
自
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と
人
格

│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
人
格
概
念
へ
の
寄
与
│
│中

村

拓

也

は

じ

め

に

フ
ッ
サ
ー
ル
の
展
開
す
る
現
象
学
的
自
我
論
の
特
徴
は
、
自
我
を
多
次
元
的
・
多
層
的
現
象
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
（Zahavi

2014,

2021a,
2022b

）。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
な
か
で
、
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
の
区
別
を
確
立
し
て

い
る
こ
と
（H

usserl
1952

）、
さ
ら
に
は
、
後
期
、
つ
ま
り
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
草
稿
の
な
か
で
、
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
に
つ
い

て
の
現
象
学
的
分
析
が
、
原
自
我
と
先
自
我
の
区
別
に
ま
で
深
化
し
た
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る

（H
usserl2006;Taguchi2006;Lohm

ar
2009,2012

）。

で
は
、
こ
の
多
元
的
・
多
層
的
現
象
と
し
て
の
自
我
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
多
次
元
的
・
多
層
的
で
あ
り
、
現
象
学
的
分

析
を
通
し
て
析
出
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
や
層
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
、
多
元
性
を
含
み
つ
つ
も
自
我
と
し
て
の
統
一
性
を
も
つ
も

の
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
本
論
考
の
課
題
は
こ
の
問
い
に
応
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
哲
学
の
重
要

― １ ―
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な
問
題
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
人
格
概
念
の
解
明
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
つ
ま
り

は
、
人
格
概
念
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
寄
与
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
こ
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
、
本
論
考
は
、
フ

ッ
サ
ー
ル
が
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
を
主
題
的
に
論
じ
、
両
者
の
区
別
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
主
と
し
て
定

位
す
る
こ
と
に
な
る
。

論
証
の
手
続
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
近
代
以
降
の
人
格
概
念
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
際
、
近
代
の
哲
学
的
人
格
概
念
の
基
本
的
な
意
味
を
明
確
に
す
る
。
人
格
性
概
念
を
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同

一
性
と
に
区
別
し
て
分
析
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
よ
る
人
格
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
の
特
徴
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
さ
ら
に
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
の
担
い
手
と
し
て
の
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
に
つ
い
て
の
現
象
学

的
分
析
の
も
つ
人
格
概
念
の
解
明
へ
の
寄
与
可
能
性
の
あ
り
か
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
自
己
同
一
性
の
担
い
手
と
し
て

の
純
粋
自
我
が
考
察
さ
れ
る
。
純
粋
自
我
は
絶
対
的
に
同
一
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
内
実
は
純
粋
自
我
の
活
動
様
態
の
変
転
可
能
性

と
純
粋
自
我
そ
の
も
の
の
変
転
不
可
能
性
に
ほ
か
ら
な
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
絶
対
的
同
一
的
な
純
粋
自
我
が
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
不

可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
三
に
、
人
格
的
同
一
性
の
担
い
手
と
し
て
の
人
格
的
自
我
が
考
察
さ
れ
る
。
純
粋
自
我

は
、
そ
れ
自
体
で
は
あ
く
ま
で
自
我
の
形
式
的
統
一
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
私
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
意
味
で
の
人
格
的
同
一

性
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
周
囲
世
界
を
生
き
る
自
由
な
自
我
と
し
て
人
格
的
自
我
に
対
す
る
現
象
学
的
分
析
の
内
実
が
解
明
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
現
象
学
的
自
我
論
の
到
達
点
と
し
て
の
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我

の
統
一
、
す
な
わ
ち
、
ま
っ
た
き
具
体
態
と
し
て
の
自
我
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
伝
統
的
な
哲
学
的
人
格
概

念
へ
の
現
象
学
の
寄
与
に
ほ
か
ら
な
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
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一

近
代
の
哲
学
的
人
格
概
念
と
同
一
性
を
め
ぐ
る
問
題
の
所
在

哲
学
に
お
け
る
近
代
の
人
格
概
念
は
、
と
り
わ
け
人
格
的
同
一
性
の
問
題
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ロ
ッ
ク
の
古
典
的
研
究
で

あ
る
一
六
八
九
年
の
『
人
間
知
性
論
』
の
第
二
篇
の
第
二
七
章
同
一
性
と
多
様
性
に
つ
い
て
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（Lock

1975:
328

48

）⑴
。
こ
こ
で
、
人
格
的
同
一
性
を
め
ぐ
っ
て
大
き
く
二
つ
の
中
心
的
な
問
い
が
提
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
人
格
の
隔
時

的
同
一
性
、
す
な
わ
ち
、
異
な
る
時
点
で
の
人
格
の
同
一
性
、
換
言
す
れ
ば
、
人
格
の
数
的
同
一
性
の
問
題
と
、
他
方
で
、
人
格
の
個
体

的
性
格
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
当
該
の
人
格
を
し
て
そ
の
当
該
の
人
格
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
特
定
の
個
体
た
ら
し
め
て
い
る

性
格
特
徴
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
（Č

apek
and

Loidolt2021:218

）。

こ
の
人
格
的
同
一
性
を
め
ぐ
る
二
つ
の
中
心
的
な
問
い
は
、
ド
ラ
モ
ン
ド
に
よ
る
適
切
な
理
解
を
踏
ま
え
て
、
現
象
学
的
な
問
題
構
制

に
即
し
て
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
の
問
題
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
ラ
モ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
人
格
的
同
一
性
は
、
現
象
学
的
に
理
解
さ
れ
れ
ば
「
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

（D
rum

m
ond

2021:
237

）
と
再
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ド
ラ
モ
ン
ド
は
、
こ
の
二
つ
の
同
一
性
を
以
下
の
よ
う
に
整

理
し
て
い
る
。

自
己
同
一
性
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て��

で
の
経
験
の
主
観
が
、��
で
の
諸
々
の
異
な
る
経
験
の
際
の
同
じ
主
観
で
あ
り
え
、
自
己

自
身
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
応
え
る
。
対
照
的
に
、
人
格
的
同
一
性
は
、
私
は
誰
で
あ
る
の

― ３ ―

自
己
と
人
格



か
、
あ
な
た
は
誰
で
あ
る
の
か
、
彼
女
は
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
応
え
る
（D

rum
m
ond

2021:237

）。

こ
の
よ
う
に
人
格
的
同
一
性
が
は
ら
む
二
つ
の
問
い
は
、
現
象
学
的
に
は
自
己
と
人
格
の
区
別
、
さ
ら
に
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一

性
の
区
別
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
現
象
学
的
分
析
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
純
粋
自
我

の
導
入
、
さ
ら
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
に
区
別
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
格
的
同
一
性
の
問
題
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
自
我
論
の
展
開
に
よ
っ
て
二
つ
の
同
一
性
、
す
な
わ
ち
、
自
己
同

一
性
と
人
格
的
同
一
性
の
問
題
と
し
て
受
け
取
り
な
お
さ
れ
た
上
で
、
具
体
的
で
豊
か
な
分
析
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
期

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
自
己
と
人
格
の
区
別
と
同
時
の
両
者
の
関
係
づ
け
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
分
析
こ

そ
が
、
人
格
的
同
一
性
の
問
題
に
対
す
る
現
象
学
的
寄
与
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
明
確
化
し
た
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
の
区
別
を
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
に
関
連
づ
け
る

な
ら
ば
、
純
粋
自
我
に
は
自
己
同
一
性
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
人
格
的
自
我
に
は
人
格
的
同
一
性
が
帰
属
す
る
こ

と
に
な
る
。

予
め
述
べ
て
お
け
ば
、
純
粋
自
我
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
経
験
の
形
式
的
構
造
の
超
越
論
的
解
明
を
試
み
る
な
か
で
見
い
だ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
自
我
で
あ
る
。
経
験
の
形
式
構
造
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
そ
れ
に
と
っ
て
現
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
経
験
の
与
格
と
し
て

自
己
、
す
べ
て
の
経
験
は
そ
の
自
己
の
経
験
で
あ
り
、
そ
の
自
己
に
と
っ
て
の
経
験
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
経
験
に
は
自
己
が
不
変
的
・

