
フ
ッ
サ
ー
ル
『
生
世
界
』
第
四
三
番
草
稿
に
お
け
る
本
能
の
自
我

中

村

拓

也

流
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
エ
ゴ
に
よ
っ
て
時
間
客
観
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
間
化
す
る
は
た
ら
き
は
そ
れ
自
身
流
れ
る
時
間
客
観
化

す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
流
れ
る
こ
と
が
た
え
ず
先
ん
じ
て
あ
る
。
し
か
し
自
我
も
ま
た
先
ん
じ
て
あ
る
（X

X
X
IV

181

）⑴
。

こ
の
自
我
の
あ
り
方
を
巡
る
謎
め
い
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
明
は
、
ヘ
ル
ト
が
、
現
象
学
的
自
我
論
・
時
間
論
の
古
典
的
研
究
『
生
け
る

現
在
│
│
時
間
の
問
題
構
制
を
手
引
き
に
展
開
さ
れ
た
、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
超
越
論
的
自
我
の
存
在
仕
方
へ
の
問

い
』⑵
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
印
象
的
な
仕
方
で
、
当
時
未
公
刊
で
あ
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
時
間
草
稿
、
い
わ
ゆ
る
Ｃ
草
稿
か
ら

引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
者
の
間
で
は
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
数
多
く
の
思
索
を
誘
発
し
て
き

た
。流

れ
と
自
我
に
つ
い
て
の
こ
の
言
明
が
示
し
て
い
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
最
後
期
に
至
っ
て
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
超
越

論
的
主
観
性
の
最
深
層
で
生
起
し
て
い
る
謎
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
く
言
い
表
し
難
い
超
越
論
的
自
我
の
存
在
の
仕
方
が
、
現
象
学
を
そ
の

限
界
に
直
面
さ
せ
る
謎
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
別
の
角
度
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
本
能
と
い
う
現
象
を
超
越
論
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的
主
観
性
の
最
深
層
で
生
起
す
る
謎
、
す
な
わ
ち
、
発
生
的
根
源
と
し
て
の
始
原
（A
nfang

）
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
じ
事
態
に
照
明
を
当
て
た
の
が
、
ナ
ミ
ン
・
リ
ー
の
『
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
の
現
象
学
』（
以
下
『
本
能
の
現
象
学
』）

に
ほ
か
な
ら
な
い
⑶
。

本
能
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
リ
ー
の
『
本
能
の
現
象
学
』
以
来
、
研
究
者
に
と
っ
て
基
本

的
な
共
通
理
解
と
な
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
後
期
に
当
た
る
一
九
三
〇
年
代
に
、
繰
り
返
し
本
能
の
問
題
を
分
析
の

主
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
と
り
わ
け
発
生
の
問
題
へ
の
問
い
を
倦
ま
ず
に
問
い
進
め
て
い
た
後
期
フ
ッ
サ
ー

ル
に
と
っ
て
の
本
能
の
問
題
の
重
要
性
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

本
能
と
自
我
と
い
う
リ
ー
が
開
い
た
問
題
の
地
平
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
拠
り
つ
つ
さ
ら
に
推
し
進
め
る
こ
と
が
本
論

考
の
課
題
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
論
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
四
二
巻
『
現
象

学
の
限
界
問
題
│
│
無
意
識
と
本
能
の
分
析
。
形
而
上
学
。
後
期
倫
理
学
│
│
遺
稿
（
一
九
〇
八－

一
九
三
七
）
に
基
づ
く
テ
ク
ス
ト
』

（
以
下
『
限
界
問
題
』）
の
第
二
部
と
し
て
関
連
草
稿
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
限
界
問
題
』
の
編
者
ソ
ー
ヴ
ァ
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
本
能
論
に
つ
い
て
の
資
料
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
資
料
集
第
八
巻
『
時
間
構
成
に
つ
い
て
の
後
期
テ
ク
ス
ト

（
一
九
二
九－

一
九
三
四
）
│
│
Ｃ
草
稿
』（
以
下
『
Ｃ
草
稿
』）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
三
九
巻
『
生
世
界
│
│
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ

