
深
み
な
き
自
我

│
│
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
に
お
け
る

エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
我
論
│
│

中

村

拓

也

エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
（Edith

Stein,1891-1942

）
は
、
現
象
学
者
と
し
て
そ
の
哲
学
的
履
歴
を
は
じ
め
、
第
一
次
世
界
大
戦

の
勃
発
に
よ
る
学
業
の
中
断
を
経
て
、
博
士
論
文
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
に
よ
っ
て
学
位
を
え
た
後
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
私
設
助

手
と
し
て
現
象
学
の
展
開
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
と
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
関
連
草
稿
の
編
集
に
携
わ
り
、

さ
ら
に
現
象
学
的
研
究
を
通
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
代
表
さ
れ
る
ス
コ
ラ
学
と
思
想
的
対
決
を
行
っ
た
現
象
学
的
哲
学
者
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
近
年
で
は
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
で
展
開
さ
れ
る
感
情
移
入
論
⑴
、
他
者
論
、
相
互
主
観
性
論
、
身
体
論
、

さ
ら
に
教
授
資
格
論
文
と
な
る
こ
と
を
企
図
し
て
執
筆
し
、
実
際
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
審
査
の
た
め
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

『
心
理
学
と
精
神
科
学
の
哲
学
的
根
拠
づ
け
へ
の
寄
与
』
で
の
個
体
と
共
同
体
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
分
析
に
よ
っ
て
⑵
、
シ
ュ
タ
イ

ン
に
対
す
る
関
心
は
近
年
非
常
な
高
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、
現
象
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン
を
巡
る
研
究
は
現
在
活
況
を
呈
し
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
⑶
。

本
論
考
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
指
導
の
下
で
執
筆
さ
れ
た
博
士
論
文
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』（
一
九
一
六
年
）
で
展
開
さ
れ
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る
自
我
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
る
ほ
ど
、
先
述
の
と
お
り
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
私
設
助
手
と
し

て
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
と
し
て
結
実
す
る
時
間
講
義
の
草
稿
を
実
質
的
に
編
集
し
、
さ
ら
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
草
稿
を
整
理

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
整
理
が
な
さ
れ
る
以
前
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』『
イ
デ
ー
ン
Ⅲ
』

の
原
草
稿
の
出
版
が
予
定
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
我
論
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
主
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
考
で
は
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
第
三
章
「
心
理
物
理
的

個
体
の
構
成
」
と
第
四
章
「
精
神
的
人
格
を
理
解
す
る
こ
と
と
し
て
の
感
情
移
入
」
で
展
開
さ
れ
る
自
我
に
つ
い
て
の
分
析
に
定
位
し

て
、
あ
く
ま
で
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
自
我
論
、
い
っ
そ
う
正
確
に
は
、
自
我
構
成
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
論
の
構
成
を
予
示
し
て
お
け
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
根
本
問
題
と
し
て
の
感
情

移
入
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
出
発
点
に
取
る
立
場
の
基
本
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
自
我
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
で
の
自
我
の
基
本
的
性
格
を
確
定
す
る
。
第
二

に
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
第
三
章
「
心
理
物
理
的
個
体
の
構
成
」
の
冒
頭
で
展
開
さ
れ
る
自
我
構
成
の
諸
段
階
を
取
り
上
げ

る
。
個
体
的
自
我
に
と
っ
て
重
要
な
自
己
性
と
個
体
性
の
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
区
別
と
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
三
に
、
第
四

章
「
精
神
的
人
格
を
理
解
す
る
こ
と
と
し
て
の
感
情
移
入
」
で
言
及
さ
れ
る
深
み
な
き
自
我
と
し
て
の
純
粋
自
我
と
精
神
的
主
観
と
し
て

の
自
我
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
自
我
の
基
本
的
性
格

感
情
移
入
と
い
う
問
題
へ
の
探
究
の
出
発
点
に
つ
い
て
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
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感
情
移
入
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
争
い
の
根
底
に
は
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験

と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
。
こ
の
所
与
性
の
成
立
の
由
来
、
影
響
、
正
当
性
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
次
の
課
題
は
所
与
性
そ

の
も
の
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
の
本
質
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
（ESG

A
5,11

）。

異
他
的
な
主
観
と
異
他
的
な
主
観
に
よ
る
体
験
が
、
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
所
与
性
の
本
質
の
解
明
こ
そ
が
、
感
情

移
入
の
問
題
の
鍵
で
あ
る
、
と
。
通
常
の
対
象
と
は
異
な
る
異
他
的
他
主
観
と
そ
の
体
験
と
い
う
特
異
な
所
与
性
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「『
現
象
学
的
還
元
』
の
態
度
」（ibid.

）
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
う
現
象
学
的
還
元
の

態
度
と
は
、
師
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
お
い
て
導
入
し
た
方
法
に
基
づ
く
態
度
で
あ
り
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
れ
を
忠
実
に
こ

う
理
解
し
て
い
る
。「
自
ら
の
考
察
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
『
疑
う
こ
と
が
で
き
る
』
も
の
、
な
ん
ら
か
の
取
り
除
く
こ
と
が
で
き

る
も
の
す
べ
て
を
遮
断
す
る
」（ibid.

）。
さ
ら
に
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
学
問
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
成
果
を
よ

り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
「
自
ら
を
自
己
自
身
に
根
拠
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
」（ibid.

）
と
い
う
自
己
根
拠
づ
け
の

営
み
と
し
て
自
ら
の
哲
学
を
定
義
す
る
に
至
る
。
そ
こ
で
ま
ず
自
ら
の
現
象
学
の
出
発
点
と
し
て
自
然
的
経
験
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
あ
る
全
世
界
、
物
理
的
世
界
も
心
理
物
理
的
世
界
も
、
物
体
も
人
間
の
心
や
動
物
の
心
も
（
探
究
者
自
身
の
心

理
物
理
的
人
格
を
含
め
て
）
遮
断
あ
る
い
は
還
元
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の
、
世
界
全
体
と
世
界
を
体
験
す
る
主
観
そ
の
も
の
が
削

除
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
何
が
な
お
残
り
う
る
の
か
。
実
際
、
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
が
な
お
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（ibid.

）。
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で
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
遮
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
疑
い
を
被
ら
な
い
も
の
は
、
事
物
の
私
の
体
験
（
知
覚
し
、
想
起
し
、
あ
る
い
は
他
の
や

り
方
で
の
把
握
）
と
そ
の
相
関
体
、
そ
の
性
格
全
体
に
か
ん
し
て
維
持
さ
れ
続
け
て
お
り
、
考
察
の
客
観
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま

っ
た
き
「
事
物
現
象
」（
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
系
列
あ
る
い
は
想
起
系
列
で
同
じ
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
客
観
）
で
あ
る
（ibid.