恒
常
的
に
現
前
し
て
い
る
（Č

apek
and

Loidolt2021:224;
Zahavi

2022a:
271

）。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
自
我
に
は
隔
時
的
同
一
性
を

そ
の
内
実
と
す
る
自
己
同
一
性
が
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
人
格
的
同
一
性
へ
の
現
象
学
的
取
り
組
み
に
と
っ
て
の
決
定
的
出
発
点

自
己
と
人
格
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が
自
己
概
念
な
の
で
あ
る
」（Č

apek
and

Loidolt2021:224

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
純
粋
自
我
か
ら
区
別
さ
れ
る
自
我
と
し
て
導
入
し
た
人
格
的
自
我
は
、
純
粋
自
我
が
い
わ
ば
形
式

的
自
我
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、「
具
体
的
個
体
、
そ
の
独
自
の
身
体
的
・
性
格
的
特
徴
、
確
信
、
そ
の
他
の
個
体
化
す
る

特
色
を
具
え
た
人
格
」（Č

apek
and

Loidolt
2021:

224

）
と
し
て
の
具
体
的
自
我
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
一
般
的
に
現
象
学
的
な
意
味
で

の
人
格
的
自
我
を
性
格
づ
け
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。「
人
格
的
自
我
は
日
常
の
ふ
る
ま
い
か
ら
生
じ
、
自
己
自
身
を
そ
の
個
体
的
決
断
に
よ

っ
て
連
続
的
に
把
握
・
形
成
す
る
」（Č

apek
and

Loidolt
2021:

226

）。
こ
う
し
て
人
格
的
自
我
概
念
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
人
格
的
同
一
性
に
つ
い
て
の
多
層
化
さ
れ
た
説
明
」（Č

apek
and

Loidolt
2021:

226

）
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
「
純
粋
自
我
と
具
体
的
人
格
の
二
元
性
は
挑
戦
し
が
い
の
あ
る
問
題
を
提
出
す
る
」（Č

apek
and

Loidolt
2021:

224

）。
し
た
が
っ

て
、
人
格
的
同
一
性
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
の
関
係
性
を
、
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
に
つ
い
て

の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
挑
戦
し
が
い
の
あ
る
問
題
」
に
対
し
て
一
定
の
回
答
を
与
え

る
こ
と
が
以
下
で
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
主
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
二
つ
の
自
我
に
つ
い
て
の
実
際
の

分
析
に
即
し
て
二
つ
の
自
我
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
性
格
を
明
確
化
し
、
最
終
的
に
両
自
我
の
二
元
性
、
あ
る
い
は
、
関
係
性
の
解
明
が
試

み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二

純
粋
自
我
│
│
自
己
同
一
性
の
担
い
手

現
象
学
の
突
破
口
と
な
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
『
論
理
学
研
究
』
で
は
、
純
粋
自
我
を
認
め
ず
、
い
わ
ば
非
自
我
論
的
立
場
を
と
っ

― ５ ―
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て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（H

usserl1986;Taguchi2006;Lohm
ar
2009,2012;Zahavi

202 2a

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
期

の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
は
、
一
転
し
て
純
粋
自
我
を
承
認
す
る
に
至
る
。
そ
こ
で
純
粋
自
我
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

…
…
純
粋
自
我
は
原
理
的
に
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
体
験
の
一
切
の
現
実
的
、
可
能
的
な
移
り
変
わ
り
に
際
し

て
絶
対
的
に
同
一
的
な
も
の
と
し
て
、
ど
ん
な
意
味
で
も
体
験
そ
の
も
の
の
実
的
部
分
あ
る
い
は
契
機
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
は
な

い
。
…
…
わ
れ
わ
れ
に
世
界
と
そ
れ
〔
世
界
〕
に
帰
属
す
る
経
験
的
主
観
性
と
の
現
象
学
的
遮
断
の
残
余
と
し
て
純
粋
自
我
（
さ
ら

に
あ
ら
ゆ
る
体
験
流
に
と
っ
て
原
理
的
に
異
な
る
自
我
）
が
残
り
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
〔
純
粋
自
我
〕
を
も
っ
て
独
特
の
│
│
構

成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
│
│
超
越
、
内
在
に
お
け
る
超
越
が
提
示
さ
れ
る
（H

usserl1976:1234

）。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
純
粋
自
我
が
「
体
験
の
一
切
の
現
実
的
、
可
能
的
な
移
り
変
わ
り
に
際
し
て
絶
対
的
に
同
一
的
な
も
の
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
体
験
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
諸
々
の
体
験
さ
れ
る
こ
と
の
流
れ
で
あ
る
内
在
と
し

て
の
体
験
流
は
、
刻
一
刻
と
変
化
し
つ
ね
に
変
転
し
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
純
粋
自
我
は
「
絶
対
的
に
同
一
的
な
も
の
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
純
粋
自
我
は
、
構
成
さ
れ
た
超
越
で
も
流
動
変
化
す
る
体
験
流
と
い
う
内
在
で
も
な
い
「
独
特
の
│
│
構
成

さ
れ
た
の
で
は
な
い
│
│
超
越
、
内
在
に
お
け
る
超
越
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
純
粋
自
我
に
対
し
て
、「
絶
対
的
に
同
一
的
な
も

の
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
規
定
が
な
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
純
粋
自
我
の
絶
対
的
同
一
性
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
積
極

的
な
説
明
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

自
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こ
う
し
て
現
象
学
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
純
粋
自
我
概
念
の
基
本
的
性
格
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
も
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
の
先
に
引
用
し
た
第
五
七
節
で
の
純
粋
自
我
の
規
定
の
後
で
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
純
粋
自
我
の
本
格
的
な

分
析
が
予
告
さ
れ
る
（H

usserl1976:124

）。
そ
れ
を
承
け
て
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
第
二
編
の
第
一
章
で
純
粋
自
我
が
主
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（H

usserl1952:89-120

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
現
象
学
的
自
我
論
の
具
体
化
と
豊
穣
化
を
明
瞭
に
示
す
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
第
二
篇
、
第
一
章
の
最
初
の
節
で
あ

る
第
二
二
節
の
表
題
「
自
我
極
と
し
て
の
純
粋
自
我
」
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

明
証
的
に
分
割
さ
れ
ず
、
数
的
に
同
一
に
と
ど
ま
り
続
け
る
が
、
そ
の
一
方
で
こ
の
多
様
な
作
用
に
生
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
〔
作

用
〕
の
な
か
で
自
発
的
に
活
動
し
て
お
り
つ
ね
に
新
し
い
光
線
を
そ
れ
ら
〔
作
用
〕
を
貫
い
て
そ
の
感
覚
の
対
象
的
な
も
の
へ
と
向

け
る
「
自
我
」（H

usserl1952:98

）。

こ
の
よ
う
に
「
数
的
に
同
一
に
と
ど
ま
り
続
け
る
」
こ
と
が
純
粋
自
我
の
規
定
と
さ
れ
る
一
方
で
、
純
粋
自
我
の
作
用
は
多
様
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
数
的
同
一
性
を
純
粋
自
我
は
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
第
二
四
節
純
粋
自
我
の
「
変
転
可
能
性
」
で
自
己
と
人
格
を
主
題
す
る
本
論
考
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
以
下
の
言
明
を
行

っ
て
い
る
（H

usserl1952:104-5

）。

ど
の
よ
う
な
意
味
で
純
粋
自
我
が
そ
の
作
用
が
変
転
す
る
際
に
変
転
す
る
の
か
を
わ
れ
わ
れ
は
明
証
的
に
洞
察
で
き
る
。
そ
れ
〔
純

― ７ ―
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粋
自
我
〕
は
そ
の
活
動
の
な
か
で
は
、
そ
の
能
動
性
と
受
動
性
、
引
き
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と
突
き
放
す
こ
と
等
々
と
い
う
点
で
は
変

転
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
転
は
、
そ
れ
〔
純
粋
自
我
〕
自
身
を
変
転
し
な
い
。
そ
れ
自
体
、
そ
れ
〔
純
粋
自
我
〕
は
変
転

不
可
能
で
あ
る
（H

usserl1952:104

）。

純
粋
自
我
の
活
動
様
態
は
、
様
々
な
仕
方
で
変
転
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
純
粋
自
我
そ
の
も
の
は
変
転
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
純
粋
自
我
は
数
的
に
同
一
に
と
ど
ま
り
続
け
る
し
、
変
転
不
可
能
性
と
い
う
意
味
で
の
自
己
同
一
性
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
時
点

