
の
非
志
向
的
意
識
に
つ
い
て

i
フ
ィ
ン

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
長
井
真
理
H
木
村
敏
を
め
ぐ
っ
て
|
|

一
、
フ
イ
ン
ク
に
よ
る
方
法
論
的
な
考
察
i
現
象
学
的
傍
観
者
に
つ

い
て

現
象
学
が
採
用
す
る
還
元
と
い
う
方
法
は
、
知
覚
に
与
え
ら
れ
た
現

象
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
、
素
朴
な
態
度
を
変
更
す
る
こ
と
で
成
立
し

て
い
る
。
世
界
の
実
在
に
対
す
る
信
が
い
っ
た
ん
宙
吊
り
に
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
世
界
そ
の
も
の
が
無
に
な
る
の
で
は
な
い
。

世
界
は
、
実
在
す
る
し
な
い
は
と
も
か
く
、
何
か
自
我
に
与
え
ら
れ
て

い
る
も
の
、
と
い
う
意
味
を
持
ち
続
け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
知
覚
に

与
え
ら
れ
た
現
象
そ
の
も
の
の
現
れ
の
領
野
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
自

我
に
お
け
る
世
界
の
構
成
(
と
そ
の
背
後
に
あ
る
地
平
や
習
性
と
い
っ

た
領
域
)
が
、
現
象
学
の
研
究
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
対
象
の

実
在
で
は
な
く
、
意
識
に
対
し
て
現
象
が
い
か
に
し
て
現
れ
、
何
が
暗

黙
に
現
れ
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
現
象
学
的
還
元
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
構
成
を
記
述
す
る
た

め
の
反
省
の
理
論
で
も
あ
る
。
還
元
さ
れ
た
次
元
に
お
け
る
世
界
構
成

村

立青

彦

上

を
観
察
す
る
眼
差
し
は
、
日
常
的
な
反
省
と
は
そ
の
様
態
を
異
に
す
る

は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
常
的
な
反
省
は
、
世
界
の
実
在
に
対
す

(
l
)
 

る
信
頼
を
宙
吊
り
に
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
象
学
的
な
反
省

は
、
世
界
に
対
す
る
関
心
を
い
っ
さ
い
断
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
初
期
フ
イ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ

l
ル
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

還
元
の
方
法
論
は
不
十
分
な
も
の
だ
と
考
え
た
。
フ
ッ
サ

l
ル
は
、
還

元
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
、
超
越
論
的
主
観
性
の
、
世
界

構
成
の
働
き
と
、
そ
れ
を
主
題
化
す
る
傍
観
者
の
働
き
を
峻
別
は
し
な

か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
フ
イ
ン
ク
の
、
『
第
六
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』

の
新
し
さ
は
、
こ
の
構
成
を
行
う
超
越
論
的
主
観
性
と
、
現
象
学
遂
行

的
な
超
越
論
的
主
観
性
を
峻
別
し
た
こ
と
に
あ
る
(
も
う
一
つ
の
新
し

さ
は
、
構
築
的
現
象
学
と
呼
ば
れ
る
領
野
の
概
念
を
提
出
し
た
こ
と
に

(
3
)
 

あ
る
。
フ
イ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
自
我
は
、
自
然
的
態
度
、
超
越
論
的
な

構
成
す
る
主
観
、
現
象
学
的
傍
観
者
、
の
三
つ
の
層
に
分
か
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
(
『
第
六
省
察
』
、
四
三
頁
)
。
世
界
の
構
成
に
全
く
関
わ
ら
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な
い
、
非
H

人
間
的
と
も
言
え
る
(
同
頁
)
こ
の
傍
観
者
の
出
現
に
よ

っ
て
初
め
て
現
象
学
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
イ
ン
ク
に
よ

る
、
現
象
学
的
還
元
の
徹
底
化
は
、
実
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
現
象
学
に
対

す
る
批
判
へ
の
、
現
象
学
か
ら
の
回
答
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
)
。
ハ
イ

デ
ガ
l
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
『
イ
デ
l
ン
1
、
2
』
に
お
い
て
存
在
論

(
5
)
 

的
な
差
異
が
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
の
だ
が
、

フ
イ
ン
ク
は
、
超
越
論
的
な
主
観
性
の
存
在
を
「
前
日
存
在
」
、
そ
の
構

成
の
対
象
を
「
前
H
存
在
者
」
と
し
て
観
念
化
す
る
こ
と
で
、
存
在
論

的
差
異
の
問
題
を
現
象
学
的
に
扱
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み

の
当
否
は
、
私
た
ち
の
関
心
を
外
れ
る
が
、
実
は
、
こ
の
フ
イ
ン
ク
の

努
力
は
逆
に
現
象
学
の
方
法
そ
の
も
の
の
持
つ
問
題
点
を
浮
き
上
が
ら

せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
主
題
に
関

わ
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
l
が
解
釈
的
状
況
と
名
付
け
た
事
態
は
、
現
存
在
は
常
に

世
界
へ
と
投
げ
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
世
界
の
了
解
は
常
に
当
の
了
解
を

(
6
)
 

前
も
っ
て
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
存
在
は

常
に
世
界
を
地
平
と
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
純
粋
に
不
偏
不
党
な
認
識
な
る
も
の
は
幻
想
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
は
、
世
界
に
対
す
る
関
心
を
全
く
持
た
な
い
現
象
学
的
な
傍
観
者
な

る
も
の
は
、
思
弁
的
な
人
工
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
哲
学
と

し
て
の
な
に
も
前
提
と
し
な
い
学
た
る
現
象
学
、
と
い
う
フ
ッ
サ
l
ル

の
試
み
は
、
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
現
象
学
者
は
常

に
、
自
ら
が
背
負
っ
て
い
る
母
国
語
、
文
化
、
社
会
を
前
提
と
し
て
出

発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
『
第

六
省
察
』
の
最
大
の
困
難
は
、
ま
さ
に
こ
の
解
釈
的
状
況
に
関
わ
っ
て

く
る
。そ

れ
は
、
「
現
象
学
的
傍
観
者
は
い
か
な
る
言
語
を
使
用
す
る
の
か
」

と
い
う
聞
い
で
表
現
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
現
象
学
的
傍
観
者
は
、
自

然
的
態
度
か
ら
も
、
超
越
論
的
な
構
成
か
ら
も
峻
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
全
て
の
述
語
作
用
は
、
言
語
の
直
中
で
成
就
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
言
語

は
、
自
然
的
態
度
の
中
で
生
ま
れ
る
。
」
(
『
第
六
省
察
』
、
九
四
頁
)
。
な

ぜ
な
ら
、
言
語
は
常
に
存
在
者
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
世

界
の
実
在
に
対
す
る
信
を
前
提
と
し
て
お
り
、
超
越
論
的
な
領
野
に
つ

い
て
語
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
同
頁
)
。
す
る
と
、
「
も
し
還