）。

し
か
し
、
先
に
「
物
体
も
人
間
の
心
や
動
物
の
心
も
（
探
究
者
自
身
の
心
理
物
理
的
人
格
を
含
め
て
）
遮
断
あ
る
い
は
還
元
さ
れ
る
」

と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
私
の
体
験
」
と
「
そ
の
相
関
者
」
が
疑
い
を
被
ら
ず
に
残
り
続
け
る
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
意
味
な
の
か
。
当
然
、
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
こ
う
し
た
事
態
の
整
合
性
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
い
っ
た
い
、
私
の
体
験
に
よ
っ
て
何

が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
残
り
続
け
、
現
象
学
の
客
観
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
。

次
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
な
お
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
体
験
は
遮
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
、

と
。
自
我
、
し
か
じ
か
の
特
性
を
具
え
た
こ
の
名
前
と
立
場
の
あ
る
経
験
的
自
我
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
疑
的
で
は
な

い
。
私
の
過
去
全
体
は
、
夢
見
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
記
憶
違
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
だ
か
ら
遮
断
を
被
る

し
、
た
だ
現
象
と
し
て
だ
け
考
察
の
対
象
で
あ
り
続
け
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
「
私
」、
世
界
と
自
分
の
人
格
を
現
象
と
し
て

考
察
し
て
い
る
体
験
す
る
主
観
、「
私
」
は
、
体
験
す
る
こ
と
に
あ
り
、
体
験
す
る
こ
と
に
し
か
な
く
体
験
す
る
こ
と
そ
の
も
の
と

同
様
に
疑
う
こ
と
が
で
き
ず
、
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
や
こ
の
考
察
の
仕
方
を
わ
れ
わ
れ
の
事
例
に
適
用
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
（ESG

A
5,12

）。
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こ
こ
で
現
象
学
的
還
元
の
態
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
な
お
、
現
象
学
の
客
観
、「
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
」、「
私
の
体

験
」
と
そ
の
相
関
者
と
呼
ん
で
い
た
も
の
が
残
り
続
け
て
お
り
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
う
し
た
削
除
も
で
き
な
い
も
の
に
対
し
て
重
要
な
区

別
と
細
分
化
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
我
、
し
か
じ
か
の
特
性
を
具
え
た
こ
の
名
前
と
立
場
の
あ

る
経
験
的
自
我
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
疑
的
で
は
な
い
」。「
不
可
疑
的
で
は
な
い
」
と
い
う
そ
の
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
に
よ

っ
て
、「
経
験
的
自
我
」
が
、
少
な
く
と
も
遮
断
さ
れ
る
可
能
性
、
現
象
学
の
客
観
な
い
し
主
題
と
な
り
え
な
い
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
こ
こ
で
「
し
か
じ
か
の
特
性
を
具
え
」
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
遮
断
さ
れ
る
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
る

「
経
験
的
自
我
」
に
対
し
て
、「
体
験
す
る
主
観
、
私
」
は
、「
体
験
す
る
こ
と
そ
の
も
の
と
同
様
に
疑
う
こ
と
が
で
き
ず
、
削
除
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。

現
象
学
的
還
元
の
態
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
自
然
的
経
験
で
自
明
と
さ
れ
て
い
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
の

周
囲
に
あ
る
全
世
界
、
物
理
的
世
界
も
心
理
物
理
的
世
界
も
、
物
体
も
人
間
の
心
や
動
物
の
心
も
（
探
究
者
自
身
の
心
理
物
理
的
人
格
を

含
め
て
）」
遮
断
さ
れ
、
そ
の
妥
当
性
を
失
う
。
こ
の
意
味
で
は
、「
世
界
全
体
と
世
界
を
体
験
す
る
主
観
そ
の
も
の
が
削
除
さ
れ
て
い

る
」。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
が
な
お
残
っ
て
い
る
」。
こ

こ
で
、
現
象
学
的
態
度
を
採
用
し
て
も
残
り
続
け
る
「
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
」
と
し
て
、「
事
物
の
私
の
体
験
（
知
覚
し
、
想
起

し
、
あ
る
い
は
他
の
や
り
方
で
の
把
握
）
と
そ
の
相
関
体
、
そ
の
性
格
全
体
に
か
ん
し
て
維
持
さ
れ
続
け
て
お
り
、
考
察
の
客
観
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
ま
っ
た
き
『
事
物
現
象
』（
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
系
列
あ
る
い
は
想
起
系
列
で
同
じ
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
客
観
）」
が
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
見
す
る
と
前
述
の
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
響
く
こ
の
箇
所
は
、「
事
物
の
私
の
体
験
」
が
、
あ
く
ま
で
私

が
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
こ
と
を
第
一
義
的
に
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
体
験
す
る
働
き
の
相
関
者
、
す
な
わ
ち
、
知
覚
さ
れ

る
も
の
や
想
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
「
事
物
現
象
」
も
ま
た
現
象
学
の
主
題
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
イ
ン
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は
、
現
象
学
的
還
元
の
態
度
で
行
わ
れ
る
遮
断
の
対
象
を
さ
ら
に
厳
格
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
事
物
現
象
」
と
い
う

私
の
体
験
す
る
こ
と
の
相
関
者
が
「
不
可
疑
的
で
は
な
い
」、
す
な
わ
ち
、
疑
う
こ
と
が
で
き
、
厳
格
な
意
味
で
は
遮
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
る
に
至
る
。
い
わ
ば
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
は
そ
の
不
可
疑
性
が
認
め
ら
れ
た
か
に
み
え
た
私
の
体
験
に
対
し
て
、
現
象
学
的

還
元
の
態
度
の
採
用
に
よ
る
遮
断
が
徹
底
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
体
験
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
体
験
さ
れ
て
い
る
も
の
、
事

物
現
象
、
私
の
体
験
内
容
と
、
体
験
す
る
働
き
そ
の
も
の
と
へ
さ
ら
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
後
者
に
こ
そ
最
終
的
な
意
味
で
の
不
可

疑
性
が
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
同
時
に
「
私
」
に
つ
い
て
の
注
目
す
べ
き
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
も
明
ら
か
に
す

る
。
こ
こ
で
体
験
す
る
働
き
そ
の
も
の
、
事
物
現
象
や
現
象
と
し
て
の
「
世
界
と
自
分
の
人
格
を
考
察
す
る
」「
体
験
そ
の
も
の
の
主
観
」

が
、
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
現
象
さ
え
遮
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
な
お
残
り
続
け
る
「
私
」
が
見
出
さ
れ
る
に
至
る
。
さ
ら
に
、
こ

う
し
た
「
体
験
そ
の
も
の
の
主
観
」
で
あ
る
「
私
」
は
、「
純
粋
自
我
、
体
験
作
用
の
主
観
」
と
同
定
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
こ
で
発
見
さ