と
ほ
か
の
時
点
で
変
転
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自
己
同
一
性
で
あ
る
隔
時
的
同
一
性
と
し
て
絶
対
的
自
己
同
一
性
を
担
っ
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
事
態
は
、
純
粋
自
我
の
も
つ
極
性
を
強
調
す
る
別
の
箇
所
で
も
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ど
の
コ
ギ
ト
も
コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ
ム
を
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
で
、
そ
し
て
、
こ
れ
〔
コ
ギ
タ
ー
ト
ゥ
ム
〕
が
作
用
遂
行
の
際
に
純
粋
自

我
と
関
係
す
る
か
ぎ
り
で
、
ど
の
作
用
に
も
注
目
す
べ
き
極
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
自
我
極
、
他
方
で
は
対
極
と
し
て

の
客
観
で
あ
る
（H
usserl1952:105

）。

自
我
は
同
じ
意
識
流
の
す
べ
て
の
作
用
に
お
い
て
機
能
の
同
一
の
主
観
で
あ
り
、
す
べ
て
の
意
識
生
の
…
…
放
射
中
心
な
い
し
は
入

射
中
心
で
あ
る
（H

usserl1952:105

）。

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
変
転
可
能
性
が
あ
る
の
は
純
粋
自
我
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
純
粋
自
我
は
、
作
用
の
同
一
の

自
己
と
人
格

― ８ ―



極
あ
る
い
は
中
心
と
し
て
変
転
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
心
や
極
と
し
て
の
「
機
能
の
統
一
の
主
観
」
と
し
て
の
純
粋
自

我
か
ら
発
出
す
る
作
用
は
多
様
で
あ
り
、
つ
ね
に
流
動
変
化
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
流
動
変
化
す
る
内
在
と
し
て
の
作
用
、
す
な
わ
ち
、

諸
々
の
体
験
と
体
験
内
容
に
こ
そ
変
転
可
能
性
が
あ
る
。
作
用
も
作
用
の
対
象
も
、
内
在
的
時
間
性
の
な
か
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
い
う

意
味
で
、
最
広
義
で
の
実
在
的
な
も
の
や
存
在
す
る
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（H

usserl1952:102

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
構
成
す
る

は
た
ら
き
の
発
出
極
あ
る
い
は
放
射
中
心
そ
の
も
の
で
あ
る
純
粋
自
我
は
、
あ
く
ま
で
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
実
在
的
な
も
の
と
も
存
在
す
る
も
の
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
（H

usserl1952:101

）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
対
象
化
す
る
も
の
と
し
て
の
純
粋
自
我
で
さ
え
、
反
省
を
通
し
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
い
た
る
と

こ
ろ
で
な
る
ほ
ど
対
象
化
さ
れ
る
も
の
と
『
根
源
的
に
』
対
象
化
さ
れ
な
い
も
の
、
例
え
ば
、
知
覚
さ
れ
る
純
粋
自
我
と
知
覚
す
る
純
粋

自
我
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（H
usserl1952:101

）。
こ
の
よ
う
に
、
純
粋
自
我
で
さ
え
、
知
覚
さ
れ
た
純
粋
自
我
と
な
れ
ば
、

何
ら
か
の
意
味
で
対
象
化
さ
れ
た
あ
る
い
は
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
ら
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
純

粋
自
我
も
ま
た
知
覚
さ
れ
る
純
粋
自
我
と
知
覚
さ
れ
る
純
粋
自
我
と
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
純
粋
自
我
が
絶
対
的
自
己
同
一
性
の

担
い
手
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
純
粋
自
我
の
自
己
同
一
性
に
ま
つ
わ
る
困
難
な
問
題
に
対

し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
反
省
に
よ
る
純
粋
自
我
の
同
一
性
の
確
保
に
よ
っ
て
答
え
る
。

い
っ
そ
う
高
次
の
段
階
の
さ
ら
な
る
反
省
の
お
か
げ
で
、
明
証
的
で
あ
る
の
は
、
一
方
の
純
粋
自
我
と
他
方
の
純
粋
自
我
が
実
際
に

は
同
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（H

usserl1952:102

）。

― ９ ―
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そ
れ
〔
反
省
〕
が
措
定
す
る
も
の
は
、（
ま
さ
に
高
次
段
階
の
反
省
が
明
証
性
を
も
っ
て
把
握
す
る
よ
う
に
）
あ
る
時
に
は
対
象
的

に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
時
に
は
そ
う
で
は
な
い
同
一
的
な
も
の
で
あ
る
（H

usserl1952:102

）

自
我
が
対
象
的
で
あ
っ
た
り
対
象
的
で
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
に
現
象
学
的
に
変
化
す
る
も
の
は
、
反
省
の
際
に
絶
対
的
に
同
一
の

自
我
と
し
て
把
握
さ
れ
、
与
え
ら
れ
て
い
る
自
我
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
体
験
な
の
で
あ
る
（H

usserl1952:102

）。

純
粋
自
我
は
、
対
象
化
さ
れ
よ
う
と
も
対
象
化
さ
れ
な
く
と
も
、
反
省
を
通
し
て
対
象
化
す
る
自
我
と
対
象
化
さ
れ
る
自
我
と
が
同
定

さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。「
現
象
学
的
に
変
化
す
る
も
の
」
は
純
粋
自
我
で
は
な
く
、
体
験
な
の
で
あ
る
。「
確
か
に
、
根
源
作
用
か

ら
そ
れ
〔
根
源
作
用
〕
へ
の
反
省
へ
の
移
行
の
際
に
体
験
全
体
は
変
化
す
る
し
、
確
か
に
以
前
の
コ
ギ
ト
は
反
省
の
際
に
も
は
や
実
的
に

眼
前
に
は
な
い
、
つ
ま
り
、
反
省
さ
れ
て
い
な
い
生
動
的
コ
ギ
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
眼
前
に
は
な
い
」（H

usserl1952:102

）。
コ
ギ
ト
、

す
な
わ
ち
、
意
識
作
用
は
、
な
る
ほ
ど
反
省
以
前
と
反
省
以
後
で
時
間
位
置
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
全
体
が
変
化
し
て
い
る
。「
す
べ
て

の
自
ら
の
成
素
部
分
と
共
に
ど
の
コ
ギ
ト
も
、
体
験
の
流
れ
の
な
か
で
生
成
し
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
純
粋
主
観
は
生
成
せ
ず
消
滅
も
し

な
い
」（H

usserl
1952:

103

）。
こ
れ
は
、
一
貫
し
て
体
験
流
と
純
粋
自
我
を
区
別
し
て
き
た
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
体
験
と
体
験
す
る
は
た
ら
き
を
区
別
す
る
に
至
る
。

諸
々
の
体
験
（Erlebnisse

）
が
漂
っ
て
い
る
単
な
る
意
識
「
流
」
よ
り
も
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
（Erleben

）

は
、
そ
れ
自
体
そ
の
諸
々
の
体
験
の
よ
う
に
流
れ
な
い
自
我
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
（H

usserl1952:277

）。

自
己
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こ
こ
に
至
っ
て
自
我
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
（Erleben

）
と
そ
の
自
我
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
ま
さ
に
体
験
さ
れ
て
い
る

諸
々
の
体
験
（Erlebnisse

）
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
純
粋
自
我
は
、
体
験
な
い
し
意
識
流
と
不
可
分
で
は
あ
る
が
、
明
確
に
区

別
さ
れ
る
。
そ
の
微
妙
で
あ
る
が
、
重
要
な
差
異
が
諸
々
の
体
験
と
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
い
う
言
い
回
し
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

純
粋
自
我
は
徹
頭
徹
尾
体
験
で
は
な
く
、
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
位
相
に
居
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
独
特
の
│
│
構
成
さ

れ
た
の
で
は
な
い
│
│
超
越
、
内
在
に
お
け
る
超
越
」
と
い
う
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
純
粋
自
我
の
規
定
の
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
変
奏

で
あ
り
、
純
粋
自
我
と
い
う
特
異
な
超
越
、「
内
在
に
お
け
る
超
越
」
と
し
て
純
粋
自
我
の
独
特
さ
の
現
象
学
的
分
析
の
具
体
化
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
と
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
純
粋
自
我
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
内
容
的
に
は
明
確
に
合
致
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
純
粋
自
我
は
流
動
変
化
す
る
体
験
や
意
識
流
と
は
異
な
る
位
相
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
は
流
れ
去
る