元
の
す
ぐ
後
で
、
現
象
学
遂
行
的
な
活
動
が
始
動
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の

ス
タ
ー
ト
地
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
活
動
は
概
念
を
持
た
な
い
ば
か
り

で
な
く
、
原
理
的
に
言
語
も
持
た
な
い
。
(
:
・
)
傍
観
者
は
、
述
語
作
用

と
い
う
仕
方
で
は
、
彼
の
観
照
的
な
知
見
を
表
現
す
る
可
能
性
を
少
し

も
も
た
な
い
。
」
(
同
一

O
四
、
五
頁
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
学
的
傍
観
者

は
、
彼
の
持
っ
て
い
る
、
原
理
上
は

z

非
言
語
的
u

あ
る
い
は

P

前
言

語
的
e

な
知
識
(
同
頁
)
を
記
述
す
る
た
め
に
、
自
然
言
語
を
採
用
す

る
必
要
が
あ
る
(
同
九
五
頁
)
。
そ
の
時
、
現
象
学
者
は
、
自
然
言
語
を
、

現
象
学
的
な
記
述
に
耐
え
る
超
越
論
的
な
言
語
へ
と
「
変
容
」
(
同
頁
)

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
フ
イ
ン
ク
は
こ
の
変
容
が
、
意
味
の
次
元
に
お
い
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て
生
起
す
る
と
言
っ
て
い
る
が
(
同
九
六
頁
)
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
存
在

者
に
つ
い
て
語
る
自
然
言
語
を
、
存
在
者
〈
の
定
立
)
以
前
の
段
階
で

あ
る
超
越
論
的
領
野
で
使
用
す
る
た
め
の
こ
の
「
意
味
の
超
越
論
的
な

ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
(
同
一

O
O頁
)
が
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
は
、
説
明

さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
も
し
も
、
現
象
学
的
な
還

元
、
そ
れ
ゆ
え
現
象
学
的
傍
観
者
な
る
も
の
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
、
そ
も
そ
も
は
言
語
的
な
次
元
に
根
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
し
か
に
、
現
存
在
は
地
平
、
ハ
ビ
ト

ウ
ス
に
根
ざ
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
し
現
存
在
に
言
語
以
前
の
経
験

の
層
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
世
界
地
平
(
フ
ッ
サ
l
ル

に
と
っ
て
も
ハ
イ
デ
ガ
l
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
言
語
に
よ

る
分
節
を
前
提
と
し
て
い
る
。
世
界
は
徹
頭
徹
尾
意
味
と
道
具
連
閣
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
)
が
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
理
論
的
に
は
、
解

釈
学
的
状
況
を
逃
れ
る
視
点
の
可
能
性
は
あ
く
ま
で
残
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
フ
イ
ン
ク
は
結
局
、
現
象
学
の
た
め
の
超
越
論
的
な
言
語
と
い
う

も
の
を
記
述
す
る
の
に
失
敗
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

逆
に
、
現
象
学
が
、
言
語
の
領
野
以
外
の
と
こ
ろ
に
可
能
性
の
起
源
を

持
つ
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

フ
イ
ン
ク
の
記
述
か
ら
、
も
う
一
つ
わ
か
る
こ
と
は
、
現
象
学
的
還

元
は
自
ら
の
起
源
た
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
解
釈
的
循
環
と
は
意
味
が
違
う
。
ベ
ル
ネ
ッ
ト
は
「
現
象
学
的
傍

観
者
は
、
純
粋
に
現
象
学
的
還
元
の
産
物
で
あ
る
」
(
前
褐
書
、

頁
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
傍
観
者
は
現
象
学
以
外
に
根
拠
を
持

た
な
い
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
別
の
起
源
を
も
と
に
し
て
、
還

元
が
傍
観
者
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
フ
ッ
サ

l
ル
は
現

象
学
の
自
己
言
及
的
な
基
礎
付
け
を
探
求
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
も
し

そ
う
な
ら
、
結
局
常
に
既
成
の
言
語
を
使
用
す
る
現
象
学
者
の
還
元
が
、

原
理
上
は
非
言
語
的
な
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。

O 

現
象
学
的
な
還
元
の
基
礎
付
け
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
次
の
三
つ
の
条
件
の
も
と
で
で
あ
る
。
(
一
)
現
象
学
的
傍
観
者
が
、

学
と
し
て
の
現
象
学
以
前
の
或
る
境
位
を
起
源
と
し
て
い
る
。
(
一
一
)
そ

の
境
位
は
ま
た
、
言
語
以
前
の
領
野
で
あ
る
。
会
一
)
言
語
以
前
の
領
野

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
領
野
は
、
私
た
ち
人
聞
に
、
(
何
ら
か
の

仕
方
で
)
経
験
可
能
で
あ
る
。
三
番
目
の
条
件
は
、
非
常
に
難
し
い
。
と
い

う
の
も
、
意
識
と
は
志
向
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
志
向
性
は
常
に
、
意
味
作

用
を
伴
い
、
す
な
わ
ち
自
然
言
語
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
言
語
の

外
に
は
意
識
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
の
知
覚
、
統
覚

は
、
常
に
言
語
的
地
平
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
解
釈
学
的
循
環
の
教
え
で
も
あ
る
し
、
現
象
学
の

(
7
)
 

分
野
で
も
、
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
や
リ
シ

l
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
現
象
学
的
な
反
省
、
傍
観
者
は
、
日
常
的
な
経
験
に
お
け
る

反
省
に
起
源
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ふ
?
っ
の
反
省
と
も
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異
な
り
、
ふ
つ
う
の
反
省
と
現
象
学
的
な
反
省
(
傍
観
)
双
方
の
可
能

性
の
条
件
で
あ
る
よ
う
な
何
か
が
、
単
に
論
理
的
に
で
は
な
く
、
経
験

に
も
具
体
的
に
与
え
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

二
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
非
志
向
的
意
識

私
た
ち
の
考
え
で
は
、
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
超
越
論
的
還
元
を
追

求
し
た
結
果
た
ど
り
つ
い
た
、
非
志
向
的
意
識
が
、
そ
の
よ
う
な
条
件

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
志
向
性
ま
で
を
も
還
元
す
る
現
象
学
的
還
元
の
徹

(a} 

底
化
の
末
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

「
還
元
さ
れ
た
意
識
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
で
、
知

覚
や
学
と
い
う
意
識
に
固
有
の
能
作
を
、
世
界
に
属
す
対
象
と
し
て

見
つ
け
、
支
配
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
を
自
己
意
識
と
し
て
、
確