る
世
界
と
そ
の
構
成
と
の
解
示
│
│
草
稿
に
基
づ
く
テ
ク
ス
ト
（
一
九
一
六－

一
九
三
七
）』（
以
下
『
生
世
界
』）
に
も
重
要
な
研
究
草

稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
⑷
。

編
者
に
よ
っ
て
本
能
論
と
し
て
収
録
さ
れ
て
は
い
て
も
、
も
と
も
と
研
究
草
稿
で
あ
る
と
い
う
資
料
の
性
格
上
、
そ
れ
ら
は
ど
う
し
て

も
ぬ
ぐ
い
が
た
く
断
片
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
論
で
は
、
従
来
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
の

草
稿
を
一
括
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
思
想
の
成
果
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
縦
横
無
尽
に
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
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る
べ
き
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
を
導
き
出
す
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
研
究
草
稿
の
断
片
的
性
格
を
積
極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
手
法
を
避

け
、
資
料
と
し
て
は
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
一
九
三
〇
年
代
の
あ
る
時
期
、
一
端
は
ひ
と
ま

と
ま
り
の
思
索
の
成
果
と
し
て
書
き
付
け
た
研
究
草
稿
に
、
す
な
わ
ち
、
本
能
と
触
発
に
つ
い
て
自
我
と
の
連
関
で
極
め
て
密
度
の
高
い

分
析
を
展
開
し
て
い
る
『
生
世
界
』
の
第
四
三
番
草
稿
に
も
っ
ぱ
ら
定
位
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
と
自
我
に
つ
い
て
の
膨
大
な
思
索

の
成
果
の
う
ち
の
一
端
を
照
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
考
が
果
た
す
べ
き
具
体
的
な
課
題
は
、
本
能
と
触
発
に
つ
い

て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
分
析
を
通
し
て
、「
流
れ
る
こ
と
」
と
「
自
我
」
の
先
後
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

本
論
考
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
本
能
が
、
心
理
学
的
研
究
の
対
象
で
は
な
く
、
超
越
論
的－

現
象
学
的
分
析
を

必
要
と
す
る
超
越
論
的
機
能
で
あ
り
、
超
越
論
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
超
越
論
的
概
念
で
あ
る

こ
と
を
、
リ
ー
の
『
本
能
の
現
象
学
』
に
拠
り
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
哲
学
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル

に
よ
る
超
越
論
哲
学
の
変
貌
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
『
生
世
界
』
第
四
三
番
草
稿
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
観
性
の
始
原
へ

の
問
い
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
三
番
草
稿
が
問
う
て
い
る
の
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
Ｃ
草
稿
か
ら
の
引
用

箇
所
が
主
題
化
し
て
い
る
自
我
と
流
れ
る
こ
と
の
先
後
関
係
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
が
始
原
を
巡
る
循
環
的
窮
境
を
な
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
三
に
、
始
原
へ
の
問
い
の
果
て
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
逢
着
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の

際
、
ま
ず
始
原
へ
の
問
い
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
導
入
し
た
構
築
と
い
う
方
法
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
検
討
さ
れ

る
。
そ
う
し
て
構
築
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
原
始
原
の
自
我
こ
そ
が
本
能
の
自
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
最
終
的
に

は
、
そ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
て
、
触
発
と
本
能
の
混
淆
体
と
し
て
の
主
観
性
の
始
原
は
、
果
た
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
そ
こ
で
休
ら
う
こ

と
を
許
す
よ
う
な
事
象
で
あ
り
え
た
の
か
が
問
題
に
さ
れ
る
。
む
し
ろ
発
生
の
分
析
の
果
て
に
主
観
性
の
始
原
と
し
て
見
出
さ
れ
た
触
発
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と
本
能
の
混
淆
体
は
、
現
象
学
的
分
析
の
終
着
点
な
ど
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
問
い
を
現
象
学
に
課
す
る
出
発
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一

超
越
論
的
概
念
と
し
て
の
本
能

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
発
生
的
現
象
学
に
お
い
て
、
い
ま
や
本
能
は
、
少
な
く
と
も
研
究
者
の
間
で