こ
と
が
な
い
体
験
す
る
こ
と
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
、
翻
っ
て
言
え
ば
、
体
験
す
る
は
た
ら
き
は
匿
名
的
で
は
な
く
、
純
粋
自
我
の
体
験
す

る
は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
我
の
形
式
的
統
一
と
し
て
の
自
己
同
一
性
の
担
い
手
で
あ
る
純
粋
自
我
が
現
象
学
的
に

捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
⑵
。

三

人
格
的
自
我
│
│
人
格
的
同
一
性
の
担
い
手

純
粋
自
我
が
担
っ
て
い
る
自
己
同
一
性
に
よ
っ
て
、
人
格
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
同
一
性
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
な
る
ほ
ど
、
純
粋
自
我
が
担
う
自
己
同
一
性
、
隔
時
的
同
一
性
、
最
小
限
の
自
己
性
は
、
そ
れ
自
体
不
変
の
形
式
的
自
我
の
同
一

性
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
（Č

apek
and

Loidolt
2021:

224-5

）。
し
か
し
「
私
は
た
だ
純
粋
自
我
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
私
は
ま
た
性

― １１ ―
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格
特
性
、
能
力
、
素
質
、
関
心
、
確
信
…
…
を
も
つ
」（Zahavi

202 2a:
274;

H
usserl

1952:
104

）⑶
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
的
な
人

格
的
同
一
性
へ
の
問
い
、
す
な
わ
ち
、
私
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
形
式
的
同
一
性
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
は
、
十
分
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
人
間
と
し
て
の
自
我
が
問
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、「
人
格
的
自
我
は
人
間
│

自
我
」（H

usserl
1952:

250
A
nm
.

）
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
私
が
誰
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
人
間
と
し
て
の
自
我
、
つ
ま

り
、
人
格
的
自
我
の
解
明
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
行
っ
た
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
の
区
別
に
基
づ
く
、
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
の
区
別
の

確
立
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
解
釈
者
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
。「
最
小
限
の
自
己
性
は
わ
れ
わ
れ
に
ま
っ
た
き

意
味
で
の
自
己
性
や
人
格
的
同
一
性
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
告
げ
な
い
。
…
…
そ
れ
は
人
格
的
同
一
性
に
と
っ
て
せ
い
ぜ
い
必
要
条
件

に
す
ぎ
ず
、
十
分
条
件
で
は
な
い
」（C
arr

2021:
342

）。「
わ
れ
わ
れ
の
人
格
的
同
一
性
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
同
一
性
を
包
摂
す
る
が
、

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
同
一
性
を
構
成
す
る
形
式
的
構
造
が
具
体
的
人
格
的
同
一
性
を
産
出
す
る
体
験
的
内
容
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
そ
れ
〔
自
己
同
一
性
〕
に
還
元
可
能
で
は
な
い
」（D

rum
m
ond

2021:
239

）。
し
た
が
っ
て
、
今
や
問

わ
れ
る
べ
き
問
い
は
こ
う
で
あ
る
。「
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
自
我
の
形
式
的
個
体
化
か
ら
人
格
（
化
さ
れ
た
）
自
我
の
い

っ
そ
う
豊
か
な
個
体
化
に
至
る
の
か
」（Zahavi202 2a:274

）。
さ
し
あ
た
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

あ
る
人
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
人
間
的
人
格
性
と
し
て
の
私
自
身
が
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
る
の
か
を
知

る
た
め
に
は
、
私
は
、
私
が
私
を
つ
ね
に
新
し
い
側
面
か
ら
、
つ
ね
に
新
し
い
特
性
と
ま
す
ま
す
い
っ
そ
う
完
全
な
特
性
と
に
関
し
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て
見
知
る
経
験
の
無
限
性
へ
と
踏
み
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（H

usserl1952:104

）。

わ
れ
わ
れ
は
、「
人
格
的
」
生
の
す
べ
て
の
途
方
も
な
い
貧
困
化
の
場
合
に
ま
さ
に
意
識
生
を
具
え
た
自
我
を
も
ち
、
ま
た
、
そ
の

〔
意
識
生
の
〕
中
に
、
そ
れ
〔
自
我
〕
は
、
そ
の
在
り
方
を
判
断
し
、
価
値
づ
け
、
そ
の
態
度
決
定
へ
と
動
機
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
そ
の
個
体
性
を
も
つ
（H

usserl1952:297

）。

な
る
ほ
ど
、
先
に
挙
げ
た
人
格
的
自
我
の
諸
特
性
な
ど
す
べ
て
が
剝
ぎ
取
ら
れ
た
場
合
に
も
、「
意
識
生
を
具
え
た
自
我
」、
つ
ま
り
、

純
粋
自
我
は
残
り
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
純
粋
自
我
は
、
具
体
的
な
内
容
を
欠
く
「
途
方
も
な
い
貧
困
化
」
を
こ
う
む
っ
た
形
式
的
自

我
で
あ
る
。
こ
う
し
た
貧
困
化
し
た
形
式
の
み
で
、
私
と
は
何
で
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
人
間
│

自
我
、
す
な
わ
ち
、
人
格
で
あ
る
か
と

い
う
問
い
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
意
識
生
、
人
間
│

自
我
、
人
格
が
経
験
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。「
純
粋
自
我
と
し
て
、
そ
れ
〔
自
我
〕
は
隠
さ
れ
た
内
的
豊
か
さ
を
腹
蔵
せ
ず
、
絶
対
的
に
単
純
で
あ
り
、
絶
対
的
に
露
わ
に
な
っ

て
お
り
、
す
べ
て
の
豊
か
さ
は
コ
ギ
ト
と
そ
の
中
で
十
全
的
に
把
握
可
能
な
機
能
の
仕
方
と
に
あ
る
」（H

usserl1952:105

）。
し
か
も
、

そ
の
人
格
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
一
義
的
な
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
人
格
は
、
具

体
的
個
体
で
あ
り
、
身
体
的
、
性
格
的
特
性
を
具
え
て
お
り
、
具
体
的
多
層
的
構
造
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
的
同
一

性
は
、
豊
か
な
自
我
の
具
体
層
で
あ
り
、
そ
の
自
我
の
「
コ
ギ
ト
と
そ
の
中
で
十
全
的
に
把
握
可
能
な
機
能
の
仕
方
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
格
が
経
験
す
る
内
容
と
ど
の
よ
う
に
経
験
す
る
の
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
実
際
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
人
格
的
自
我
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
は
人
格
主
義
的
態
度
を
自
然
主
義
的
態
度
と
対
照
さ
せ
る
仕
方
で
導
入
す
る
。「
自
然
主
義
的
態
度
は
、
自
然
を
『
そ
れ

自
体
で
存
在
』
す
る
も
の
と
み
な
し
『
た
だ
客
観
的
に
真
な
る
も
の
と
し
て
妥
当
さ
せ
る
、
諸
規
定
を
具
え
た
精
密
自
然
科
学
』
を
遂
行

す
る
態
度
で
あ
る
」（H

usserl1952:189

）。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
格
主
義
的
態
度
に
つ
い
て
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
互

い
に
生
き
、
互
い
に
話
し
、
互
い
に
挨
拶
す
る
際
に
手
を
伸
ば
し
、
愛
や
憎
悪
、
心
情
や
行
い
、
語
り
や
応
答
の
な
か
で
互
い
に
関
係
し

て
い
る
場
合
に
い
つ
で
も
そ
の
う
ち
に
あ
る
人
格
主
義
的
態
度
」（H

usserl1952:183

）⑷
。

こ
の
よ
う
に
人
格
主
義
的
態
度
は
、
ま
さ
に
日
常
生
活
を
送
る
具
体
的
な
人
間
が
取
っ
て
い
る
態
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
態

度
で
世
界
を
生
き
る
自
我
が
人
格
あ
る
い
は
人
格
的
自
我
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
取
り
出
す
人
格
の
特
徴
は
、
世
界
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
主
観
で
は
な
く
、
ま
さ
に
世
界
を
、
そ
れ
も
抽
象
的
世
界
で
は
な
く
、
身
体
を
も
つ
自
分
の
周
り
に
あ
る
世
界
、
周
囲
世