立
す
る
。
し
か
し
、
還
元
さ
れ
た
意
識
は
、
さ
ら
に
は
、
意
志
的
な

ね
ら
い
を
全
く
持
た
な
い
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
非
志
向
的
意
識

で
あ
り
続
け
る
。
非
志
向
的
意
識
は
、
世
界
や
対
象
を
自
ら
へ
む
け

て
表
象
す
る
能
作
的
な
自
我
の
知
と
し
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

行
使
さ
れ
る
。
自
我
は
意
識
の
中
で
、
「
作
用
し
」
、
「
望
み
」
、
様
々

な
志
向
を
持
つ
の
だ
が
、
か
か
る
自
我
の
意
識
の
全
て
の
志
向
的
な

過
程
に
、
非
志
向
的
意
識
は
随
伴
す
る
の
だ
。
」
(
『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い

だ
で
』
、
一
六
二
頁
、
邦
訳
ニ

O
一
、
二
頁
)

超
越
論
的
な
意
識
は
、
世
界
の
構
成
を
反
省
す
る
現
象
学
的
傍
観
者
で

あ
る
と
同
時
に
、
反
省
と
い
う
志
向
す
ら
持
た
な
い
、
非
志
向
的
意
識

と
い
う
側
面
を
持
つ
。
こ
の
非
志
向
的
意
識
は
、
全
て
の
意
識
の
志
向

を
見
守
っ
て
い
る
。
「
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
」
と
は
つ
ま
り
、
自
覚

さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
志
向
的
な
意
識
の
レ
ベ
ル
に
上
る
こ
と
な
し
に
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
こ
の
意
識
が
、
言
語
を
持
た
ず
、
人

称
性
も
持
た
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
全
て
の
能
作
の
手
前
で
、
あ
ら
ゆ

る
能
作
を
鏡
の
よ
う
に
映
す
こ
の
非
志
向
的
意
識
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
純

粋
な
受
動
性
」
(
問
、
一
ム
ハ
一
ニ
頁
、
邦
訳
二

O
三
頁
〉
と
呼
ば
れ
る
。

非
志
向
的
意
識
は
、
現
象
学
的
傍
観
者
に
非
常
に
似
て
い
る
。
つ
ま

り
、
世
界
へ
の
信
に
関
わ
ら
ず
に
、
世
界
を
構
成
す
る
志
向
的
意
識
を

挑
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
、
言
語
と
時
間
の
問
題
に
関

し
て
決
定
的
に
食
い
違
う
。
現
象
学
的
傍
観
者
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

原
理
的
に
は
言
語
を
持
た
な
い
は
ず
だ
が
、
結
局
は
自
然
言
語
を
受
け

継
ぎ
こ
れ
を
、
超
越
論
的
に
変
容
し
て
使
用
す
る
と
さ
れ
る
。
少
な
く

と
も
、
彼
は
彼
が
見
た
も
の
を
何
ら
か
の
言
語
を
用
い
て
記
述
し
な
く

て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
、
非
志
向
的
意
識
は
、
記
述
の
必
要
も
な
く
、

そ
も
そ
も
言
語
、
そ
し
て
地
平
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
象
徴
的
な
秩
序

と
関
係
が
な
い
(
「
名
を
持
た
ず
、
状
況
を
持
た
ず
、
資
格
も
持
た
な
い
。
」

(
問
、
二
ハ
四
頁
、
邦
訳
二

O
四
頁
)
)
。
そ
れ
故
に
自
己
同
一
性
の
手
前

に
あ
る
(
同
)
。
つ
ま
り
、
非
言
語
的
か
つ
非
人
称
的
な
次
元
な
の
で
あ

一白ー

る。



時
間
に
関
し
て
は
、
内
的
時
間
意
識
の
形
成
で
も
あ
る
世
界
の
構
成

に
関
わ
ら
な
い
以
上
、
現
象
学
的
傍
観
者
は
、
時
間
と
は
全
く
関
わ
ら

な
い
(
『
第
六
省
察
』
、
一

O
三
頁
)
。
一
方
、
非
志
向
的
意
識
は
、
「
純

{
9
)
 

粋
持
続
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
持
続
に
、
受

動
的
総
合
、
老
い
、
経
過
と
い
っ
た
形
容
を
す
る
の
だ
が
、
こ
の
、
時

間
意
識
、
表
象
、
存
在
の
次
元
の
手
前
に
あ
る
と
さ
れ
る
次
元
は
、

過
去
把
持
を
括
弧
入
れ
し
た
純
粋
な
原
印
象
の
次
元
、
最
晩
年
の
フ
ッ

{
叩
}

サ

l
ル
が
「
原
初
的
な
流
れ
る
こ
と
」
と
呼
ぶ
次
元
で
あ
る
。
過
去
把

持
と
未
来
把
持
を
括
弧
に
入
れ
た
現
在
そ
の
も
の
と
は
、
過
去
と
未
来

が
な
い
以
上
も
は
や

m

今
μ

で
す
ら
な
い
、
純
粋
な
流
れ
る
こ
と
、
あ

る
い
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
越
え
て
不
意
に
到
来
す
る
新
た
な
も
の
に

対
す
る
受
容
性
そ
の
も
の
、
と
し
て
の
非
志
向
的
意
識
で
あ
る
。
志
向

性
を
前
提
と
す
る
時
間
意
識
(
過
去
把
持
は
特
殊
な
志
向
性
で
あ
る
)
は
、

非
志
向
的
、
非
言
語
的
な
持
続
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
識
や
対
象
の
統
一
の
成
立
す
る
場
と
し
て
、
こ
の
非
言
語
的
次
元
(
場

〔
日
)

そ
れ
自
体
は
統
一
で
は
な
い
)
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
現
象
学
的
傍
観
者
と
非
志
向
的
意
識
の
関
係
は
い
か
な

る
も
の
か
。

先
の
ベ
ル
ネ
ッ
ト
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
現
象
学
的
傍
観
者

は
、
還
元
の
産
物
で
あ
り
、
(
現
象
学
以
外
に
起
源
を
持
つ
に
せ
よ
)
現

象
学
と
い
う
領
域
の
中
で
の
み
生
じ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
非
志

向
的
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
活
動
に
随
伴
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

現
象
と
し
て
は
傍
観
者
よ
り
先
行
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
志
向
的
意
識

(ロ}

は
「
反
省
さ
れ
た
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
、
非
志
向
的
意
識
は
、

現
象
学
的
な
反
省
に
よ
っ
て
初
め
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で

ま
ず
、
反
省
と
し
て
の
傍
観
者
と
、
反
省
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
非
志