れ
る
「
私
」、
す
な
わ
ち
「
純
粋
自
我
」
の
不
可
疑
性
、
遮
断
不
可
能
性
、
削
除
不
可
能
性
は
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
全
体
の

論
証
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
現
象
学
的
態
度
に
よ

る
遮
断
を
巡
る
論
証
を
、「
体
験
そ
の
も
の
の
主
観
」、「
私
」、「
純
粋
自
我
」
に
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
体
験
す
る
主
観
に
も
適
用
す
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
そ
の
な
か
に
生
き
て
い
る
世
界
は
物
理
的
物
体
の
世
界
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
は
私
の
他
に
も
体
験
す
る
主
観

が
存
在
し
、
私
は
こ
の
体
験
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。
こ
の
知
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
知
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
こ
こ

で
さ
ま
ざ
ま
な
錯
覚
を
被
る
の
で
、
と
き
お
り
こ
の
領
域
一
般
で
の
認
識
の
可
能
性
に
絶
望
す
る
傾
向
が
あ
る
│
│
し
か
し
、
異
他

的
な
心
の
生
と
い
う
現
象
は
現
に
あ
り
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
今
や
こ
れ
を
い
く
ら
か
詳
し
く
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
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（ESG
A
5,12

f.

）。

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
先
に
見
た
感
情
移
入
を
巡
る
論
争
の
「
暗
黙
の
前
提
」、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
に
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験

と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
の
再
定
式
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
私
の
他
に
も
体
験
す
る
主
観
が
存
在
し
、
私
は
こ
の
体
験
に
つ
い
て
知
っ

て
い
る
」。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
私
の
他
に
も
体
験
す
る
主
観
が
存
在
」
す
る
こ
と
と
、
こ
の
体
験
に
つ
い
て
の
知
は
、
私
自
身
の
体

験
の
場
合
と
同
じ
く
、
絶
対
的
な
確
実
性
を
欠
き
、「
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
知
で
は
な
い
」。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ュ

タ
イ
ン
は
や
は
り
ま
た
、
他
の
体
験
す
る
主
観
に
つ
い
て
も
ま
た
そ
の
不
可
疑
性
を
主
張
す
る
に
至
る
。「
異
他
的
な
心
の
生
と
い
う
現

象
は
現
に
あ
り
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
。
な
る
ほ
ど
、
異
他
的
な
心
の
生
に
つ
い
て
の
私
の
知
は
、「
錯
覚
」
を
含
め
た
誤
謬
に
対

し
て
開
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
「
認
識
の
可
能
性
に
絶
望
す
る
傾
向
」
が
生
じ
る
。
そ
も
そ
も
他
の
体
験
す
る
主
観
に
つ
い
て
の

知
は
、
絶
対
的
確
実
性
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
「
異
他
的
な
心
の
生
と
い
う
現
象
は
現
に
あ
り
疑
う
こ

と
は
で
き
な
い
」。
な
ぜ
か
。
確
か
に
、
異
他
的
な
体
験
す
る
主
観
に
つ
い
て
の
私
の
知
に
つ
い
て
は
可
謬
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
異
他

的
な
体
験
す
る
主
観
が
現
象
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
厳
格
に
捉

え
る
な
ら
ば
、「
異
他
的
な
心
の
生
と
い
う
現
象
」
も
ま
た
、
私
の
体
験
す
る
こ
と
が
可
謬
的
で
あ
り
、
遮
断
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
な
ら
ば
、
な
お
原
理
的
に
は
遮
断
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
の
体
験
す
る
自
我
、
純
粋
自
我
の
遮
断
不
可
能
性
と
同
じ
位

相
に
あ
る
事
態
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
掬
す
べ
き
こ
と
は
、「
異
他
的
な
心
の
生
と
い
う
現
象
」
が
、
所
与
性
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、「
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
」
で
あ
る
私
の
体
験
と
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
の
体
験
す
る
自
我
、
純
粋
自
我
に
対
し
て
与

え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
自
体
を
「
現
に
あ
り
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
現
象
学
的
態
度
の
採
用
に
よ
る
遮
断
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
験
の
主
観
は
、
経
験
的
主
観
と
体
験
す
る
主
観
（
純
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粋
自
我
）
と
い
う
二
重
の
性
格
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
前
者
は
遮
断
な
い
し
削
除
可
能
で
あ
る
が
、
後
者
は
け
っ

し
て
遮
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
削
除
可
能
で
も
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
二
重
性
格
は
、
身
体
に
も
適
用
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
身
体
に
お
い
て
い
っ
そ
う
具
体
的
に
そ
の
特
異
な
二
重
性
格
を
露
わ
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
経
験
世
界
の
な
か
で
眼
前
に
あ
る
全
く
具
体
的
な
現
象
か
ら
、
は
っ
き
り
と
物
理
的
事
物
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
心
理

物
理
的
個
体
と
い
う
現
象
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
心
理
物
理
的
個
体
は
物
理
的
物
体
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
自
我
が
帰
属
す
る
感
覚
す
る
身
体
と
し
て
、
感
覚
し
、
思
考
し
、
感
じ
、
意
欲
す
る
自
我
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
身
体

は
私
の
現
象
的
世
界
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
そ
う
し
た
現
象
的
世
界
の
方
向
定
位
の
中
心
で
あ
り
、

現
象
的
世
界
に
向
か
い
合
っ
て
お
り
、
私
と
相
互
に
交
流
す
る
（ESG

A
5,13

）。

第
一
に
、
心
理
物
理
的
個
体
は
、
単
な
る
物
理
的
物
体
で
は
な
い
。
心
理
物
理
的
個
体
は
、「
自
我
が
帰
属
す
る
感
覚
す
る
身
体
」、
換

言
す
れ
ば
、
身
体
を
具
え
る
「
感
覚
し
、
思
考
し
、
感
じ
、
意
欲
す
る
自
我
」
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
身
体
、「
自
我
が
帰
属
す
る

感
覚
す
る
身
体
」
は
、
身
体
を
具
え
る
自
我
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
身
体
は
物
理
的
物
体
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
あ
る
い
は
さ
ら

に
ま
た
あ
る
一
定
の
意
味
で
心
理
物
理
的
個
体
と
し
て
で
さ
え
な
お
私
の
現
象
的
世
界
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
注
目
す

べ
き
こ
と
に
、
心
理
物
理
的
個
体
と
し
て
の
身
体
的
自
我
は
、
他
の
物
理
的
物
体
と
同
様
の
単
な
る
現
象
的
世
界
の
一
成
員
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
同
時
に
現
象
的
世
界
の
方
向
定
位
の
中
心
で
も
あ
る
。
以
上
が
、
現
象
学
的
還
元
の
態
度
を
採
用
し
た
『
感
情
移
入
の
問
題

に
つ
い
て
』
で
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
我
に
対
す
る
基
本
的
立
場
で
あ
る
。
す
で
に
こ
う
し
た
基
本
的
立
場
を
確
認
す
る
だ
け
で
も
、
自
我