界
を
生
き
る
自
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
人
格
は
ま
さ
に
表
象
し
、
感
じ
、
価
値
づ
け
、
努
力
し
、
行
為
す
る
人
格
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
そ
う
し
た
人
格
的
作
用
の
な
か
で
、
何
か
、
そ
の
周
囲
世
界
の
諸
対
象
に
関
係
し
て
い
る
」（H

usserl
1952:

185-6

）。
そ
う

し
て
さ
ら
に
、
こ
の
周
囲
世
界
は
単
な
る
事
物
の
集
積
で
は
な
く
、
そ
の
人
格
に
よ
る
価
値
づ
け
を
通
し
た
何
ら
か
の
価
値
を
も
つ
も
の

か
ら
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
他
の
人
格
と
共
通
の
周
囲
世
界
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

人
格
と
し
て
私
は
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
り
（
そ
し
て
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
格
も
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
り
）、
周
囲
世
界
の
主
観
と
し
て

あ
る
。
自
我
と
周
囲
世
界
と
い
う
概
念
は
不
可
分
に
互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
あ
ら
ゆ
る
人
格
に
そ
の
周
囲
世
界

が
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
同
時
に
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
よ
り
多
く
の
人
格
が
共
通
の
周
囲
世
界
を
も
つ
。
周

囲
世
界
は
人
格
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
用
の
な
か
で
知
覚
さ
れ
、
想
起
さ
れ
、
思
考
適
合
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
あ
れ
こ
れ
の
も
の
に
関
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し
て
推
測
さ
れ
、
開
示
さ
れ
る
世
界
、
こ
の
人
格
的
自
我
が
意
識
し
て
い
る
世
界
、
そ
れ
〔
人
格
的
自
我
〕
に
と
っ
て
現
に
あ
り
、

そ
れ
〔
人
格
的
自
我
〕
が
し
か
じ
か
に
関
わ
り
合
う
、
例
え
ば
、
主
題
的
に
経
験
し
、
理
論
化
し
つ
つ
そ
れ
〔
人
格
的
自
我
〕
に
と

っ
て
現
出
す
る
事
物
と
関
係
し
た
り
、
感
じ
た
り
、
価
値
評
価
し
た
り
、
行
為
し
た
り
、
技
術
的
に
形
態
化
し
た
り
等
々
す
る
関
わ

り
合
い
を
す
る
世
界
で
あ
る
（H

usserl1952:185

）。

世
界
は
私
の
周
囲
世
界
で
あ
る
│
│
す
な
わ
ち
、
物
理
学
的
世
界
で
は
な
く
、
私
と
わ
れ
わ
れ
の
志
向
的
生
の
主
題
的
世
界
（
そ
し

て
さ
ら
に
主
題
外
的
に
意
識
さ
れ
る
も
の
、
共
に
触
発
す
る
物
、
私
の
主
題
的
措
定
に
と
っ
て
接
近
可
能
な
も
の
、
私
の
主
題
的
地

平
）
で
あ
る
（H

usserl1952:218

）。

「
自
我
と
周
囲
世
界
と
い
う
概
念
は
不
可
分
に
互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
格
に
そ
の
周
囲
世
界
が
属

し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
格
的
自
我
は
、
徹
頭
徹
尾
周
囲
世
界
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
自
我
、
い

っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
周
囲
世
界
を
生
き
る
自
我
、「
周
囲
世
界
の
中
心
点
と
し
て
の
人
格
」（H

usserl1952:185

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
人
格
的
自
我
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
中
心
点
と
し
て
の
自
我
に
の
み
注
目
し
て
も
十
分
に
明
ら
か
に
な
る

こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
際
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
人
格
的
自
我
は
、
ほ
か
ら
な
ら
ぬ
そ
の
人
格
的
自
我

が
生
き
る
周
囲
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
存
立
せ
ず
、
人
格
的
自
我
は
あ
く
ま
で
周
囲
世
界
を
生
き
る
人
格
的
自
我
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
人
格
は
ま
さ
し
く
表
象
し
、
感
じ
、
価
値
評
価
し
、
努
力
し
、
行
為
す
る
人
格
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
ど
の
人
格
的
作
用

の
際
に
も
何
か
と
、
そ
の
〔
人
格
の
〕
周
囲
世
界
の
対
象
と
関
係
し
て
い
る
」（H

usserl
1952:

185-6

）。
そ
れ
で
は
、
こ
の
人
格
と
周

― １５ ―
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囲
世
界
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
け
ば
、
人
格
と
周
囲
世
界
と
の
関
係
こ
そ
が
、
当

の
人
格
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
示
す
も
の
、
す
な
わ
ち
、
自
我
の
具
体
的
内
容
と
し
て
の
人
格
的
同
一
性
に
ほ
か
ら
な
な
い

の
で
あ
る
。

す
で
に
確
認
さ
れ
た
と
お
り
、
周
囲
世
界
は
物
理
的
世
界
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
と
周
囲
世
界
の
関
係
は
、
物
理
的
事
物
間

の
因
果
関
係
で
は
な
く
、
意
識
と
意
識
対
象
の
間
の
志
向
的
相
関
関
係
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
人
格
と
周
囲
世
界

の
間
に
は
「
自
然
実
在
性
と
し
て
の
事
物
と
人
間
の
間
の
因
果
関
係
の
代
わ
り
に
、
人
格
と
事
物
の
間
の
動
機
づ
け
関
係
が
歩
み
出
る
」

（H
usserl

1952:
189

）。
こ
の
「
動
機
づ
け
関
係
」
と
は
人
間
と
事
物
の
間
の
「
実
在
的
関
係
で
は
な
く
、
実
在
的
な
も
の
へ
の
志
向
的

関
係
」（H

usserl
1952:

215

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
⑸
。
動
機
づ
け
関
係
と
し
て
の
志
向
的
関
係
に
よ
っ
て
相
関
し
て
い
る
人
格
と
周
囲
世

界
、
つ
ま
り
「
人
格
的
主
観
と
人
格
的
周
囲
世
界
と
の
間
の
相
関
関
係
」（H

usserl1952:209

）
こ
そ
が
、
人
格
的
同
一
性
の
内
実
、
つ

ま
り
、
そ
の
人
が
誰
で
あ
る
か
の
内
実
な
の
で
あ
る
。

人
格
は
、
客
観
の
側
か
ら
因
果
性
に
よ
っ
て
一
方
的
・
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
物
理
的
存
在
者
で
は
な
い
。「
動
機
づ
け
の
『
理
由
│

帰
結
』
に
は
自
然
と
い
う
意
味
で
の
因
果
関
係
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
が
あ
る
」（H

usserl1952:229

）。
動
機
づ
け
と
は
、
人
間
、

す
な
わ
ち
、
人
格
的
自
我
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
の
か
を
説
明
す
る
、
つ
ま
り
、
そ
の
理
由
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の

意
味
で
動
機
づ
け
は
、
精
神
科
学
的
事
実
を
説
明
す
る
た
め
の
「
精
神
的
生
の
法
則
性
」（H

usserl
1952:

220

）
な
の
で
あ
る
。「
主
観

は
客
観
に
か
か
わ
り
、
客
観
は
主
観
を
刺
激
し
、
動
機
づ
け
る
」（H

usserl
1952:

219

）。
こ
の
客
観
か
ら
の
動
機
づ
け
に
相
関
す
る
の

が
、
自
由
な
自
我
と
し
て
の
人
格
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
根
源
的
な
、
特
殊
的
に
主
観
的
な
も
の
と
し
て
本
来
の
意
味
で
の
自
我
、「
自
由
」
の
自
我
、
注
意
し
、

考
察
し
、
比
較
し
、
区
別
し
、
判
断
し
、
価
値
づ
け
、
魅
せ
ら
れ
、
反
発
し
、
好
意
を
も
ち
、
嫌
悪
し
、
願
望
し
、
意
欲
す
る
自

我
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
「
能
動
的
な
」、
態
度
決
定
す
る
自
我
を
見
出
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
能