は
、
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
概
念
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
超
越
論
哲
学
を
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
み
と
ら
え
る

な
ら
ば
、
本
能
を
超
越
論
的
な
概
念
と
み
な
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
な
こ
と
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
超
越
論
哲

学
の
創
始
者
で
あ
る
カ
ン
ト
に
従
う
な
ら
ば
、
超
越
論
的
理
論
と
し
て
の
本
能
の
現
象
学
な
ど
は
ば
か
げ
た
も
の
だ
ろ
う
」⑸
と
す
ら
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
超
越
論
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、
本
能
は
け
っ
し
て
超
越
論
的
概
念
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
な
ど
な
く
、
あ
く
ま
で
心
理
学
的
概
念
に
す
ぎ
ず
、
超
越
論
的
意
識
に
で
は
な
く
、
経
験
的
意
識
に
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
意
識
に
属
す
る
概
念
と
し
て
の
本
能
な
ど
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
超
越
論
哲
学
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
な

ど
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
超
越
論
的
の
対
概
念
は
経
験
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
ン
ク
の
指
摘
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
に
は
超
越
論
的
の
対
概
念
は
経
験
的
で
は
な
く
、「
内
世
界
的
（m

undan

）」
で
あ
る
⑹
。
し
た
が
っ

て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
哲
学
で
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
と
経
験
的
と
い
う
概
念
は
、
截
然
と
区
別
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
に
お
い
て
「
超
越
論
的
経
験
」
と
い
う
術
語
を

導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
概
念
を
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
の
フ
ィ
ン
ク
に
よ
る
指
摘
を
踏
ま
え
つ
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つ
、
リ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
的
と
規
定
さ
れ
る
意
識
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
態
度

次
第
で
内
世
界
的
意
識
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
超
越
論
的
意
識
と
し
て
も
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
」⑺
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
フ
ッ
サ

ー
ル
は
、
と
り
わ
け
、
超
越
論
的
意
識
の
発
生
を
そ
の
主
題
と
す
る
発
生
的
現
象
学
に
お
い
て
、
本
能
を
超
越
論
的
概
念
と
し
て
捉
え
、

そ
の
超
越
論
的
機
能
の
分
析
と
し
て
の
本
能
の
現
象
学
を
そ
の
根
底
に
あ
る
部
分
と
み
な
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
超
越
論
的
現
象
学
の
体

系
全
体
に
対
し
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
意
義
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
⑻
。
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
哲
学
か
ら
す
れ
ば
、
本
能
を
超
越
論

的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
不
合
理
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
「
た
だ
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的

現
象
学
の
間
に
類
似
性
と
親
近
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
架
橋
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
区
別
が
あ
る
」⑼
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
み
を
、
正
統
的
な
超
越
論
哲
学
と
し
、
そ
の
ほ
か
に
超
越
論
的
と
自
ら
の
哲
学
を
よ
ぶ

哲
学
者
た
ち
の
思
索
を
、
異
端
的
で
あ
る
と
断
罪
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
超
越
論
哲
学
を
あ
ま
り
に
も
狭
隘
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
だ
ろ

う
⑽
。カ

ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
哲
学
の
対
比
と
い
う
哲
学
史
的
な
脈
絡
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
史
の
な
か
で

も
、
残
念
な
が
ら
、
本
能
の
現
象
学
は
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
も
そ
も
リ
ー
に
よ
る
『
本
能
の
現
象
学
』
以

前
に
は
、
本
能
と
い
う
概
念
自
体
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
リ
ー
が
指
摘
す
る
通
り
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
正
鵠
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
⑾
、
本
来
指
摘
さ
れ
る
べ
き
近
接
概
念
と
の
連
関
に
注
意
を
払
わ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
⑿
。
リ
ー
に
よ
っ
て
「
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
現
象
学
的
哲
学
の
体
系
』
に
つ
い
て
の
構
想
」（X

V
X
X
X
V
I-X
L

）
に
占
め

る
本
能
の
現
象
学
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
本
能
現
象
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
論
題
と
し
て