向
的
意
識
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
し
て
、
非
志
向

的
意
識
は
、
志
向
性
の
次
元
の
基
底
と
し
て
少
な
く
と
も
意
識
と
同
じ

く
ら
い
古
い
の
で
あ
る
が
(
そ
し
て
日
常
の
志
向
的
意
識
に
は
捉
え
ら

れ
な
い
と
い
う
点
で
、
絶
対
的
な
過
去
、
絶
対
的
な
未
来
と
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
言
う
で
あ
ろ
う
が
て
こ
の
次
元
は
現
象
学
的
傍
観
者
に
よ
っ
て
の

み
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
象
学
的
傍
観
者
と
は
、
こ
の
非
志
向
的
意
識
が
変
容
し

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
現
象
学
者
は
、
あ
る
跳
躍
に
よ
っ
て
、
非
志
向

的
意
識
の
場
に
身
を
お
く
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
傍
観
者
は
、
志
向
的

な
意
識
の
場
を
、
超
越
論
的
な
構
成
の
場
(
フ
イ
ン
ク
の
言
う
構
成
的

自
我
)
と
し
て
眺
め
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
還
元
を
遂
行
す
る
と
、
傍
観

者
自
身
の
起
源
で
あ
る
非
志
向
的
な
意
識
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
日
常
的
な
反
省
も
あ
る
意
味
で
こ
の
非
志
向
的
意
識
の
場
に

身
を
お
く
の
だ
が
、
現
象
学
的
傍
観
者
の
場
合
は
、
原
理
上
全
て
の
言

語
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
を
い
っ
た
ん
断
つ
と
い
う
点
で
よ
り
非
志
向
的
意
識

に
近
い
。
経
験
に
与
え
ら
れ
る
順
番
は
、
日
常
的
反
省
、
現
象
学
的
傍

観
者
、
そ
し
て
こ
の
傍
観
者
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
非
志
向
的
意
識
と

い
う
順
な
の
だ
が
、
現
象
学
的
な
発
生
の
順
序
は
、
こ
の
逆
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
非
志
向
的
意
識
が
、
現
象
学
の
、
そ
し
て
日
常
的
な
反

省
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
非
志
向
的
意

識
が
、
も
し
も
現
象
学
に
よ
っ
て
の
み
提
示
し
う
る
も
の
で
あ
る
も
の

な
ら
、
そ
れ
は
現
象
学
の
ね
つ
造
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
志

向
的
意
識
は
現
象
学
と
は
別
の
仕
方
で
も
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
、
芸
術
の
経
験
と
あ
る
種
の
分
裂
病
の
症
例
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
。
芸
術
経
験
に
お
い
て
、
非
志
向
的
な
意
識
が
経
験
さ
れ
う

る
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
述
べ
た
。
芸
術
作
品
と
い
う
特
殊

な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
聞
は
非
象
徴
的
な
領
野
を

か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
現
象
学
的
傍
観
者

と
の
関
係
も
指
摘
し
た
。
今
回
は
、
精
神
病
理
学
の
観
点
か
ら
、
こ
の

非
志
向
的
意
識
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

三
、
分
裂
病
に
お
け
る
岡
崎
的
内
省
に
つ
い
て
i
長
井
真
理
と
木
村
敏

長
井
真
理
は
、
あ
る
種
の
分
裂
病
症
例
に
お
い
て
、
反
省
が
異
常
に

(
M
)
 

充
進
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
長
井
に
よ
る
と
反
省
(
長
井
の
こ
と
ば

で
は
内
省
)
に
は
二
種
類
あ
る
。
自
ら
の
行
為
を
回
想
す
る
事
後
的
内

省
と
、
自
ら
の
意
識
活
動
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
観
察
す
る
同
時
的
内
省

で
あ
る
。
事
後
的
内
省
は
私
た
ち
が
普
段
に
行
っ
て
い
る
活
動
で
あ
る

が
、
分
裂
病
者
に
お
い
て
は
こ
れ
が
極
度
に
充
進
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ

し
て
、
日
常
に
お
い
て
は
、
同
時
的
内
省
を
行
う
の
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
。
し
か
し
、
内
省
型
と
で
も
呼
べ
る
分
裂
病
に
お
い
て
は
、
本

人
の
意
に
反
し
て
普
段
に
同
時
的
内
省
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
私
た
ち

が
注
目
す
る
の
は
、
同
時
的
内
省
に
つ
い
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現

象
学
的
傍
観
者
ゃ
、
非
志
向
的
意
識
が
、
志
向
的
な
意
識
活
動
に
随
伴

す
る
仕
方
は
、
同
時
的
内
省
と
構
造
的
に
類
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。
長

井
は
次
の
よ
う
な
二
例
を
挙
げ
て
い
る
。

「
人
と
一
緒
に
い
る
と
い
つ
も
、
み
ん
な
の
中
に
い
る
自
分
と
、
そ
れ

を
客
観
的
に
見
て
い
る
自
分
と
二
人
い
る
。
ど
ん
な
に
夢
中
に
な
っ

て
も
、
外
か
ら
見
て
い
る
自
分
が
い
て
い
つ
も
醒
め
て
い
る
。
心
か

ら
人
の
中
に
と
け
こ
め
な
い
。
外
の
自
分
が
い
つ
も
自
分
を
管
理
し

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
」
(
長
井
、
一
九
六
頁
)

「
絶
え
ず
自
分
で
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
。
自
分
を
見
つ
め
す
ぎ
る
か

ら
テ
レ
ビ
な
ど
を
見
て
も
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
。
人
と
話
し
て
い
る

最
中
で
も
自
分
ば
か
り
見
つ
め
て
い
て
、
相
手
が
何
を
話
し
て
い
る

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
二
秒
前
に
聞
い
た
は
な
し
を
も
う
忘
れ
て
い

る
。
瞬
間
瞬
間
に
忘
れ
て
し
ま
う
。
」
(
問
、
二

O
O頁
)

。。

こ
の
二
つ
の
症
例
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
起
き
て
い
る
内
省
は
、
長

井
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
自
己
分
裂
感
」
(
同
二

O
O頁
)
を
伴
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
健
康
な
人
の
日
常
的
な
体
験
で
同
時
的
内
省
が

可
能
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
こ
の
自
己
分
裂
感
は
、
病
的
な
経
験
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い



だ
ろ
う
。
日
常
的
に
は
、
た
と
え
内
省
に
お
い
て
も
自
己
の
統
一
性
は

保
た
れ
て
い
る
。

自
己
の
統
一
性
と
分
裂
を
、
視
点
(
意
識
の
中
心
)
と
時
間
性
の
問

題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
分
裂
病
内
省
に
お
い
て
は
、
内
省
す
る
自
己

と
、
さ
れ
る
自
己
の
分
裂
感
が
起
こ
り
、
つ
い
に
は
作
為
体
験
の
よ
う

な
妄
想
に
い
た
る
。
木
村
に
よ
れ
ば
、
「
(
他
者
統
覚
と
内
省
の
構
造
的

類
似
故
に
)
同
時
的
内
省
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
自
己
の
う
ち
、
片