に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
い
く
つ
か
の
注
目
に
値
す
る
見
解
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
、
い
か
に
し
て
こ
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う
し
た
心
理
物
理
的
個
体
と
し
て
の
自
我
は
成
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
個
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
そ
の
点
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

自
己
性
と
個
体
性
│
│
心
理
物
理
的
個
体
の
構
成

シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
第
三
章
で
、
心
理
物
理
的
個
体
の
構
成
へ
と
分
析
を
進
め
る
⑷
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
個
体
概
念
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
、
そ
こ
で
純
粋
自
我
に
特
別
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
な
か

で
、
純
粋
自
我
は
す
で
に
「
体
験
そ
の
も
の
の
主
観
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
は
、
純
粋
自
我
の
体
験
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
こ
こ
で
、
純
粋
自
我
の
成
立
し
て
い
る
次
元
を
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
慎
重
に
個
体
な
い
し
個
体
性
か
ら
区
別

し
、
個
体
性
よ
り
も
い
っ
そ
う
根
底
的
な
段
階
に
あ
る
自
己
性
と
し
て
規
定
す
る
に
至
る
。
一
般
的
な
意
味
で
の
個
体
性
が
、
何
ら
か
の

性
質
的
要
素
を
含
み
そ
れ
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
純
粋
自
我
の
次
元
で
の
個
体
性
は
「
性
質
を
欠
く
」。
そ
う
し
て
こ
う

し
た
「
性
質
を
欠
く
」
個
体
性
を
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
性
質
的
に
区
別
可
能
な
個
体
性
と
区
別
し
て
、「
自
己
性
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
個
体
性
、
す
な
わ
ち
、
自
己
性
は
、
性
質
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
「『
そ
れ
自
体
』
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
で
は
な
い
」（ESG

A
5,54

）。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
の
か
。
こ
う
し
た
純
粋
自
我
の
自
己
性
は
「『
私
の
も
の
』

で
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
基
礎
」（ibid.

）
で
あ
る
。

で
は
、
私
の
個
体
性
の
生
成
、
す
な
わ
ち
、
私
の
個
体
化
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
か
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
述
べ
て

い
る
。「
様
々
な
著
者
の
場
合
に
│
│
例
え
ば
リ
ッ
プ
ス
の
場
合
に
│
│
こ
の
自
我
は
『
個
体
的
』
で
は
な
く
、『
汝
』
や
『
彼
』
と
の
対

立
で
は
じ
め
て
生
成
す
る
と
い
う
捉
え
方
が
見
出
さ
れ
る
」（ibid.

）
と
。
し
か
し
、
自
己
性
と
個
体
性
を
区
別
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
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そ
の
立
問
自
体
が
誤
り
で
あ
る
。

自
我
は
、
そ
れ
に
対
し
て
他
の
も
の
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
体
化
を
被
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
体
性
、
あ
る
い
は
、
わ

れ
わ
れ
が
言
お
う
と
す
る
方
が
よ
い
よ
う
に
（
わ
れ
わ
れ
が
「
個
体
性
」
と
い
う
関
係
を
な
お
他
の
何
か
の
た
め
に
残
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
）、
そ
の
自
己
性
は
他
者
の
他
者
性
に
対
し
て
際
立
つ
（ibid.

）。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
私
の
個
体
性
は
、
私
以
外
の
も
の
「
汝
」
や
「
彼
」
と
対
立
す
る
こ
と
で
初
め
て
生
成
す
る
の

で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、「
汝
」
や
「
彼
」
と
い
っ
た
他
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
が
個
体
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、「
私
」
と
い
う
意
味
で
の
個
体
性
を
可
能
に
す
る
も
の
、
い
わ
ば
第
一
の
意
味
で
の
個
体
性
で
あ
る
自
己
性
は
、
す
で
に
そ

れ
自
体
と
し
て
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
性
と
し
て
の
自
我
に
対
し
て
他
の

も
の
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
は
私
の
個
体
化
で
は
な
く
、
他
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
以
前
に
成
立
し
て
い
る
私
の

自
己
性
が
際
立
た
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

自
他
の
区
別
は
、
両
者
の
も
つ
経
験
的
な
内
容
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
私
の
自

己
性
は
「
他
の
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
他
の
も
の
に
対
す
る
際
立
ち
に
至
る
」（ibid.

）。
し
か
し
、
自
己
と
他
者

は
、
経
験
的
自
我
と
し
て
の
具
体
的
内
実
が
私
の
経
験
的
自
我
と
他
の
経
験
的
自
我
の
間
で
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
で
初
め
て
区
別

さ
れ
る
に
至
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
他
の
も
の
は
、
他
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
、
他
の
自
我
で
あ
る
こ
と
、
い
っ

そ
う
正
確
に
は
、
他
の
純
粋
自
我
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
私
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
先
に
引
用
し
た
箇
所

の
直
前
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
私
の
自
己
性
は
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そ
れ
〔
他
者
性
〕
と
さ
し
あ
た
り
性
質
的
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
│
│
な
ぜ
な
ら
、
実
際
、
両
者
は
性
質
を
欠
く
の
で
│
│
ま
さ
に

「
他
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
他
者
性
は
与
え
ら
れ
方
に
お
い
て
（in

der
A
rt
der

G
egebenheit

）
告
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
「
私
」
と
は
別
様
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
私
と
は
他
な
る
も
の
と
し
て
証
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
「
汝
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
私
が
私
を
体
験

す
る
よ
う
に
自
ら
を
体
験
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、「
汝
」
は
「
他
の
自
我
」
な
の
で
あ
る
（ibid.

）。

他
の
自
我
、
い
っ
そ
う
正
確
に
は
、
他
の
純
粋
自
我
を
意
味
す
る
他
者
性
と
は
、
何
ら
か
の
性
質
を
有
す
る
他
の
具
体
的
な
経
験
的
自

我
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
他
者
と
は
、
汝
が
「
私
が
私
を
体
験
す
る
よ
う
に
自
ら
を
体
験
」
す
る
が
ゆ
え

に
、
つ
ま
り
こ
の
意
味
で
私
の
自
己
性
と
同
じ
自
己
性
を
、
し
か
も
あ
く
ま
で
私
の
自
己
性
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
私
に
と
っ

て
の
自
己
性
と
同
じ
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
他
の
自
己
性
、
す
な
わ
ち
、
他
者
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
他
の
自
我
で
あ
る
「
汝
」
の
こ
と

で
あ
る
。

私
の
自
己
性
と
他
者
の
他
者
性
に
つ
い
て
の
分
析
に
よ
っ
て
、
自
己
性
を
心
理
物
理
的
個
体
性
の
形
式
的
条
件
と
し
て
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
意
識
流
の
統
一
、
つ
ま
り
一
般
的
な
意
味
で
の
個
体
性
、
具
体
的
な
心
理
物
理
的
個
体
性
の
構
成
へ
と
分
析

を
進
め
る
。
こ
う
し
た
具
体
的
内
容
、
す
な
わ
ち
、
性
質
的
区
別
を
具
え
た
個
体
を
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
第
二
の
意
味
で
の
自
我
」

（ESG
A
5,55

）
と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
「
第
二
の
意
味
で
の
自
我
を
意
識
流
の
統
一
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」（ibid.