動
的
自
我
に
は
受
動
的
自
我
が
対
立
し
、
自
我
は
絶
え
ず
能
動
的
で
あ
る
場
合
に
は
同
時
に
受
動
的
で
あ
る
。
触
発
的
と
い
う
意
味

で
も
受
容
的
と
い
う
意
味
で
も
（H

usserl1952:213

）。

人
格
的
自
我
は
根
源
的
発
生
の
な
か
で
衝
動
的
に
規
定
さ
れ
る
人
格
性
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
た
え
ず
ま
た
根
源
的

「
本
能
」
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
受
動
的
に
従
う
自
我
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
い
っ
そ
う
高
次
の
、
自
律
的

な
、
自
由
に
活
動
し
、
と
り
わ
け
理
性
動
機
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
単
に
引
っ
張
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
不
自
由
な
自
我
と
し
て
で
は
な

く
構
成
さ
れ
る
。
習
慣
性
は
、
根
源
的
に
本
能
的
な
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
に
と
っ
て
も
…
…
自
由
な
関
わ
り
合
う
こ
と
に
と
っ
て
も

形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（H

usserl1952:255
）。

モ
ラ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
導
入
し
て
い
る
こ
う
し
た
自
律
的
自
我
と
し
て
の
人
格
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
た
人
格
概
念
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
（
特
に
カ
ン
ト
）
が
、
自
由
で
、
理
性
的
行
為
者
と
し
て

の
人
格
と
い
う
新
し
い
普
遍
的
見
解
を
確
立
」（M

oran
2016:

10

）
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
人
格
的

自
我
を
「
自
律
的
な
、
自
由
に
活
動
し
、
と
り
わ
け
理
性
的
動
機
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
単
に
引
っ
張
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
不
自
由
な
自
我

と
し
て
で
は
な
く
構
成
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
人
格
概
念
を
正
し
く
継
承
し
て
い
る
こ
と
の
証
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左
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
を
踏
ま
え
て
、
現
象
学
的
伝
統
は
「
こ
う
し
た
カ
ン
ト
的
洞
察
の
多
く
を
新
し
い
域
へ
と
展
開
し
よ
う

と
し
、
人
格
と
自
己
と
い
う
概
念
を
肉
づ
け
よ
う
と
す
る
」（M

oran
2016:

12

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
で
の
人
格
的
自
我
は
自
分
の
周

り
に
あ
る
具
体
的
世
界
と
し
て
の
周
囲
世
界
と
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
志
向
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
人
格
的
自
我
は
客
観
と
し
て
の
周
囲

世
界
か
ら
の
動
機
づ
け
に
対
し
て
、
能
動
的
で
自
由
な
態
度
決
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
世
界
を
価
値
づ
け
、
創
造
し
、
生
成
す
る
。

ま
っ
た
く
一
般
的
に
語
れ
ば
、
周
囲
世
界
は
世
界
「
自
体
」
で
は
な
く
、「
私
に
と
っ
て
の
」
世
界
、
ま
さ
に
、
そ
の
自
我
主
観
の

周
囲
世
界
、
あ
る
い
は
、
他
の
や
り
方
で
意
識
さ
れ
た
、
そ
の
志
向
的
体
験
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
の
意
味
内
実
と
共
に
措
定
さ
れ
る

世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
〔
周
囲
世
界
〕
は
絶
え
ず
生
成
し
て
い
る
…
…
（H

usserl1952:186

）。

こ
の
周
囲
世
界
は
…
…
自
然
的
経
験
、
理
論
的
思
考
、
価
値
づ
け
、
意
欲
、
創
造
、
つ
ね
に
新
た
な
客
観
を
形
態
化
す
る
際
の
主
観

の
現
勢
的
な
経
験
、
現
勢
的
な
活
動
が
進
展
す
る
こ
と
と
共
に
恒
常
的
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
（H

usserl1952:194-5

）。

周
囲
世
界
の
生
成
は
、
周
囲
世
界
と
相
関
す
る
自
律
的
で
自
由
な
人
格
的
自
我
と
の
間
の
動
機
づ
け
連
関
と
い
う
志
向
的
関
係
に
よ
っ

て
生
じ
る
。
周
囲
世
界
が
人
格
的
自
我
と
相
関
的
に
生
成
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
格
的
自
我
も
ま
た
周
囲
世
界
と
相
関
的
に
生
成

変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
動
機
づ
け
に
着
目
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
人
格
的
自
我
が
自
由
な
自
我
で
あ
り
う
る
の
か
を

考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
精
神
的
あ
る
い
は
人
格
的
自
我
は
志
向
性
の
主

観
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
動
機
づ
け
は
精
神
的
生
の
法
則
性
で
あ
る
」（H

usserl
1952:

220

）。
し
た
が
っ
て
、
精
神
的
生

自
己
と
人
格

― １８ ―



で
あ
る
人
格
的
自
我
の
法
則
性
が
動
機
づ
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

人
格
的
自
我
の
法
則
性
と
し
て
の
動
機
づ
け
は
、「
連
合
的
動
機
づ
け
と
自
我
動
機
づ
け
の
簡
明
的
確
な
意
味
で
の
動
機
づ
け
（
理
性

動
機
づ
け
）
の
間
の
対
照
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
き
く
二
つ
の
動
機
づ
け
、
す
な
わ
ち
、
理
性
動
機
づ
け
と
連
合
的
動
機
づ
け
、
あ

る
い
は
、
能
動
的
動
機
づ
け
と
受
動
的
動
機
づ
け
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（H

usserl
1952:

220-224

）。
能
動
的
動
機
づ
け
は
、
理

性
的
、
意
志
的
な
態
度
決
定
で
あ
り
、
受
動
的
動
機
づ
け
は
、
習
慣
や
連
合
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
こ
の
二
つ
の
動
機
づ
け
の
関
係
は
、
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ

ど
、「
態
度
決
定
に
よ
る
態
度
決
定
の
動
機
づ
け
」
と
し
て
の
理
性
動
機
づ
け
の
よ
う
に
、
能
動
的
な
動
機
づ
け
、
自
由
に
よ
る
動
機
づ

け
が
あ
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
能
動
的
動
機
づ
け
は
「
以
前
の
理
性
作
用
、
理
性
能
作
か
ら
の
『
沈
殿
』」
と
い
う
仕
方
で
沈
殿
す
る
こ

と
を
通
し
て
も
は
や
能
動
的
に
で
は
な
く
、
受
動
的
に
体
験
を
動
機
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
（H

usserl
1952:

255

）⑹
。
し
か
し
、
そ
う
で

あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
人
格
的
自
我
は
以
前
の
自
分
の
態
度
決
定
の
沈
殿
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
習
慣
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
に
規

定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
格
的
自
我
は
自
由
な
自
我
と
し
て
、
自
由
な
動
機
づ
け
に
従
っ
て
自
己
形
成
を
す
る
自
律
的
自
我
で
あ
り

続
け
る
の
で
あ
る
。

現
に
習
慣
性
と
自
由
な
動
機
づ
け
と
が
編
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
私
が
再
び
自
由
に
活
動
す
る
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
私
は
習
慣
に
従

い
も
す
る
が
、
し
か
し
、
私
は
、
動
機
に
、
自
由
な
決
断
の
際
の
理
性
に
従
う
か
ぎ
り
で
、
自
由
で
あ
る
（H

usserl1952:255

）。

し
た
が
っ
て
、
理
性
の
自
律
、
人
格
的
主
観
の
「
自
由
」
は
、
私
が
受
動
的
に
異
他
的
な
影
響
に
屈
せ
ず
、
私
自
身
か
ら
決
断
す
る
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こ
と
に
あ
る
（H

usserl1952:269

）

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
自
律
的
な
自
由
の
自
我
と
し
て
の
人
格
的
自
我
と
純
粋
自
我
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
換
言
す
れ
ば
、
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
、
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
純
粋
自
我
は
自
己
の
形
式
的
統
一
と
し
て
、
体
験
す
る
は
た
ら
き
に
不
可
欠
の
形
式
と
し
て
居
合
わ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
体
験

す
る
は
た
ら
き
は
、
匿
名
的
な
体
験
す
る
は
た
ら
き
で
は
な
く
、
つ
ね
に
私
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
、
つ
ま
り
は
、
一
人
称
的
体
験
と
な

