
ー
ー
感
覚
的
な
も
の
を
通
し
て
非
感
覚
的
な
も
の
を
対
象
に
す
る
と
い
 
 

ふ
こ
と
、
こ
れ
は
学
問
と
名
の
つ
く
か
ぎ
り
の
も
の
が
等
し
く
遂
 
 

行
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
あ
ま
り
に
軽
々
し
く
非
 
 

感
覚
的
な
も
の
に
不
信
を
表
明
す
る
人
ほ
、
学
問
↓
般
へ
の
背
信
 
 

を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

今
道
友
信
－
 
 

俗
は
高
貴
な
る
精
神
を
け
つ
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

哲
学
は
常
に
此
の
諦
念
を
前
提
し
、
か
か
る
絶
望
か
ら
歩
み
始
め
ね
 
 

ば
な
ら
な
い
。
哲
学
が
万
人
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
疑
ひ
も
な
い
 
 

普
遍
性
、
高
度
の
一
般
性
に
於
て
こ
そ
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 
 

些
か
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
衆
こ
そ
純
朴
に
か
つ
純
粋
に
生
 
 

き
、
愛
し
、
苦
悩
し
、
か
の
真
性
の
知
を
索
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
 
 

現
実
の
生
活
か
ら
生
れ
る
叫
び
の
み
が
、
如
何
な
る
権
威
よ
り
も
雄
弁
 
 

に
物
語
る
で
あ
ら
う
こ
と
、
そ
の
一
面
の
真
実
に
眼
を
閉
ざ
す
訳
で
は
 
 

な
い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
生
活
」
と
は
何
か
、
「
現
実
」
と
は
何
か
。
 
 

専
門
主
義
の
野
蛮
性
に
つ
い
て
H
 
 

l
現
代
哲
学
に
於
け
る
「
知
」
と
技
術
と
の
背
反
 
 

そ
れ
が
開
明
さ
れ
ぬ
限
り
、
叫
び
も
単
な
る
苦
悩
の
訴
へ
か
実
存
的
独
 
 

白
に
終
始
す
る
こ
と
と
な
り
、
自
己
を
越
え
る
者
と
の
対
話
を
知
ら
ぬ
 
 

独
白
に
よ
つ
て
で
は
、
哲
学
の
地
平
は
拓
か
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
「
生
活
」
 
 

な
る
も
の
が
、
文
字
ど
は
り
凡
そ
生
あ
る
も
の
の
生
き
と
し
活
け
る
営
 
 

み
の
謂
ひ
に
留
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
物
学
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
 
 

が
、
自
然
か
ら
被
る
因
果
必
然
性
の
追
認
に
し
か
過
ぎ
ず
、
そ
の
「
現
 
 

実
」
な
る
も
の
も
単
に
現
実
と
想
ひ
な
さ
れ
た
も
の
、
現
実
と
い
ふ
名
 
 

の
仮
象
に
他
な
ら
な
く
な
り
は
し
な
い
か
。
更
に
、
生
き
る
と
い
ふ
こ
 
 

と
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
価
値
を
有
す
る
と
す
る
な
ら
、
さ
う
で
あ
る
 
 

根
拠
が
論
理
的
に
明
示
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
際
、
「
生
命
の
尊
 
 

厳
」
と
い
つ
た
美
辞
麗
句
に
よ
つ
て
は
何
も
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
知
る
必
 
 

要
が
あ
る
。
自
ら
の
生
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
想
ひ
な
し
は
、
個
人
 
 

の
自
己
義
認
、
自
己
聖
化
を
も
越
え
て
、
遂
に
は
人
頸
全
体
の
ア
ロ
ガ
 
 

ン
テ
ィ
ア
に
ま
で
至
る
に
違
ひ
な
い
。
「
た
だ
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
で
 
 

は
な
く
、
よ
く
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
」
 
（
『
ク
リ
 
 
 

山
 
口
 
恵
 
三
 
 



ト
ー
ン
』
亜
b
）
と
い
ふ
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
言
糞
に
今
一
度
耳
を
傾
 
 

け
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

如
何
に
「
生
け
る
現
実
」
と
云
ひ
「
現
実
せ
る
現
実
」
と
云
つ
て
も
、
 
 

た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
現
実
と
生
と
が
関
は
り
あ
ふ
現
場
を
説
明
し
た
こ
 
 

と
に
は
な
る
ま
い
。
「
現
実
が
現
実
す
る
」
だ
の
「
現
実
せ
る
現
実
」
 
 

だ
の
云
ふ
心
情
の
表
明
が
非
生
産
的
な
同
語
反
復
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
 
 

ば
、
我
々
は
そ
れ
と
は
別
の
方
途
に
よ
つ
て
実
人
生
が
如
何
に
現
実
と
 
 

関
は
り
あ
ふ
の
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
生
が
現
実
と
出
 
 