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
第
二
の
意
味
で
の
自
我
」
と
し
て
の
「
意
識
流
の
統
一
」
は
、
反
省
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
つ
ど
の
体
験
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
規
定
を
も
つ
。
な
る
ほ
ど
こ
こ
ま
で
の
考
察
は
「
現
勢
的
な
体
験
の
主
観
と
し

て
の
自
我
か
ら
出
発
し
た
」（ibid.

）。
し
か
し
、
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
験
は
、
も
は
や
「
現
勢
的
な
体
験
の
主
観
と
し
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て
の
自
我
」
の
相
関
者
と
し
て
の
「
孤
立
し
た
体
験
と
し
て
」
で
は
な
く
、「
所
与
性
の
い
っ
そ
う
大
き
な
あ
る
い
は
い
っ
そ
う
わ
ず
か

な
明
晰
性
と
判
明
性
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
経
験
の
流
れ
を
背
景
に
し
て
」
見
出
さ
れ
る
（ESG

A
5,55

）。
確
か
に
体
験
に
は
そ
の
所

与
性
の
明
晰
性
と
判
明
性
に
関
し
て
様
々
な
程
度
の
差
が
あ
る
。
現
勢
的
体
験
の
主
観
の
相
関
者
と
な
る
体
験
は
明
晰
性
と
判
明
性
が
最

も
高
い
所
与
性
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
現
勢
的
体
験
の
主
観
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
過
去
の
体
験
は
そ
の
明
晰
性
と
判
明
性

に
関
し
て
最
も
低
い
所
与
性
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
反
省
の
遂
行
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
所
与
性
の
差
異

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
験
の
流
れ
の
な
か
で
与
え
ら
れ
る
体
験
は
私
に
と
っ
て
の
所
与
性
、
す
な
わ
ち
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
私
の
」
体
験
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
私
は
一
歩
一
歩
再
三
再
四
、
こ
の
今
生
き
る
自
我
が
か
つ
て
生
き
て
い
た
体
験
に
、
私
が
か
の

体
験
を
も
は
や
直
接
的
に
掴
む
こ
と
が
で
き
ず
、
私
に
想
起
す
る
準
現
在
化
に
よ
っ
て
眼
前
に
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
で
も
至

る
」（ESG

A
5,55

）。

想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
純
粋
自
我
の
自
己
性
あ
る
い
は
自
己
性
と
し
て
の
純
粋
自
我
は
「『
私
の
も
の
』
で
あ
る
す
べ
て
の

も
の
の
基
礎
」（ESG

A
5,54

）
で
あ
る
と
い
う
シ
ュ
タ
イ
ン
の
規
定
で
あ
る
。
反
省
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
体
験
の

流
れ
が
純
粋
自
我
に
関
係
す
る
あ
る
い
は
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
一
つ
の
統
一
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
第
二
の
自
我
と
し
て
の
意
識
流
の
統
一
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
明
晰
な
定
式
化
は

こ
う
で
あ
る
。「
ま
さ
に
、
流
れ
の
す
べ
て
の
体
験
の
現
在
的
に
生
き
る
純
粋
自
我
へ
の
こ
う
し
た
被
拘
束
性
が
こ
の
流
れ
の
ど
こ
で
も

突
破
さ
れ
な
い
統
一
を
な
す
」（ESG

A
5,55

）。
あ
る
い
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
し
た
全
体
験
連
関
の
統
一
に
つ
い
て
、
他
の
自
我
と

の
体
験
と
の
区
別
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

流
れ
の
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
体
験
は
全
体
験
連
関
に
お
け
る
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
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の
自
我
帰
属
性
の
外
で
も
、
し
た
が
っ
て
、
性
質
的
に
も
こ
の
自
我
の
体
験
と
し
て
、
他
の
自
我
の
体
験
と
し
て
で
は
な
く
、
特
徴

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
体
験
内
実
の
お
か
げ
で
、
意
識
流
は
性
質
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
（ibid.

）。

一
見
す
る
と
そ
の
つ
ど
生
じ
る
個
別
的
体
験
だ
け
が
「
現
勢
的
な
体
験
の
主
観
と
し
て
の
自
我
」
の
相
関
者
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
う

し
た
「
現
勢
的
な
体
験
の
主
観
と
し
て
の
自
我
」
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
経
験
は
、
直
接
的
に
自
我
と
関
係
づ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
「
自
我
帰
属
性
の
外
」
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
反
省
の
遂
行
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、

す
べ
て
の
体
験
は
、「
私
の
」
体
験
で
あ
る
と
い
う
自
己
性
の
刻
印
を
、
明
晰
性
と
判
明
性
の
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
純
粋
自
我
と
関
係
し

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
穿
た
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
体
験
は
、
も
は
や
孤
立
し
た
体
験

と
し
て
で
は
な
く
、
純
粋
自
我
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
純
粋
自
我
へ
の
「
被
拘
束
性
」
に
よ
っ
て
自
己
性
を
刻
印
さ
れ
た
意
識
流
の
統
一

で
あ
る
「
全
体
験
連
関
」
の
な
か
の
「
個
別
的
体
験
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
意
識
流
の
統
一
は
「
他
の
自

我
の
体
験
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
う
し
た
体
験
内
実
、「
私
の
」
体
験
内
実
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
意
識
流
の
統
一
と
し
て

「
性
質
的
に
区
別
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
無
差
別
的
な
体
験
流
」（ESG

A
5,44

）
に
対
す
る
批
判
の
内
実
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
自
他
の
区
別
以
前
の
「
無
差
別
的
体
験
流
」
と
い
う
概
念
を
徹
底
的
に
拒
絶
し
、
そ

の
成
立
不
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（ESG

A
5,43

f.

）。
す
な
わ
ち
、「
か
の
〔
無
差
別
的
〕
体
験
流
自
身
は
絶
対
的
に
遂
行
不
可
能
な

表
象
で
あ
る
」（ESG

A
5,44

）。
と
い
う
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
反
省
の
遂
行
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
全
体
験
連
関
の
純
粋
自
我
へ

の
被
拘
束
性
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
主
張
す
る
「
無
差
別
的
な
体
験
流
」
は
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
批
判

し
つ
つ
こ
う
断
言
し
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
体
験
は
…
…
本
質
的
に
自
我
の
体
験
で
あ
り
、
ま
た
現
象
的
に
も
そ
れ
〔
自
我
〕
か
ら
分
離
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す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（ibid.