方
が
容
易
に
「
他
者
性
」
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
「
見
て
い
る
自
己
」

の
方
が
他
者
性
を
帯
び
る
と
、
そ
こ
か
ら
「
他
人
が
自
己
を
観
察
し
て

い
る
」
と
い
う
注
察
念
慮
が
発
生
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
し
、
「
見
ら
れ

て
い
る
自
己
」
が
そ
の
意
志
主
体
と
し
て
の
能
動
性
を
保
持
し
た
ま
ま

で
他
者
性
を
帯
び
る
と
、
「
見
て
い
る
自
己
」
は
自
己
自
身
の
内
部
に
他

者
性
を
お
び
た
意
志
主
体
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ
こ
か
ら
「
自

分
は
他
人
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
作
為
体
験
が
発
生
し

(
時
)

て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
分
裂
病
内
省
に
お

い
て
は
、
同
じ
自
己
の
中
に
二
つ
の
視
点
が
並
立
し
、
そ
れ
が
充
進
す

る
と
妄
想
に
い
た
る
。
日
常
の
内
省
に
お
い
て
は
、
内
省
す
る
自
己
と
、

内
省
さ
れ
て
い
る
自
己
の
活
動
が
分
裂
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
視
点
の
重
心
は
、
内
省
の
側
に
お
か
れ
、
自
己
は
活
動
に
対

し
て
は
「
上
の
空
」
に
な
る
。
つ
ま
り
厳
密
に
は
、
視
点
は
常
に
一
つ

に
保
た
れ
る
。

こ
れ
を
時
聞
の
側
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
日
常
の
内
省
に
お
い
て
は

活
動
主
体
も
内
省
主
体
も
悶
じ
一
つ
の
現
在
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
分
裂
病
に
お
い
て
は
、
超
越
論
的
な
視
点
か
ら
見
る
と
、
内
省
主

体
は
、
活
動
主
体
を
、
内
省
主
体
の
現
在
と
は
別
だ
が
同
時
的
に
生
起

し
て
い
る
共
現
在
と
し
て
構
成
し
、
活
動
主
体
も
内
省
主
体
を
同
じ
よ

う
に
構
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
主
体
が
お
互
い
を
他
者
と
し

て
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
井
は
同
時
的
内
省
と
シ
ユ
ツ
ツ
に
お

け
る
他
者
把
握
の
構
造
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
れ
が
身
体
宮
寄

の
，
今
こ
こ
“
の
ゼ
ロ
点
の
把
握
の
相
似
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
(
同
二

O
八
頁
)
。
問
題
は
、
活
動
主
体
の
側
か
ら
内
省
主
体
が
「
見

え
る
」
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
通
常
の
内
省
に
お
い
て
は
、

活
動
主
体
の
側
か
ら
内
省
主
体
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
(
と
い
う

の
も
、
こ
の
「
意
識
」
と
は
視
点
の
こ
と
で
あ
り
、
視
点
は
内
省
主
体

の
側
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
)
。
と
こ
ろ
が
、
分
裂
病
内
省
に
お
い
て
は
、
内

省
主
体
だ
け
で
な
く
、
活
動
主
体
も
視
点
と
し
て
生
気
づ
け
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
活
動
主
体
が
内
省
主
体
を
(
別
の
視
点
、
視
線
と
し
て
)
意

(
時
)

識
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
現
象
学
的
傍
観
者
と
の
関
係
が
見
え
て
く
る
。
『
第
六
省
察
』

の
フ
イ
ン
ク
は
一
貫
し
て
、
現
象
学
的
傍
観
者
の
、
構
成
的
自
我
に
対

す
る
本
滅
的
な
他
者
性
を
主
張
し
た
(
例
え
ば
七
八
、
九
頁
)
。
も
し
こ

の
他
者
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
傍
観
者
は
、
自
我
の
世
界
構

成
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
世
界
構
成
の
純
粋

で
完
全
な
記
述
を
行
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
、
構
成
的
自



我
の
原
印
象
を
(
そ
し
て
さ
ら
に
は
彼
の
非
志
向
的
意
識
を
も
)
捉
え

る
た
め
に
は
、
日
常
的
な
内
省
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

は
こ
の
他
者
性
、
異
邦
性
は
、
世
界
構
成
を
記
述
す
る
た
め
に
絶
対
必

要
な
、
し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
言
語
に
関
す
る
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
以

上
実
現
可
能
か
と
う
か
は
わ
か
ら
な
い
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
理
念

で
あ
っ
た
。
こ
の
構
成
的
生
か
ら
の
完
全
な
離
脱
が
、
分
裂
病
者
の
同

時
的
内
省
に
お
い
て
は
病
的
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
分
裂
病
は
、
現
象
学
的
還
元
の
「
理
念
」
が
や
み
く
も
に
現
実

化
す
る
と
い
う
異
常
な
経
験
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
長
井
自
身
が
、

現
象
学
的
還
元
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
全
く
正
し
い
(
た
だ

彼
女
は
こ
の
類
似
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
は
い
な
い
、
長
井
一
九
三

頁
)
。
内
省
型
分
裂
病
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
冷
静
で
客
観
的
な
自
己
観
察
」

(
同
一
九
六
頁
)
と
は
、
あ
る
種
の
擬
制
的
な
現
象
学
的
還
元
に
他
な
ら

c
、。

J
d
E
J
U
W
 

し
か
し
、
両
者
は
閉
じ
も
の
で
は
な
い
。
傍
観
者
は
、
構
成
的
自
我

を
観
察
す
る
け
れ
ど
も
、
還
元
さ
れ
た
構
成
的
自
我
に
と
っ
て
は
、
傍

観
者
の
姿
は
見
え
な
い
。
傍
観
者
の
他
者
性
と
は
、
存
在
の
抹
消
、
マ

ジ
ッ
ク
ミ
ラ

l
の
向
こ
う
側
、
あ
る
い
は
小
説
の
話
者
の
視
点
、
神
の

視
点
を
意
味
す
る
。
傍
観
者
は
、
構
成
の
場
面
に
，
方
法
論
的
に
不
在
。

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
分
裂
は
生
じ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
分

裂
病
の
内
省
に
お
い
て
は
、
内
省
さ
れ
る
活
動
主
体
は
、
内
省
主
体
の

存
在
を
意
識
し
て
い
る
。
加
え
て
、
内
省
主
体
の
出
現
は
意
志
と
は
関

わ
り
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
我
の
分
裂
感
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
し
、