る
の
で
あ
る
。
諸
々
の
体
験
内
容
が
時
間
的
経
過
に
伴
っ
て
流
動
変
化
す
る
一
方
で
、
純
粋
自
我
は
、
あ
く
ま
で
体
験
す
る
は
た
ら
き
で

あ
り
、
流
動
変
化
す
る
諸
々
の
体
験
と
は
区
別
さ
れ
、
変
転
不
可
能
な
も
の
と
し
て
、
同
一
に
と
ど
ま
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
人
格
的
自
我
は
、
無
限
に
開
か
れ
た
経
験
の
な
か
で
た
え
ざ
る
自
己
生
成
の
た
だ
な
か
に
あ
る
そ
れ
自
体
無
際
限
に
開
か
れ
た
統

一
体
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
人
格
的
同
一
性
は
、
人
格
的
自
我
が
自
由
の
自
我
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
新
た
な
自
己
形
成
に
開
か

れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
完
結
し
な
い
と
い
う
意
味
で
の
無
際
限
性
と
い
う
性
格
を
も
つ
。「
同
一
性
こ
そ
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
る

ア
プ
リ
オ
リ
で
は
な
く
、
つ
ね
に
何
ら
か
の
意
味
で
開
か
れ
た
問
い
で
あ
り
、
け
っ
し
て
完
全
に
は
決
定
さ
れ
な
い
」（C

arr
2021:

342

）。
し
た
が
っ
て
、
私
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
経
験
を
通
し
て
自
己
形

成
し
続
け
る
人
格
的
自
我
の
性
格
上
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
義
的
な
回
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
⑺
。「
事
実
、

そ
の
種
の
自
己
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
人
格
が
無
限
の
発
展
の
単
一
体
で
あ
る
か
ら
、
究
極
的

に
は
無
際
限
の
探
求
で
あ
る
」（Zahavi

202 2a:
274

）。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
、
以
下
の
よ
う
に
、
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我

の
関
係
に
つ
い
て
、
十
全
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
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私
は
私
を
経
験
か
ら
知
り
、
私
は
私
が
ど
ん
な
性
格
で
あ
る
の
か
を
知
る
。
す
な
わ
ち
、
私
に
は
自
我
統
覚
が
あ
り
、
経
験
的
「
自

己
意
識
」
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
展
開
し
た
主
観
は
、
純
粋
自
我
を
具
え
た
単
な
る
意
識
流
で
は
な
く
、
ま
た
「
自
我
」
と
い
う
形
式

で
の
中
心
化
を
遂
行
し
て
お
り
、
コ
ギ
タ
チ
オ
は
自
我
主
観
の
作
用
で
あ
り
、
自
我
は
固
有
の
態
度
決
定
（
能
動
的
）
と
固
有
の
習

慣
性
と
能
力
と
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
あ
と
で
外
的
に
統
覚
的
な
統
一
で
あ
り
、
そ
の
核
が
純
粋
自
我
で
あ
る
（H

usserl
1952:

265

）。

な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
単
に
自
我
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
自
我
は
人
格
的
自
我
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
人
格
的
自
我
に
よ
る
自
己
中
心
化
に
よ
っ
て
、
自
我
は
周
囲
世
界
と
の
志
向
的
相
関
関
係
に
よ
っ
て
自
己
自
身
と
周
囲
世
界

を
形
成
し
、
両
者
は
動
機
づ
け
関
係
の
全
体
と
し
て
力
動
的
に
生
成
変
化
す
る
。
こ
う
し
た
力
動
的
な
生
成
変
化
が
私
の
経
験
に
ほ
か
ら

な
ら
な
い
。
そ
の
経
験
を
通
し
て
、
私
は
、
私
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
は
、
自
分
の
人
格
的
同
一
性
を
知
る
の
で
あ

る
。
具
体
的
な
内
容
を
欠
き
、
生
成
変
化
す
る
こ
と
が
な
い
形
式
的
な
統
一
と
し
て
自
己
同
一
性
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
純
粋
自
我
は
、

同
時
に
、
人
格
的
自
我
と
し
て
「
固
有
の
態
度
決
定
…
…
と
固
有
の
習
慣
と
能
力
」
を
具
え
た
具
体
的
な
内
容
を
伴
う
豊
か
な
自
我
と
し

て
も
捉
え
ら
れ
る
「
統
覚
的
な
統
一
」
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
自
我
の
も
つ
変
転
不
可
能
な
絶
対
的
同
一
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性

と
生
成
変
化
し
て
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
開
か
れ
た
無
限
性
で
あ
る
人
格
的
自
己
同
一
性
と
が
、
純
粋
自
我
を
核
と
し
た
統
覚
的
統
一
と

し
て
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
自
我
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
到
達
し
た
多
元
的
・

多
層
的
現
象
と
し
て
の
自
我
の
ま
っ
た
き
具
体
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
の
統
一
と
い
う
多
元
的
・
多
層
的

現
象
と
し
て
の
自
我
概
念
は
、
同
時
に
、
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
を
具
え
た
自
我
の
具
体
態
と
し
て
、
同
時
に
、
哲
学
的
人
格
概
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念
に
対
す
る
現
象
学
的
解
明
の
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

む

す

び

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
い
て
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
の
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
人
格
概
念
の

中
に
含
ま
れ
る
自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
と
い
う
二
つ
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
な
分
析
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が

自
己
同
一
性
と
人
格
的
同
一
性
の
担
い
手
で
あ
る
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
は
、
最
終
的
に
純
粋
自
我
を
核
と
し
て
そ
の
自
我
の
具
体
的

内
容
で
あ
る
人
格
的
同
一
性
を
担
う
人
格
的
自
我
を
そ
の
統
覚
的
統
一
体
と
す
る
、
ま
っ
た
き
具
体
態
と
し
て
の
多
元
的
・
多
層
的
自
我

で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
学
的
自
我
概
念
は
、
近
代
的
人
格
概
念
に
対
し
て
新
た
な
陰
影
を
与
え
、
人
格
概
念
の
具
体
化
を
果
た
し
て
い

る
。
本
論
考
は
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
我
論
の
展
開
に
定
位
し
て
、
人
格
概
念
に
対
す
る
現
象
学
の
豊
か
な
寄
与
可
能

性
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
論
考
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
人
格
の
現
象
学
的
分
析
の
射
程
を
全
体
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
る
課
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
な
に
よ
り
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
純
粋
自
我
と
人

格
的
自
我
に
つ
い
て
の
分
析
も
、
現
象
学
的
自
我
論
の
最
終
的
な
到
達
点
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
分
析
の
枠
外
に
と
ど
め
お
か
れ
た
時
間

性
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
己
同
一
性
の
問
い
に
対
し
て
、
自
己
意
識
や
時
間
性
と
の
連
関
で
改
め
て

問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
人
格
的
自
我
に
つ
い
て
は
、
身
体
性
と
社
会
性
と
い
う
不
可
欠
の
契
機
を
主
題
的
に
取
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
当
然
、
人
格
的
自
我
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
経
験
の
な
か
で
、
人
格
的
自
我
は
身
体
を
通
し
て
世
界

自
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に
か
か
わ
る
。
し
か
も
、
身
体
は
「
精
神
的
因
果
性
か
ら
自
然
因
果
性
へ
の
転
換
点
」（H

ussserl
1952:

286

）
と
い
う
極
め
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
格
の
形
成
に
際
し
て
異
他
的
人
格
と
の
社
会
的
交
流
の
重
要
性
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な

い
（Č

apek
and

Loidolt2021:230;C
arr
2021:349,351;D

rum
m
ond

2021:240-1;Jacobs
2021;282,290,293-4,Zahavi2022

b

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
の
人
格
的
自
我
概
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
後
期
に
至
っ
て
超
越
論
的
主
観
性
の
具

体
化
と
し
て
の
超
越
論
的
人
格
の
分
析
を
進
め
て
い
る
（H

usserl
2002:

198-201;
Luft

2011:
126-157;

Sophie
2021:

394;
C
row
ell

2021:
269-70

）。
何
よ
り
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
純
粋
自
我
と
人
格
的
自
我
と
い
う
問
題
構
制
を
、
原
自
我
と
先
自
我
の
問
題
構

制
へ
と
問
い
深
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
（H

usserl2006

）。

そ
れ
ゆ
え
、
人
格
概
念
へ
の
現
象
学
的
分
析
と
そ
の
寄
与
可
能
性
は
、
人
格
概
念
に
つ
い
て
の
哲
学
的
解
明
に
対
し
て
さ
ら
な
る
展
望

を
開
く
豊
か
な
展
開
可
能
性
を
蔵
し
た
主
題
領
域
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
領
域
へ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
よ
る
解
明
の
全
容
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
、
哲
学
的
人
格
概
念
に
と
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
研
究
と
し
て
も
極
め
て
有
意
味
だ
ろ
う
。

註
引
用
文
中
の
〔

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
ま
た
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
な
ど
に
よ
る
強
調
は
引
用
に
よ
っ
て
脈
絡
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
て
す
べ
て
無
視
さ
れ
て
い
る
。

⑴

哲
学
史
上
の
人
格
概
念
全
般
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。Sturm

a
2001;

2008:
K
ather

2007.