共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
⒀
。
そ
の
第
二
部
に
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
論
を
集
成
し
て
い
る
『
限
界
問
題
』
が
二
〇
一
四
年
に
フ
ッ

サ
ー
ル
全
集
第
四
二
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
さ
ら
に
様
々
な
思
索
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
⒁
。
こ
れ
ま
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で
リ
ー
の
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
本
能
が
現
象
学
に
お
い
て
も
つ
位
置
と
従
来
の
研
究
の
流
れ
を
概
観
し
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
『
生
世

界
』
草
稿
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
本
能
と
自
我
に
つ
い
て
の
分
析
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

主
観
性
の
始
原
へ
の
問
い
│
│
流
れ
る
こ
と
と
自
我
の
循
環
的
窮
境

「（
原
初
的
）
主
観
性
の
始
原
の
問
題
。
本
能
的
触
発
と
し
て
の
始
原
と
な
る
（anfangend

）
触
発
。
再
構
築
と
い
う
方
法
（
超
越
論

的
感
性
的
解
示
の
方
法
に
つ
い
て
）」
と
い
う
表
題
を
も
つ
『
生
世
界
』
の
第
四
三
番
草
稿
（X

X
X
IX
466-482

）
は
、
編
者
に
よ
れ
ば
、

お
そ
ら
く
一
九
三
一
年
一
月
に
起
草
さ
れ
て
い
る
（X

X
X
IX
466,A

nm
.1

）。
以
下
で
は
、
後
期
の
草
稿
と
し
て
は
珍
し
く
あ
る
程
度
ま

と
ま
っ
た
仕
方
で
本
能
を
論
じ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
極
め
て
貴
重
な
第
四
三
番
草
稿
の
集
中
的
読
解
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
本

論
考
の
冒
頭
に
掲
げ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
三
四
巻
『
現
象
学
的
還
元
に
つ
い
て
│
│
遺
稿
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
（
一
九
二
六－

一
九
三

五
）』（
以
下
『
現
象
学
的
還
元
』）
の
第
一
〇
番
草
稿
「
生
け
る
現
在
に
つ
い
て
。
作
用
の
時
間
客
観
化
に
対
す
る
体
験
流
の
受
動
的
時

間
化
。
先
時
間
化
と
本
来
的
時
間
化
」（X

X
X
IV
179-184

）
が
一
九
三
〇
年
夏
に
執
筆
さ
れ
、
冒
頭
の
引
用
箇
所
そ
の
も
の
を
含
む
そ

の
草
稿
に
対
す
る
付
記
（X

X
X
IV
184

）
が
一
九
三
二
年
に
起
草
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
『
生
世
界
』
第
四
三
番
草
稿
の
執
筆
時
期

は
、『
現
象
学
的
還
元
』
第
一
〇
番
草
稿
全
体
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
ま
さ
に
両
研
究
草
稿
は
一
九
三
〇
年
代
の
後

期
の
な
か
で
も
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
属
す
る
資
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
課
題
設
定
は
明
確
で
あ
り
、
冒
頭
の

引
用
箇
所
で
の
問
題
と
の
明
確
な
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

個
体
的
（
そ
の
際
、
流
れ
る
全
体
的
構
成
に
お
い
て
統
一
的
に
捉
え
ら
れ
た
）
世
界
の
諸
局
面
に
お
い
て
『
他
者
』
を
捨
象
す
る
な
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ら
ば
、
し
た
が
っ
て
、
原
初
的
な
も
の
へ
と
還
元
す
る
な
ら
ば
、
原
初
的
エ
ゴ
に
お
け
る
『
世
界
』
と
い
う
原
初
的
現
象
に
至
る
。

つ
ま
り
、
固
有
の
主
観
的
に
構
成
さ
れ
た
身
体
と
人
間
的
主
観
を
具
え
た
主
観
的
世
界
時
間
性
と
、
始
原
の
問
題
と
に
至
る
。
つ
ま

り
、
も
し
構
成
を
主
題
的
に
す
る
な
ら
ば
、
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
の
始
原
の
問
題
、
そ
の
〔
エ
ゴ
の
〕
流
れ
る
こ
と
の
、
流
れ

る
こ
と
の
な
か
で
の
「
内
的
」
時
間
と
「
与
件
」
の
時
間
的
存
在
と
を
構
成
す
る
は
た
ら
き
の
超
越
論
的
時
間
性
の
始
原
の
問
題

〈
に
至
る
〉（X

X
X
IX
466f.