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
誰
の
も
の
で
も
な
い
体
験
、
す
な
わ
ち
「
無
差
別
的
な
体
験
流
」
な
ど
存
立
し
え
な
い
。
シ
ェ
ー

ラ
ー
が
そ
う
し
た
決
定
的
な
事
実
を
捉
え
そ
こ
な
い
、
そ
こ
か
ら
自
他
の
区
別
が
差
異
化
さ
れ
て
く
る
「
無
差
別
な
体
験
流
」
に
つ
い
て

語
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
彼
の
自
我
概
念
の
誤
り
に
起
因
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
自
我
を
、
個
体
、
す
な
わ
ち
、
性
質
的
な
何
ら
か
の

実
質
的
内
容
を
具
え
た
体
験
構
造
と
同
定
し
て
い
る
。「
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
純
粋
自
我
を
知
ら
ず
『
自
我
』
を
つ
ね
に
『
個
体
』
す
な
わ

ち
、
性
質
的
に
比
類
の
な
い
体
験
構
造
と
理
解
す
る
が
ゆ
え
に
の
み
、
自
我
の
構
成
よ
り
前
に
あ
る
体
験
す
る
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と

が
で
き
る
」（ibid.

）。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
現
象
学
的
還
元
の
態
度
の
採
用
と
そ
れ
に
よ
る
遮
断
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ

る
現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
を
シ
ュ
タ
イ
ン
と
、
さ
ら
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
共
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
還
元
の
遂
行
の
極
め

て
重
要
な
成
果
で
あ
る
純
粋
自
我
、
さ
ら
に
は
す
べ
て
の
体
験
の
純
粋
自
我
へ
の
被
拘
束
性
を
発
見
し
そ
こ
な
う
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
彼
が
「
無
差
別
的
体
験
流
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
次
元
と
、
性
質
的
内
容
、
す
な
わ
ち
、
体
験
さ
れ
る
内
容
を
伴
わ
な
い
、
体
験
す

る
働
き
の
主
観
、
す
な
わ
ち
、
純
粋
自
我
の
間
の
枢
要
な
区
別
を
し
そ
こ
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
個
体
性
の
構
成
の
分
析
の
成
果
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
個

体
性
を
、
自
己
性
と
個
体
性
へ
と
細
分
化
す
る
。
前
者
が
純
粋
自
我
の
位
相
で
あ
り
、
後
者
は
純
粋
自
我
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
全
体
験
連

関
と
い
う
性
質
的
内
実
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
っ
そ
う
厳
密
に
語
る
な
ら
ば
、
後
者
だ
け
で
は
十
全
な
意
味
で
の
個
体
は

成
立
し
な
い
。「
体
験
内
実
の
お
か
げ
で
、
意
識
流
は
性
質
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
性
質
的
な
特
殊
化
で

も
っ
て
ま
た
、
な
お
、
概
し
て
個
体
的
自
我
あ
る
い
は
一
つ
の
個
体
と
理
解
さ
れ
る
も
の
に
は
到
達
し
な
か
っ
た
」（ESG

A
5,55

）。
で

は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
う
「
個
体
的
自
我
」
や
「
個
体
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

個
体
の
構
成
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
な
る
ほ
ど
他
と
性
質
的
に
区
別
さ
れ
る
独
特
の
体
験
内
実
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
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も
こ
の
こ
と
に
は
当
然
同
意
す
る
。「『
彼
自
身
で
あ
り
他
の
誰
で
も
な
い
』
と
し
て
、
独
特
に
性
状
を
も
つ
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ

て
い
る
意
識
流
は
、
個
体
性
の
完
全
に
規
定
さ
れ
た
充
分
な
意
味
を
生
み
出
す
」（ibid.

）。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
自

己
性
を
欠
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
自
己
性
な
し
の
性
質
的
独
特
さ
は
、
個
体
化
の
た
め
に
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
」（ibid.

）。
と
い
う

の
は
、
体
験
内
実
が
他
の
意
識
内
実
と
区
別
さ
れ
る
た
め
に
は
、
体
験
内
実
の
統
一
を
保
証
す
る
自
己
性
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。「
意
識
流
の
性
質
的
異
種
性
に
、
そ
れ
〔
意
識
流
〕
が
実
際
ま
た
体
験
す
る
こ
と
が
継
続
す
る
な
か
で
た
え
ず
性
質
的
に
変
化
す
る

よ
う
に
、
一
つ
の
与
え
ら
れ
る
意
識
流
が
変
容
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
至
る
こ
と
が
で
き
る
」（ibid.

）。
い
わ
ば
、
個
体
性

の
成
立
に
と
っ
て
、
自
己
性
は
必
要
条
件
で
あ
り
、
一
般
的
な
意
味
で
の
個
体
性
、
す
な
わ
ち
性
質
的
異
種
性
は
十
分
条
件
な
の
で
あ

る
。
両
者
が
相
俟
っ
て
は
じ
め
て
十
全
な
意
味
で
の
個
体
化
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
個
体
性
の
成
立
を
、
シ
ュ
タ
イ
ン

は
明
晰
な
定
式
へ
と
も
た
ら
し
て
い
る
。

自
己
性
と
性
質
的
異
種
性
の
全
部
│
│
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
意
味
で
の
個
体
性
│
│
は
、
習
慣
的
な
語
り
方
で
の
「
個
体
的
自

我
」
へ
と
さ
ら
に
進
み
行
く
際
の
さ
ら
な
る
段
階
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
独
特
の
構
造
の
心
理
物
理
的
統
一
で
あ
る

（ibid.

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
個
体
性
の
構
成
の
分
析
は
、
自
己
性
と
個
体
性
の
区
別
と
両
者
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
っ
た
。
両
者
が

相
俟
っ
て
十
全
な
個
体
性
が
構
成
さ
れ
る
に
至
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
個
体
性
は
な
お
「
独
特
の
構
造
の
心
理
物
理
的
統

一
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
精
神
（G

eist
）
の
分
析
に
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
シ
ュ

タ
イ
ン
に
よ
る
こ
の
精
神
的
主
観
に
帰
属
す
る
自
我
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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三

深
み
な
き
自
我

『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
自
我
の
基
本
的
性
格
を
考
察
し
た
際
に
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
分
析
の
次
元
そ
の
も

の
が
、
現
象
学
的
還
元
の
態
度
の
採
用
と
そ
れ
に
よ
る
遮
断
と
い
う
操
作
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
現
象
に
定
位
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
の
際
に
「
は
っ
き
り
と
物
理
的
事
物
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
心
理
物
理
的
個
体
と
い
う
現
象
か
ら
出
発
す
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
箇
所
で
体
験
の
主
観
の
特
異
な
二
重
性
格
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
た
。
現
象
学
的
還
元
の
態
度
が
採
用
さ
れ
な
い
ま
ま
に
身