会
ふ
有
様
を
知
と
名
付
け
る
と
す
れ
ば
、
「
知
」
の
根
源
的
な
構
造
を
 
 

解
明
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
「
現
実
」
と
「
生
」
と
の
抜
差
し
な
ら
ぬ
状
 
 

況
も
見
え
て
来
る
も
の
と
想
は
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
知
」
の
構
造
 
 

を
哲
学
の
今
日
的
状
況
を
も
顧
み
な
が
ら
、
少
し
く
考
へ
て
み
よ
う
と
 
 

想
ふ
の
で
あ
る
。
 
 

（
一
）
 
 

人
間
の
思
惟
は
、
与
へ
ら
れ
た
対
象
を
あ
る
が
優
に
そ
れ
自
体
と
し
 
 

て
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
云
ふ
と
こ
ろ
の
ー
）
i
n
g
 
 

a
n
 
s
i
c
h
を
不
可
知
で
あ
る
と
了
解
す
る
か
否
か
に
は
関
は
ら
ず
、
 
 

事
物
の
点
的
現
在
に
於
け
る
現
れ
、
事
象
の
謂
は
ば
表
層
の
局
面
に
安
 
 

住
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
根
拠
を
問
ひ
、
そ
れ
が
更
な
る
問
ひ
を
誘
 
 

発
せ
ず
に
は
止
ま
な
い
。
こ
の
や
う
に
根
拠
に
向
か
つ
て
無
限
に
進
ま
 
 

う
と
す
る
の
は
、
理
性
が
自
ら
に
課
し
た
宿
命
で
あ
る
が
、
我
々
は
か
 
 

か
る
事
態
を
「
理
性
は
事
物
の
背
後
に
立
廻
ら
う
と
す
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
 
 

ル
に
倣
っ
て
云
ふ
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
た
人
間
理
性
の
 
 

知
の
姿
は
、
も
と
も
と
何
者
に
よ
つ
て
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
思
 
 

惟
す
る
こ
と
の
限
界
を
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
 
 

停
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
理
性
は
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
理
性
自
身
の
さ
う
し
た
 
 

姿
に
も
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
更
に
自
ら
の
背
後
に
廻
り
込
ま
う
と
す
 
 

る
。
そ
の
為
、
理
性
は
自
ら
が
際
限
も
な
く
根
拠
の
根
拠
、
云
は
ば
絶
 
 

対
的
な
根
拠
（
甘
3
、
）
へ
と
突
進
ま
う
と
す
る
、
と
い
ふ
事
実
を
認
め
 
 

、
 
よ
う
と
は
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
些
か
逆
説
め
く
が
、
理
性
が
首
鼠
 
 

へ
と
突
進
ま
う
と
す
る
と
い
ふ
当
の
事
実
も
ま
た
理
性
に
と
つ
て
は
、
 
 

他
の
事
実
と
同
じ
く
表
層
的
な
事
実
と
し
て
現
れ
る
以
上
、
そ
こ
で
も
 
 

理
性
の
本
性
は
事
物
の
背
後
に
立
廻
ら
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
 
 

に
と
つ
て
「
現
実
を
有
る
が
儲
に
捉
へ
る
」
と
か
「
事
物
を
端
的
只
今
 
 

の
現
実
に
於
て
見
る
」
と
い
つ
た
こ
と
が
、
謂
ふ
は
易
く
実
際
に
は
極
 
 

め
て
困
難
で
あ
る
の
は
、
理
性
の
世
界
認
識
の
構
造
が
以
上
の
や
う
な
 
 

ア
ポ
リ
ア
を
自
己
の
内
部
に
不
可
避
の
も
の
と
し
て
予
め
保
有
し
て
ゐ
 
 

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
な
る
も
の
の
存
在
理
由
 
 

も
本
来
は
、
理
性
が
外
物
を
知
覚
す
る
際
の
か
か
る
ア
ポ
リ
ア
か
ら
の
 
 

（
－
こ
 
脱
出
に
あ
つ
た
も
の
と
想
ほ
れ
る
。
 
 
 

我
々
が
通
常
「
知
る
」
と
云
ふ
と
き
、
意
識
す
る
と
否
と
に
関
は
ら
 
 

ず
、
「
『
知
っ
て
ゐ
る
』
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
」
と
い
ふ
自
己
 
 
 



意
識
が
前
提
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
想
は
れ
る
が
、
そ
の
や
う
な
意
味
で
 
 

の
「
知
」
は
、
以
上
の
や
う
な
文
脈
で
考
へ
ら
れ
る
限
り
、
必
然
的
に
 
 

自
己
自
身
の
知
へ
の
自
己
認
知
、
自
ら
の
知
そ
の
も
の
に
対
す
る
自
己
 
 

認
定
を
伴
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
さ
う
し
た
自
己
認
知
、
 
 

或
い
は
自
己
認
定
な
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
人
間
理
性
の
本
性
 
 