分
裂
病
の
作
意
体
験
、
注
察
念
慮
と
は
、
こ
の
分
裂
感
が
さ
ら
に
充
進

し
、
内
省
主
体
と
、
内
省
さ
れ
る
活
動
主
体
が
あ
た
か
も
本
物
の
二
人

の
人
格
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
分
裂
病
に
お
い
て
現
実
化
す
る
完
全
な
傍
観
こ
そ
が
、
自

己
の
生
を
あ
た
か
も
全
知
全
能
の
神
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
観
察
、
記

述
す
る
と
い
う
現
象
学
の
方
法
論
の
有
効
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

視
点
の
問
題
は
時
間
性
の
問
題
で
も
あ
る
。
志
向
性
を
エ
ポ
ケ
ー
し

た
次
元
で
あ
る
非
志
向
的
意
識
が
時
間
以
前
の
原
H

時
間
で
あ
る
の
に

対
し
、
ふ
つ
'
つ
の
内
省
は
一
種
の
知
覚
で
あ
る
か
、
り
し
て
、
知
覚
と
同

じ
原
印
象
、
過
去
把
持
、
未
来
把
持
か
ら
な
る
時
間
構
造
を
持
つ
。
現

象
学
的
傍
観
者
は
方
法
論
的
に
意
識
の
時
空
聞
を
離
脱
し
て
、
非
時
間

的
境
位
に
立
つ
(
こ
れ
が
あ
る
種
の
時
間
構
造
を
持
つ
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
)
。
分
裂
病
内
省
は
、
活
動
主
体
と
内

省
主
体
の
視
点
が
分
裂
、
並
列
し
、
二
つ
の
主
体
が
互
い
を
共
現
在
と

し
て
構
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
構
成
の
構
造

は
様
々
で
あ
る
。

現
象
学
的
傍
観
者
が
、
同
時
的
内
省
と
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
違
う

点
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
が
共
通
の
起
源
か
ら
派
生
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
非
志
向
的
意
識
に
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
同
時
的
内
省
が
非
志
向
的
意
識
に
由
来
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
木
村
自
身
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
内
省
主
体
を
、
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意
識
過
程
に
必
ず
随
伴
す
る
無
意
識
的
な
過
程
と
同
一
視
し
た
〈
木
村

一
七
九
、
一
八

O
頁
)
。
内
省
主
体
は
普
段
は
意
識
さ
れ
ず
言
語
を
持
た

な
い
。
だ
が
、
世
界
と
の
関
係
の
安
定
性
が
崩
れ
て
、
世
界
と
の
関
係

の
中
で
の
自
己
の
定
立
が
危
う
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
が
意
識
化

さ
れ
こ
と
ば
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
無
意
識
的
な
過
程
と
は
、

ま
さ
に
非
志
向
的
意
識
で
あ
一
旬
。
つ
ま
り
、
分
裂
病
者
の
自
己
性
の
危

機
に
お
い
て
は
、
非
志
向
的
意
識
が
何
ら
か
の
仕
方
で
、
言
語
を
も
ち
、

内
省
主
体
と
化
す
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
分
裂
病
内
省
は
、
知
覚
さ
れ

得
な
い
は
ず
の
非
志
向
的
意
識
が
経
験
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
例
外

的
な
事
象
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
現
象
学
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

結
論
に
代
え
て

本
論
文
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
ま
す
ま
す
難
し
い
も
の
と
し
て
浮

き
上
が
っ
た
問
題
と
は
、
い
か
に
し
て
非
志
向
的
意
識
が
言
語
を
持
つ

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
跳
躍
が
、
先
鋭
化
し
て
ア
ポ
リ
ア
と

し
て
浮
か
び
上
が
る
の
が
現
象
学
的
な
傍
観
者
と
い
う
方
法
論
的
な
考

察
の
場
合
で
あ
る
。
現
象
学
的
な
傍
観
者
が
い
か
に
し
て
自
然
言
語
を

使
用
し
う
る
の
か
、
い
っ
た
い
現
象
学
の
使
用
に
耐
え
る
超
越
論
的
な

言
語
は
可
能
な
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

分
裂
病
に
お
け
る
言
語
化
に
つ
い
て
は
、
分
裂
病
の
場
合
、
実
際
に
非

志
向
的
意
識
の
言
語
化
と
い
う
跳
躍
が
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
以
上
(
こ

の
事
実
が
現
象
学
的
傍
観
者
の
可
能
性
に
と
っ
て
ま
た
と
な
い
後
ろ
盾

と
な
る
の
だ
が
て
問
題
は
、
こ
の
跳
躍
の
構
造
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。

木
村
は
主
体
構
造
の
瓦
解
の
危
機
が
、
動
機
付
け
と
な
っ
て
内
省
が
言

語
主
体
と
な
る
と
考
え
て
い
る
(
木
村
一
八
一
、
四
頁
)
。
し
か
し
彼
は
、

非
言
語
的
次
元
と
言
語
的
次
元
の
聞
に
、
連
続
的
な
移
行
を
見
て
い
る

よ
う
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
こ
の
移
行
を
跳
躍
と
し
て
問
題
化
し
て
は

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
分
裂
病
が
、
非
言
語
的
な
生
の
領
野
と
言
語
的

な
次
元
の
領
野
の
聞
の
構
造
の
病
で
あ
る
限
り
、
こ
の
跳
躍
の
問
題
は

こ
れ
か
ら
の
大
き
な
諜
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
木
村
は
重
要
な
指
摘

を
し
て
い
る
。

「
言
語
発
達
以
前
の
幼
児
に
お
い
て
も
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
そ
れ
自
体

無
意
識
の
心
的
過
程
」
は
営
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
成
人
に
お
け

る
「
事
後
的
内
省
」
の
前
段
階
と
し
て
の
、
過
去
志
向
な
い
し
記
憶

に
基
づ
い
た
行
動
の
調
節
は
な
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
幼
児

に
お
い
て
は
、
[
カ
ン
ト
的
な
]
「
我
思
う
」
の
意
識
を
伴
い
得
る
よ

う
な
表
象
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

言
い
換
え
る
と
、
表
象
が
産
出
さ
れ
、
そ
れ
に
原
理
上
「
我
思
う
」
が

伴
う
こ
と
に
よ
り
同
時
的
な
内
省
が
可
能
に
な
る
の
は
、
言
語
形
成

以
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
よ
(
木
村
一
八

O
頁
)
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つ
ま
り
、
幼
児
に
お
い
て
も
言
語
は
持
た
な
い
と
し
て
も
志
肉
的
で
あ

る
意
識
と
そ
れ
を
眺
め
る
非
志
向
的
意
識
の
対
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ



れ
が
、
表
象
す
る
意
識
と
、
同
時
的
内
省
と
化
し
う
る
超
越
論
的
統
覚

と
の
対
と
な
る
に
は
、
言
語
形
成
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

言
語
化
の
構
造
こ
そ
が
、
(
発
達
心
理
学
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
現