体
を
具
え
る
個
体
的
自
我
が
考
察
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
個
体
的
自
我
は
徹
頭
徹
尾
因
果
関
係
に
支
配
さ
れ
る
自
然
の
出
来
事
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
構
成
が
わ
れ
わ
れ
の
心
を
こ
れ
ま
で
占
め
て
き
た
個
体
的
自
我
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
の
成
員
と
し
て
、
身
体
を
他
の
物
体

の
な
か
の
一
つ
の
物
体
と
し
て
、
そ
れ
〔
物
体
〕
に
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
影
響
作
用
を
被
っ
た
り
果
た
し
た
り
し
な
が
ら

因
果
連
関
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
す
べ
て
の
心
理
的
な
も
の
を
自
然
の
生
起
と
し
て
、
意
識
を
実
在
と
し
て
考
察
す
る
（ESG

A
5,

108

）。

し
か
し
、
先
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
心
理
物
理
的
個
体
は
、
こ
う
し
た
「
自
然
の
生
起
」
と
し
て
の
、
実
在
と
し
て
の
意
識
に
尽
き
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
、
先
の
箇
所
に
続
け
て
す
ぐ
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
す
で
に
心
理
物
理
的
個
体
の
構
成
の
場
合
に
多
く
の
箇
所
で
、
こ
の
枠
組
み
を
超
え
る
何
か
が
貫
い
て
輝
き
出
て
い
た
」（ibid.

）。
そ
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れ
で
は
、
心
理
物
理
的
個
体
の
構
成
が
分
析
さ
れ
る
際
に
、
個
体
的
自
我
を
自
然
的
実
在
と
し
て
因
果
連
関
に
組
み
込
ん
で
考
察
し
よ
う

と
す
る
枠
組
み
を
超
え
出
て
い
た
も
の
、
実
在
へ
と
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
識
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
こ
う
し
た
意
識
を
シ
ュ
タ

イ
ン
は
精
神
と
呼
ぶ
。「
意
識
は
わ
れ
わ
れ
に
因
果
制
約
さ
れ
た
生
起
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
客
観
構
成
す
る
も
の
と
し
て
示

さ
れ
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
そ
れ
〔
意
識
〕
は
自
然
の
連
関
か
ら
そ
れ
〔
自
然
〕
に
対
し
て
歩
み
出
る
。
客
観
世
界
の
相
関
者
と
し
て
の
意

識
は
、
自
然
で
は
な
く
、
精
神
で
あ
る
」（ibid.

）。

心
理
物
理
的
個
体
は
、
さ
し
あ
た
り
あ
く
ま
で
物
理
的
物
体
と
同
じ
よ
う
に
客
観
世
界
の
な
か
の
一
成
員
と
し
て
因
果
連
関
に
組
み
込

ま
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
自
然
の
生
起
、
実
在
と
し
て
の
意
識
と
し
て
考
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
自
然
の
連
関
の
一

部
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
「
客
観
世
界
の
相
関
者
」、
す
な
わ
ち
、「
客
観
構
成
す
る
も
の
」
で
あ
る
精
神
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
二
重
の
捉
え
ら
れ
方
は
、
自
己
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
異
他
的
な
も
の
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
し
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
れ
ぐ
ら
い
ま
で
精
神
が
す
で
に
心
理
物
理
的
個
体
の
わ
れ
わ
れ
の
構
成
に
入
り
込
む
の
か
を
確
定

し
た
い
。
す
で
に
異
他
的
身
体
を
空
間
的
世
界
の
定
位
中
心
と
統
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
帰
属
的
自
我
を
精
神
的

主
観
と
し
て
感
受
し
た
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
〔
帰
属
的
自
我
〕
に
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
客
観
構
成
す
る
意
識
を
帰

し
、
外
部
世
界
を
そ
の
相
関
者
と
し
て
考
察
す
る
か
ら
で
あ
る
（ibid.

）。

こ
の
よ
う
に
私
に
与
え
ら
れ
る
異
他
的
身
体
も
も
は
や
空
間
的
世
界
の
一
部
で
は
な
く
、「
空
間
的
世
界
の
定
位
中
心
」
と
し
て
与
え

ら
れ
、
統
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
他
的
身
体
に
帰
属
す
る
自
我
が
「
客
観
構
成
す
る
意
識
」
と
し
て
の
「
精
神
的
主
観
と
し
て
感

受
」
さ
れ
る
。
で
は
、
さ
し
あ
た
り
自
然
や
実
在
と
し
て
考
察
さ
れ
る
心
理
物
理
的
個
体
を
客
観
構
成
す
る
主
観
と
し
て
の
精
神
と
は
い
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っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
感
情
体
験
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
分
析
に
向
か
う
こ
と
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
感
情
体
験
に
お

い
て
こ
そ
客
観
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
主
観
的
な
も
の
と
し
て
の
自
我
の
自
己
体
験
が
生
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
こ
そ
自
我
の
最
内
奥

の
構
造
が
露
わ
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
客
観
的
な
も
の
に
向
か
う
感
覚
と
主
観
的
な
も
の
に
向
か
う
感
情

の
区
別
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
私
が
『
何
か
』
を
感
覚
す
る
感
覚
…
…
と
私
が
『
私
』
を
感
じ
る
感
情
あ
る
い
は
自
我
の
作
用

と
状
態
性
を
区
別
す
る
」（ESG

A
5,116

）。
感
情
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
何
ら
か
の
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
観

的
な
も
の
、「
私
」
の
感
情
、
何
ら
か
の
主
観
的
な
感
情
を
感
じ
て
い
る
私
そ
の
も
の
が
同
時
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
。「
と
い
う
の
は
、
感

じ
る
際
に
、
そ
れ
〔
主
観
〕
は
客
観
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
自
身
を
体
験
し
、
そ
れ
〔
主
観
〕
は
感
情
を
『
そ
の
自
我
の
深
み
』
か
ら
生

じ
る
も
の
と
し
て
体
験
す
る
か
ら
で
あ
る
」（ESG

A
5,117

）。
か
く
し
て
感
情
体
験
に
お
い
て
自
我
は
様
々
な
深
み
を
も
つ
成
層
構
造

を
も
つ
こ
と
が
露
わ
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
感
情
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
自
我
は
、
感
情
が
そ
れ
〔
深
み
〕
か
ら
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
露
わ
に
さ
れ
る
様
々
な
深
み
の
層
を
も
つ
」（ibid.