か
ら
来
る
当
然
の
帰
結
と
も
云
へ
よ
う
が
、
そ
れ
が
無
条
件
に
人
間
の
 
 

自
己
義
認
、
自
己
聖
化
へ
と
変
質
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
が
、
こ
こ
で
の
 
 

大
き
な
問
題
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
、
無
限
に
自
己
自
身
の
存
在
を
 
 

主
張
し
続
け
、
遂
に
は
世
界
そ
の
も
の
と
自
己
自
身
と
を
重
ね
合
は
せ
 
 

る
と
い
ふ
、
一
種
の
独
我
論
的
自
己
拡
張
を
続
け
る
理
由
が
、
こ
れ
ま
 
 

た
逆
説
的
な
が
ら
、
自
己
が
本
来
ひ
と
つ
の
欠
如
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
 
 

根
拠
が
あ
る
こ
と
は
、
p
r
i
く
a
t
e
が
語
源
的
に
は
 
「
欠
如
」
な
い
し
 
 

「
欠
落
」
を
意
味
し
て
ゐ
た
こ
と
か
ら
も
分
る
で
あ
ら
う
し
、
さ
う
し
 
 

た
自
己
義
認
、
自
己
聖
化
が
、
時
と
し
て
世
界
の
現
実
を
解
し
得
ぬ
愚
 
 

か
し
い
態
度
と
も
見
為
さ
れ
る
の
は
、
i
d
i
〇
t
の
語
源
の
㌫
へ
計
湧
が
、
 
 

「
自
己
」
を
意
味
す
る
㌫
へ
易
か
ら
の
派
生
形
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
 
 

も
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
「
愚
者
」
な
る
言
葉
は
、
単
に
無
知
の
者
を
 
 

意
味
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
自
己
の
無
知
を
認
め
 
 

得
ぬ
者
、
自
己
の
内
部
の
無
知
を
知
と
想
ひ
な
し
、
不
知
を
知
と
想
ひ
 
 

誤
っ
て
ゐ
る
者
を
こ
そ
謂
ふ
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
た
錯
認
、
自
己
錯
 
 

覚
が
生
じ
て
釆
た
理
由
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
に
、
無
知
そ
の
も
の
が
 
 

直
ち
に
知
と
取
運
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
或
る
一
つ
の
こ
と
に
つ
い
 
 

て
の
知
が
、
そ
の
 
「
或
る
一
つ
の
」
と
い
ふ
限
定
を
離
れ
て
「
知
」
そ
 
 

ハ
ニ
 
の
も
の
と
混
清
し
、
混
同
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
想
は
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
や
う
な
混
清
、
も
し
く
は
混
同
が
何
に
よ
つ
て
結
果
し
た
の
か
、
 
 

と
い
ふ
こ
と
自
体
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
 
 

こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
か
か
る
想
ひ
為
し
が
単
に
個
人
の
内
部
 
 

の
私
的
事
件
に
は
留
ら
ず
、
時
代
的
、
地
域
的
な
伝
播
性
を
有
す
る
と
 
 

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
む
冥
㌻
）
が
非
人
称
動
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
 
 

て
㌢
琵
ご
更
と
い
ふ
姿
で
現
れ
て
来
る
と
き
、
そ
の
監
甘
は
集
合
 
 

的
に
～
監
Q
甘
と
し
て
、
特
定
の
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
ム
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
贋
松
渉
氏
が
明
瞭
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
哲
 
 

へ
J
一
 
 

学
の
使
命
は
ヒ
ユ
ポ
ダ
イ
ム
批
判
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
や
随
所
 
 

に
見
ら
れ
る
「
知
」
を
廻
る
錯
認
が
、
特
に
学
術
研
究
の
ど
の
や
う
な
 
 

局
面
に
銀
著
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
に
 
 

す
る
。
（
以
下
次
号
）
 
 

註
 
 

（
1
）
 
く
ユ
‖
（
∵
W
ゝ
一
．
〓
完
C
ニ
℃
註
喜
ヨ
3
0
㌻
恥
訂
計
∽
G
化
訂
蒜
わ
ー
 
 

】
／
、
・
S
（
こ
b
蔓
）
茎
u
で
を
n
・
 
 

（
フ
こ
 
加
藤
信
朗
「
知
と
不
知
へ
の
関
は
り
」
 
（
『
理
想
』
第
六
〇
二
号
、
 
 

一
九
八
三
年
）
参
照
。
な
ほ
、
此
の
論
文
は
、
同
じ
著
者
に
よ
る
『
初
期
 
 

プ
ラ
ト
ン
哲
学
L
 
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
の
第
二
章
に
収
 
 

録
さ
れ
て
ゐ
る
。
 
 

（
3
）
 
贋
松
渉
『
新
哲
学
入
門
』
 
（
岩
波
新
書
）
一
九
八
八
咋
、
四
頁
。
 
 
 