象
学
的
な
構
成
の
問
題
と
し
て
)
関
わ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ

る
。
非
志
向
的
意
識
か
ら
同
時
的
内
省
の
言
語
化
の
問
題
は
、
フ
ッ
サ
l

ル
の
全
集
第
一
四
巻
第
二
ハ
テ
キ
ス
ト
で
扱
わ
れ
た
、
世
界
構
成
の
言

語
化
の
問
題
と
平
行
で
あ
る
(
過
去
未
来
把
持
と
キ
ネ
ス
テ
l
ゼ
的
動

機
付
け
と
い
う
原
的
な
時
空
間
構
成
を
も
と
に
し
て
、
言
語
獲
得
に
応

じ
て
表
象
的
な
志
向
性
を
行
い
、
言
語
的
に
分
節
さ
れ
た
世
界
が
構
成

さ
れ
る
)
。
現
象
学
は
、
表
象
を
つ
か
さ
ど
る
志
向
作
用
だ
け
を
対
象

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
制
度
作
用

2
5
5
m
の
問
題

で
あ
り
、
広
義
の
発
生
的
現
象
学
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
発
生
的
現
象

学
は
、
フ
ッ
サ

1
ル
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
フ
ッ
サ

l
ル
を
超
え
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
非
志
向
的
意
識
と
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
が
最
晩
年
に
、
全
集

第
一
五
巻
の
中
に
収
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
断
片
で
到
達
し
た
「
流
れ

る
こ
と
」
、
「
前
H

現
在
」
の
次
元
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
次

元
か
ら
の
発
生
論
は
彼
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
問
題

な
の
で
あ
る
。
先
鋭
的
な
発
生
的
現
象
学
と
は
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
や
時
間

の
受
動
的
総
合
を
さ
ら
に
エ
ポ
ケ
ー
し
た
こ
の
非
言
語
的
な
韻
野
か
ら

の
、
(
知
覚
、
想
像
、
記
憶
、
事
後
的
内
省
、
同
時
的
内
省
、
現
象
学
的

傍
観
者
、
そ
し
て
文
学
や
音
楽
と
い
っ
た
様
々
な
文
化
事
象
、
学
問
、
歴

史
、
政
治
権
力
と
い
っ
た
問
題
に
い
た
る
)
様
々
な
象
徴
制
度
の
発
生

の
構
造
の
探
求
な
の
で
あ
る
。

註
(
l
)
広
-
m
Z
5
8『
-whhSM司
き
お
お
ミ
h
h
h
a同
町
、
E
~
2
8
E
R
N宅
内
号
、

M32~
・.

H
F
8
2偽
札
内
、
』

M
F
2
9室
内

aq~。句
R
F
S
尚
昆
t
E
S
U
F説
明

〈

Oロ
戸

田

DOES-

U
S
E
S加
w玄
-
z
c
Z
R
w
S
也
、
特
に
、
第
四
一
議

(
2
)
a
m
司
FEr-huskh2
昼
、
、
F
n
S白
書
偽
ヨ
ミ
ロ
何
百
』
喝
-MRM'
』山戸抽出

F
U
S
E
E
m
-

玄
-
z
c
s
c『

『

uno--
司

FB02。
ヨ
問
自
己

o-。
加
国

nmw
白
色
・

MM.-唱
mxr
司自

y
M
M
O
-
M
M

(
3
)
開

2
2
r
u
ミ
・
内
需

R
h
h
s
a
n
b内
ミ

え

き

E
b
a
『
町
民
』

-
U符
ミ

2
2
3
q

言
語
h
N
S
K
s
n
a
g
ミ
ミ
吉
弘
s
r
F、
n
O
G
a『
o
n
Z
¥因
。
忠

0
2両
b
Z
D
2・
窓
口
項
目
『

〉
円
脳
内
国
内
山
ヨ

Fn
・-唱∞∞

戸

田

町

コ
M
m
f

-70ー

(
4
)
n『・

禽
句
史
可
司

ha町内

S
S
~ロ句
$

5

8

3

岳
町
再
沼
町
内

守
ぬ
沼
恒
門
尚
一
、
ミ
ぬ
、
之
島
常

3

5

ミ

E
一同
2
・h
n山
ι

m
・
開

ω
n
D
g
F
S
四
件
玄
・

m
F
n
F
F

c
a
E
o
g
p
』
玄
言
。
p
n
o
F
穴
岡
田
国

F
P
-
沼山由

(
5
)
玄・

2
2品
目
加
加

O
F
C
2ぬ
S
S宮崎
RH守
魚

河

野

悼

し

M
9

』
U3町内向
D喜
内
お
お
さ
、

。aS
R
P
R
k
g
w
h
H
宮
崎
さ
ミ
N
3・
司
『
由

E

W

E

S

玄

2
・

E
g
R
S
S
F
-
S唱
(
『
全
集
第
二

O
巻
、
時
間
概
念
の
歴
史
へ
の
序

説
』
、
常
俊
、
嶺
、
レ
オ
訳
、
創
文
社
、
一
九
八
八
こ
九
九
四
)
)

(
6
)
玄・

2
2号
一
段

wn♂
助
町
吉
宗

SKNGRV
『
E
F
S句
2
P
玄

Eh一
z
-
S白可町一『
L
由一

MAW-
司・凶、円

f、
同

凶∞
.MMM

(
7
)
 
玄
-
玄
m
ユ四世田七
0
2
々
wh
内
で
を
立
町
内
こ
ぎ
で
E
F
r・
3
ュP

。ω-zg同『
RP
】
唱

m
A唱



no--
、同
aorH唱唱ゲ唱司・回、司
l

斗品

玄
-
窓
口
F
F
h
u
n』
司
令
拘
富
町
内
&
宮
古
川
宮
崎
、
u

。諸国
oezw
同
・
玄
室
。
pno--

穴
同
宮
町

"tw
唱mr司司・晶、
HIUM

(
8
)
『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
』

2
・
z
i
s
p
h
N
E
H
苫
き
E
P凶器.題、

R
g
h
n
'
b
'
E
R
H
5
3司
F
。
岡
田
国
田
町
三
唱
虫
、
合
図
、
谷
口
訳
、
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
九
三
)
引
用
に
は
邦
訳
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
は
随
時

変
更
し
た
。

(
9
〉
「
時
間
の
時
間
性
は
初
め
か
ら
、
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
全
て
の
表

象
か
ら
逃
れ
る
。
(
・
:
)
純
粋
持
続
と
し
て
の
持
続
、
[
象
徴
界
の
]
非

介
入
と
し
て
の
、
[
象
徴
界
へ
の
〕
執
着
な
し
の
存
在
と
し
て
の
、
爪
先

立
ち
の
存
在
と
し
て
の
、
あ
え
て
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
存
在
と
し
て