人
格
概
念
の
簡
潔
な
概
観
を
以
下
が

与
え
て
い
る
。M

oran
2016.

現
象
学
の
立
場
か
ら
の
人
格
論
と
し
て
は
、
以
下
の
論
文
集
を
参
照
。R

öm
er
and

W
unsch

2013.

⑵

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
純
粋
自
我
は
自
己
同
一
性
の
担
い
手
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
純
粋
自
我
は
絶
対
的
同
一
性
、
す

な
わ
ち
、
流
動
変
化
す
る
体
験
流
を
貫
く
隔
時
的
同
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー

― ２３ ―
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ン
Ⅱ
』
で
与
え
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
消
極
的
定
義
で
あ
り
、
積
極
的
定
義
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
自
己
同
一
性
の
成
立
の
た
め
の
積
極
的
な
定
義
を
与
え
る
だ
ろ
う
時
間
性
の
次
元
の
問
い
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
と
同
じ
く
、『
イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
に
至
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
題
的
な
検
討
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
（H

usserl1976:181-2;1952:102-3

）。
自
己
同

一
性
の
現
象
学
的
分
析
は
、
最
終
的
に
は
こ
の
時
間
性
に
つ
い
て
の
分
析
に
ま
で
進
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ド
ラ
モ
ン
ド
が
、
時
間
性
と
自
己

同
一
性
あ
る
い
は
自
己
意
識
と
自
己
同
一
性
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
分
析
を
行
っ
て
い
る
（D

rum
m
ond

2021:237-9

）。

⑶

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
純
粋
自
我
と
人
格
と
し
て
の
自
我
を
区
別
す
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
〔
純
粋
自
我
〕
は
、
実
在
的
人
格
と
し
て

の
自
我
、
実
在
的
人
間
の
実
在
的
主
観
と
混
同
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（H

usserl
1952:

104

）。
そ
の
う
え
で
、
純
粋
自
我
に
対
す
る
次
の
よ

う
な
消
極
的
定
義
を
行
っ
て
い
る
。「
そ
れ
〔
純
粋
自
我
〕
は
、
根
源
的
な
性
格
素
質
も
獲
得
さ
れ
た
性
格
素
質
も
、
能
力
、
素
質
等
々
を
も
た

な
い
。
そ
れ
〔
純
粋
自
我
〕
は
実
在
的
諸
特
性
と
状
態
を
伴
う
交
替
す
る
実
在
的
周
囲
状
況
に
交
替
し
つ
つ
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
出
す
る
周
囲
状
況
へ
の
関
係
を
も
っ
て
現
出
適
合
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」（H

usserl
1952:

104

）。
こ
の
こ

と
か
ら
理
解
す
べ
き
な
の
は
、
人
格
と
し
て
の
自
我
あ
る
い
は
人
格
的
自
我
は
、
性
格
素
質
、
能
力
、
素
質
等
々
を
有
す
る
具
体
的
な
自
我
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑷

さ
ら
に
、
自
然
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
最
晩
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
で
の
生
世
界
論
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
仕

方
で
、
こ
う
言
わ
れ
る
。「
…
…
自
然
主
義
的
態
度
は
人
格
主
義
的
態
度
に
従
属
し
て
お
り
、
抽
象
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
人
格
的
自

我
の
あ
る
種
の
自
己
忘
却
に
よ
っ
て
あ
る
一
定
の
自
立
性
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
そ
の
〔
自
然
主
義
的
〕
世
界
、
自
然
を
不
当
に
絶

対
化
す
る
」（H

usserl
1952:

183-4

）。
こ
の
二
つ
の
態
度
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
自
然
的
態
度
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ

を
徹
底
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
的
態
度
は
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
、
自
然
な
日
常
的
生
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
態
度
で
あ
る
。

「
自
然
的
世
界
、
通
常
の
語
義
で
の
世
界
は
、
私
が
自
然
的
に
漫
然
と
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
絶
え
ず
私
に
と
っ
て
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
が
実

相
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
私
は
『
自
然
的
に
態
度
を
と
っ
て
い
る
』」（H

usserl
1976:

59

）。
自
然
的
態
度
の
こ
の
要
素
が
徹
底
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
人
格
的
態
度
あ
る
い
は
人
格
主
義
的
態
度
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
格
主
義
的
態
度
は
同
時
に
自
然
的
態
度

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（H

usserl
1952:

183

）。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
自
然
的
態
度
は
、「
世
界
『
と
い
う
も
の
』
が
…
…
│
│
一
般

定
立
の
意
味
で
は
│
│
つ
ね
に
現
存
在
す
る
世
界
で
あ
り
…
…
現
実
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
」
と
す
る
「
自
然
的
世
界
の
一
般
定
立
」（H

usserl1976:

60-1

）を
そ
の
本
質
と
す
る
。「
私
は
恒
常
的
に
眼
前
に
私
の
対
立
者
と
し
て
、
…
…
私
自
身
が
帰
属
す
る
空
間
的
│
時
間
的
現
実
を
見
出
す
。
…
…

自
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『
現
実
』を
…
…
私
は
現
存
す
る
現
実
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
が
私
に
与
え
ら
れ
る
が
ま
ま
に
、
ま
た
現
存
す
る
現
実
と
し
て
受
け
取
る
」（H

usserl

1976:
61

）。
こ
の
よ
う
に
一
般
定
立
に
よ
っ
て
、
世
界
は
「
私
の
対
立
者
」
と
さ
れ
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
一
般
定
立
に
よ
っ
て
そ
の
規
定
を
受
け

取
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
不
当
に
私
か
ら
独
立
し
た
「
自
立
性
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
「
不
当
に
絶
対
化
」
さ
れ
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

⑸

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
る
因
果
性
と
動
機
づ
け
と
い
う
問
題
構
制
に
つ
い
て
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
第
五
六
節
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

（H
usserl1952:220-47

）。
さ
ら
に
、
ラ
ン
グ
に
よ
る
研
究
を
参
照
（R

ang
1973

）。

⑹

フ
ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
理
性
的
能
動
性
を
そ
も
そ
も
含
ま
ず
、「
完
全
に
没
理
性
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
感
性
、
迫
っ
て
く
る
も

の
、
与
え
ら
れ
る
も
の
、
受
動
性
の
領
分
で
与
え
ら
れ
る
も
の
よ
う
な
体
験
の
動
機
づ
け
」
と
い
っ
た
、
ま
っ
た
き
受
動
的
動
機
づ
け
さ
え
も
あ

り
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（H

usserl1952:222

）。

⑺

経
験
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
人
格
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
人
格
は
最
広
義
で
類
型
的
性
格
、
諸
々
の
性
格
特
性
を
も

つ
。
人
格
が
体
験
す
る
す
べ
て
は
そ
の
先
所
与
性
の
枠
組
み
を
拡
張
し
、
再
び
暗
く
も
明
る
く
も
想
起
に
踏
み
入
り
、
自
我
を
触
発
し
、
諸
々
の

作
用
を
動
機
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
〔
人
格
が
体
験
す
る
す
べ
て
〕
は
ま
た
そ
れ
な
し
に
将
来
の
体
験
成
素
を
統
覚
と
連
合
の
新

た
な
形
成
の
法
則
に
従
う
将
来
の
体
験
成
素
を
規
定
す
る
。
人
格
は
『
経
験
』
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
」（H

usserl1952:271

）。
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