）。

こ
う
し
て
感
情
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
自
我
が
様
々
な
深
み
の
層
を
も
つ
と
い
う
の
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
出
し
た
精
神
的
主
観
と
し

て
の
自
我
の
具
体
態
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感
情
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
自
我
の
自

己
体
験
と
そ
の
自
我
の
成
層
構
造
に
直
面
し
て
も
な
お
、
そ
し
て
こ
の
感
情
に
お
い
て
体
験
す
る
自
我
を
論
じ
て
い
る
そ
の
只
中
で
、
自

我
の
成
層
構
造
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
自
我
へ
の
洞
察
を
表
明
す
る
。「
こ
の
『
自
己
』
を
体
験
す
る
自
我
は
純
粋
自
我
で
は

な
い
、
と
。
と
い
う
の
は
、
純
粋
自
我
は
深
み
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
」（ibid.

）。

外
的
世
界
の
客
観
的
な
も
の
に
対
す
る
体
験
と
は
異
な
り
、
感
情
体
験
は
主
観
的
な
も
の
の
体
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
情
と
い
う
主

観
的
な
も
の
は
な
お
通
常
の
意
味
で
の
客
観
化
と
は
異
な
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
や
は
り
客
観
化
、
自
己
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
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る
。「
感
情
等
々
へ
の
〔
作
用
〕
向
け
変
え
は
、
客
観
所
与
性
の
他
の
客
観
所
与
性
へ
の
移
行
で
は
な
く
、
主
観
的
な
も
の
の
客
観
化
で

あ
る
」（ibid.

）
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
の
は
主
観
的
な
も
の
、
自
己
の
感
情
の
客
観
化
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
感
情
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る

自
我
の
自
己
体
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
自
我
の
体
験
を
自
己
体
験
た
ら
し
め
て
い
る
特
異
な
自
我
の
働
き
も
ま
た
こ

こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
い
か
な
る
客
観
化
も
免
れ
る
、
翻
っ
て
言
え
ば
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
深
み
を
も
た
な
い
形
式
性
と
空
虚

さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
純
粋
自
我
が
、
深
み
な
き
自
我
と
し
て
、
感
情
を
含
め
た
す
べ
て
の
生
成
変
化
す
る
体
験
、
さ
ら
に
全
体
験
流

の
統
一
と
そ
の
生
成
変
化
と
し
て
の
人
格
、
す
な
わ
ち
、
自
我
の
深
み
を
拘
束
し
、
そ
れ
に
自
己
性
を
刻
印
す
る
⑸
。
こ
れ
が
『
感
情
移

入
の
問
題
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
シ
ュ
タ
イ
ン
が
見
出
し
た
精
神
的
主
観
と
し
て
の
自
我
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

む

す

び

す
べ
て
の
自
我
体
験
を
拘
束
す
る
深
み
な
き
自
我
と
し
て
の
純
粋
自
我
の
抹
消
不
可
能
性
は
、
感
情
移
入
に
よ
る
異
他
経
験
の
問
題
の

解
明
の
た
め
に
た
だ
無
批
判
に
前
提
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
抹
消
不
可
能
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
哲
学
的
論
証
は
行

わ
れ
て
は
い
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
現
象
学
的
伝
統
や
そ
れ
を
継
承
す
る
現
象
学

的
思
考
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
人
格
の
問
題
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
深
み
を
具
え
た
自
我
と
し
て
の

精
神
的
主
観
と
し
て
の
自
我
を
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
す
で
に
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
段
階
で
、
人
格
と
捉
え
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
段
階
で
は
、
な
お
萌
芽
的
な
着
想
で
あ
り
、
人
格
と
い
う
問
題
の
解
明
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
そ
の
後
の
学
問
的
経
歴
を
貫
く
関

心
で
あ
り
続
け
て
い
る
⑹
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
本
論
考
で
は
十
分
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
身
体
性
や
感
情
の
問
題
に
つ
い
て
も
か
な
り
立
ち
入
っ
た
興
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味
深
い
現
象
学
的
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
で
展
開
さ
れ
た
自
我
論
の
照
明
を
課
題

と
す
る
本
論
考
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
問
題
構
制
で
あ
る
。
精
神
的
個
体
性
と
し
て
の
人
格
の
問
題
や
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い

て
』
の
そ
も
そ
も
の
主
題
で
あ
る
他
者
経
験
に
つ
い
て
の
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
分
析
の
も
つ
深
み
を
十
全
に
露
わ
に
す
る
た
め

に
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
感
情
移
入
論
を
は
じ
め
そ
の
優
れ
た
身
体
論
や
感
情
論
も
射
程
に
収
め
た
い
っ
そ
う
包
括
的
・
体
系
的
分
析

が
改
め
て
必
要
と
さ
れ
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こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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ィ
ッ
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シ
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﹇

﹈
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よ
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シ
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い
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鑑
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さ
れ
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い
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。

⑴

シ
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こ
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が
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る
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⑵
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シ
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潔
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agrì
and

D
.M
oran,Edi-

tors’
Introduction,in

:
E.M

agrìand
D
.M
oran

（eds.

）,Em
pathy,Sociality,and

Personhood,
Springer,2017,pp.1-28,esp.,pp.7-20.
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シ
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き
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。
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K
naup,M

und
Seubert,H
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rundbegriffe

und
–phänom

ene
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Steins,
H
erder,2018.

⑷

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
こ
こ
で
の
心
理
物
理
的
個
体
性
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ル
ツ
が
詳
述
し
て
い
る
。Schulz,P.,op.cit.,S.23-31.

⑸

シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
我
論
が
残
す
形
式
性
と
空
虚
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
深
み
な
き
自
我
と
し
て
の
純
粋
自
我
の
多
次
元
的
現
象
と
し
て
自
己
性

に
対
し
て
も
つ
意
義
を
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
「
純
粋
で
あ
る
が
貧
困
」
と
い
う
印
象
的
な
言
い
回
し
を
用
い
て
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摘
し
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い
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。Zahavi,D

.,Self
and

O
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pathy,and

Sham
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O
xford

U
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Press,2014,p.83.

⑹

シ
ュ
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イ
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二
〇
年
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格
を
主
題
的
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取
り
扱
っ
て
い
る
（
当
該
の
資
料
は
現
在
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
第
八
巻

『
哲
学
入
門
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
の
一
九
三
二
／
三
三
年
と
三
三
年
夏
学
期
に
も
人
格
性
を
主
題
と
す
る
講
義

を
予
定
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
ナ
チ
の
政
権
奪
取
に
よ
っ
て
実
際
に
は
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
（
当
該
の
資

料
は
『
人
間
的
人
格
の
構
築
│
│
哲
学
的
人
間
学
に
つ
い
て
の
講
義
│
│
』
と
し
て
現
在
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
第
一
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
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シ
ュ
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格
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シ
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取
り
組
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点
を
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て
た
も
の
と
し
て
モ
ラ
ン
と
ゼ
ッ
プ
に
よ
る
以
下
の
論
文
を

挙
げ
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き
る
。M

oran,D
.,Edith
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H
usserland
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enology
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