の
持
続
。
そ
れ
は
自
我
と
し
て
の
執
着
を
欠
い
た
瞬
間
と
い
う
審
毅
[
立

ち
止
ま
り
]
で
あ
り
、
既
に
し
て
経
過
で
あ
り
、
「
入
り
な
が
ら
出
て
い

っ
て
し
ま
う
」
こ
と
な
の
だ
!
」
(
『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
』
、
一
六
四

頁
、
邦
訳
二

O
四
頁
)

(
叩
)
例
え
ば
、
「
時
間
性
は
、
或
る
(
フ
ッ
サ
l
ル
に
と
っ
て
は
根
源
的
な
〉

次
元
に
お
い
て
、
過
去
把
持
と
い
う
「
特
殊
な
」
意
味
に
お
い
て
す
ら

志
向
的
で
は
な
い
よ
う
な
[
非
志
向
的
]
意
識
を
は
ら
む
。
〈
:
・
)
可
能

事
に
先
立
ち
、
可
能
事
に
不
意
打
ち
を
か
け
る
ρ

現
実
的
な
も
の
d

、
こ

れ
が
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
、
(
:
・
)
未
来
把
持
に
対
し
て
す
ら

無
関
心
で
あ
る
よ
う
な
、
現
在
の
定
義
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」

(開・同弘三国曲目
whミ語、
S2-HA『HhwhHE
由
民
ぬ
平
札
。

hb
丸町、
ah明町、
HEw-
同』出血一『
p

z
ι
F
O
R
-唱叶品"宅

b
lお
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
あ
る
い
は
存

在
の
彼
方
へ
』
、
合
田
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
九
O
、
七
二

1
七
三
頁
)
。

「
原
初
的
な
流
れ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、

2
5
8ユ
言
語
、
宮
宮
司
、

N
号
、
E

E吉
Sqhs嘗
号
、
室
内
言
客
室
て
ま
F
M
d
5
S
M唱
l

お
F
a加
-

d
S
E
F
穴
g
p
u
g
沼
田
国
間
・
玄
-
z
a
F
O
R
-
H
3
u
u
お
よ
び
玄
・
閉
山
由
n
F
F

h
w
m
H
X
S
R
E
E
R
5
3
8・npw
宅
・
お
品

layt参
照
。

(
日
)
「
[
ま
さ
に
世
界
の
実
定
性
か
ら
排
除
さ
れ
た
]
「
沈
黙
せ
る
主
体
」
と

し
て
の
意
識
の
生
の
お
か
げ
で
、
世
界
に
属
す
る
諸
存
在
は
、
現
前
す

る
も
の
と
し
て
、
数
的
な
意
味
で
自
己
同
一
的
な
も
の
と
し
て
自
ら
を

肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
『
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
』
、
八
四
貰
、
邦
訳

九
七
頁
)

〈
ロ
)
「
非
志
向
的
意
識
、
反
省
さ
れ
た
意
識
は
、
自
我
、
そ
の
状
態
、
そ
の

心
的
活
動
を
対
象
と
す
る
。
非
+
。
問
的
な
も
の
と
そ
の
地
平
の
間
接
的

な
体
験
を
忘
れ
や
す
い
、
つ
ま
り
志
向
的
意
識
に
随
伴
す
る
も
の
を
忘

れ
や
す
い
、
と
い
う
志
向
性
の
廉
直
さ
の
避
け
が
た
い
素
朴
さ
に
抗
す

る
た
め
に
、
世
界
へ
と
向
け
ら
れ
た
意
識
は
反
省
さ
れ
た
意
識
と
い
う

場
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
」
(
問
、
一
四
六
頁
、
邦
訳
一
八
二

頁
)

(
日
〉
拙
稿
「
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
芸
術
作
品
の
現
象
学
」

(
『
年
報
地
域
文
化
研
究
』
第
一
号
、
一
九
九
八
年
)
参
照

(
M
)
長
井
真
理
、
「
内
省
の
構
造

1
病
的
な
「
内
省
過
剰
」
に
つ
い
て
」
、
『
分

裂
病
の
精
神
病
理
二
一
』
(
村
上
靖
彦
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

三
年
〉
所
収
一
八
九

1
一
一
一
一
頁

(
日
)
木
村
敏
、
『
分
裂
病
と
他
者
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九
O
所
収
、
一
七
九
頁
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(
日
)
こ
の
解
釈
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
現
象
学
に
お
け
る

他
者
論
は
、
共
現
在
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
も
、
有
名
な
感
情

移
入
の
理
論
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け

身
体
の
統
覚
の
問
題
を
考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
、
分
裂

病
内
省
が
つ
い
に
は
作
為
体
験
の
よ
う
な
他
者
経
験
の
妄
想
に
発
展
す

る
と
い
う
こ
と
は
観
察
さ
れ
た
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
論
の

様
々
な
レ
ベ
ル
で
、
分
裂
病
と
の
比
較
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
、

こ
の
よ
う
な
分
裂
病
の
問
題
も
射
程
に
入
れ
う
る
他
者
論
が
、
事
象
に

即
し
た
議
論
で
あ
る
と
き
ま
九
る
。
た
だ
、
本
論
文
で
は
、
分
裂
病
の
同

時
的
内
省
の
決
定
的
な
契
機
で
あ
る
対
他
関
係
の
問
題
と
、
非
志
向
的

意
識
と
問
主
観
性
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

二
つ
は
、
問
主
観
性
一
般
の
考
察
に
と
っ
て
根
本
的
な
問
題
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
博
士
論
文
で
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
げ
)
木
村
は
、
こ
の
無
意
識
的
な
心
的
過
程
を
を
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚

と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
非
志
向
的
意
識
の
次
元
に
対
す
る
晩

年
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
共
通
す
る
見
解
で
あ
る
。
間

-
E三
E
p
h
h

。ah昌
弘
ぬ
伊

豆

D国間
司
自
己

E
w
p
s
g
D
a
s
p
-唱

∞
斗

w宅
-M31
出
品
(
『
外
の
主
体
』
合
図

訳
、
二
五
二
頁
)
を
参
照
。

(
川
崎
〉
甲
山
富
田
邑
・
容
量
、
h
a
s
a
N
h
ヌ

N
宮
、
富
島
苦
言
語
。
念
書
弘
司

h
a
h同
a
h
h
m
w
T』
町
民
之
丞
伊
『
尚
昆
M
N
m
M
M
N
i
l
N匂
L
H
a加
・
さ
国
間
・
穴

g
F
U
S
E
S加
w

玄
-

E
E
O
R
s
a
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