）。

後
半
部
は
錯
綜
し
て
お
り
、
慎
重
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
の
始
原
と

「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
の
「
流
れ
る
こ
と
」
の
「
超
越
論
的
時
間
性
」
の
始
原
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
目
覚
め
た

超
越
論
的
エ
ゴ
」
の
「
流
れ
る
こ
と
」
が
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
「
流
れ
る
こ
と
の
な
か
で
の
『
内
的
』
時
間
と
『
与
件
』
の
時
間
的
存

在
と
を
構
成
す
る
は
た
ら
き
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」「
流
れ
る
こ
と
」「
流
れ
る
こ
と
の
な
か
で
の

『
内
的
』
時
間
と
『
与
件
』
の
時
間
的
存
在
と
を
構
成
す
る
は
た
ら
き
」、
こ
の
三
者
の
「
超
越
論
的
時
間
性
の
始
原
」
が
問
題
で
あ
る
、

と
。「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
は
「
構
成
す
る
は
た
ら
き
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
超
越
論
的
エ
ゴ
」
も
「
構
成
す
る
は
た

ら
き
」
も
そ
れ
自
体
「
流
れ
る
こ
と
」
の
な
か
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
流
れ
る
こ
と
」
の
成
素
と
し
て
、
流
れ
る
こ
と
の
具
体
態
を
形

成
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
構
成
す
る
は
た
ら
き
」
と
し
て
の
「
超
越
論
的
エ
ゴ
」
が
エ
ゴ
固
有
の
時
間
で
あ
る
「『
内
的
』
時

間
」
と
エ
ゴ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「『
与
件
』
の
時
間
的
存
在
」
と
を
構
成
す
る
。
エ
ゴ
も
エ
ゴ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の

も
超
越
論
的
エ
ゴ
の
構
成
す
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
時
間
位
置
を
与
え
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
「
時
間
客
観
化
」
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
超

越
論
的
エ
ゴ
の
構
成
す
る
は
た
ら
き
に
よ
る
時
間
客
観
化
が
流
れ
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
事
態
が
流
れ
る
こ
と
の
具
体
態

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
超
越
論
的
エ
ゴ
の
構
成
す
る
は
た
ら
き
は
、
そ
の
構
成
す
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
も
や
は
り
構
成
す
る
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こ
と
で
自
己
を
時
間
客
観
化
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
エ
ゴ
は
、
流
れ
る
こ
と
の
な
か
で
流
れ
を
生
み
出
し
つ
つ
、
自
己

自
身
を
流
れ
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
、
時
間
客
観
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
問
う
。
こ
う
し
た
流
れ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
超
越
論
的
時
間
性
」
は
、
い
か
に
し
て
始
ま
る
の
か
、
と
。
こ
れ
こ
そ
が
「
超
越
論
的
時
間
性
の
始
原
の
問
題
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
慎
重
に
「
超
越
論
的
エ
ゴ
」
を
「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
と
呼
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
目
覚
め
た
」
と
は
、
非
自
我
的
な
も
の
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
の
触
発
す
る

も
の
に
対
し
て
関
心
を
も
ち
、
対
向
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
は
、
す

で
に
何
ら
か
の
触
発
を
被
り
、
そ
れ
に
対
し
て
能
動
的
に
対
向
し
始
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
構
成
す
る
は
た
ら
き
、
時
間
客
観
化
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
に
は
、
触
発
す
る

な
に
か
が
、
構
成
さ
れ
る
以
前
の
な
に
か
が
、
時
間
客
観
化
さ
れ
る
以
前
の
な
に
か
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
「
目
覚
め
た
超
越
論
的
エ
ゴ
」
を
触
発
す
る
も
の
は
、
通
常
の
意
味
で
の
構
成
が
問
題
と
な
る
位
相
、
す
な
わ
ち
、
内
世
界
的
な

超
越
の
統
一
の
構
成
が
問
題
と
な
る
位
相
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
触
発
す
る
も
の
へ
の
問
い
を
立
て
る
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
問
い
の
位
相
を
深
化
さ
せ
る
。「
し
か
し
、
い
ま
や
原
触
発
を
、
先
客
観
的
段
階
の
原
触
発
を
い
っ
そ
う
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し

よ
う
」（X

X
X
IX
469

）。
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
先
客
観
的
段
階
の
原
触
発
」
と
い
う
客
観
化
に
先
立
つ
段
階
へ
と
問

い
を
向
け
る
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
「
原
触
発
」
こ
そ
が
、
あ
く
ま
で
世
界
内
的
超
越
の
統
一

の
構
成
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
な
意
味
で
の
構
成
が
問
題
と
な
る
際
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
触
発
と
は
異
な
り
、
構
成
の
最
下

層
に
あ
る
時
間
客
観
化
を
含
め
た
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
化
に
先
立
つ
事
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
客
観
化
に
先
立
つ
事

象
へ
と
問
い
の
位
相
が
深
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
流
れ
る
こ
と
」
と
「
エ
ゴ
」
の
先
後
関
係
の
問
題
が
、
今
度
は
「
私
は
あ
る
」
と

「
私
は
考
え
る
」
の
先
後
関
係
と
し
て
前
景
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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私
は
あ
る
と
私
が
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
な
ん
ら
か
の
「
私
は
考
え
る
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
必
当
然
的
に

「
私
は
あ
る
」
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
ま
た
必
当
然
的
に
「
私
は
考
え
る
」
が
触
発
を
前
提
し
て
お
り
、
私
は
触
発

さ
れ
る
〈
こ
と
が
あ
る
〉
た
め
に
、
そ
し
て
〈
も
し
私
が
〉
何
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
存
す
る
（X

X
X
IX
470

）。

一
見
す
る
と
「
私
が
考
え
る
」
が
「
私
が
あ
る
」
を
可
能
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
私
は
考
え

る
」
は
、
正
確
に
は
「
私
が
あ
る
と
私
が
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「『
私
は
考
え
る
』
が
触
発
を

前
提
」
し
て
い
る
と
は
「
私
が
あ
る
」
が
「
私
を
触
発
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
は
考
え
る
」
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
触
発
を
被
っ
た
り
、
何
か
を
能
動
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
「
私
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
私
は
あ
る
」
と
「
私
は
考
え
る
」
の
先
後
関
係
は
、
解
き
が
た
い
循
環
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思

え
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
箇
所
に
は
、
問
題
の
在
処
を
明
確
に
す
る
以
下
の
部
分
が
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
な
か
で
は
「
生
成
す
る
こ
と
」
が
、
時
間
が
す
で
に
先
行
し
て
時
間
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
で
っ

ち
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
か
。
時
間
化
は
、
も
し
そ
れ
〔
原
現
象
的
な
流
れ
る
こ
と
〕
が
進
行
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
〔
流
れ
る
こ

と
〕
と
共
に
す
で
に
現
に
あ
る
時
間
を
ま
さ
に
す
で
に
時
間
化
し
て
い
る
原
現
象
的
流
れ
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
し
か
し
、
い
か
に

し
て
無
限
の
流
れ
る
こ
と
が
「
際
立
ち
」
や
触
発
な
し
に
構
成
さ
れ
て
い
る
べ
き
な
の
か
。
や
は
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
時
間
構
成
の
始

原
が
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
、
始
原
と
な
り
（anfangend

）
は
す
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
す
で
に
あ
る
時
間
の
内
に
│
│
し
た

が
っ
て
、
通
常
の
意
味
に
お
い
て
始
原
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
、
始
原
と
な
る
時
間
化
に
お
け
る
「
主
観
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的
」
時
間
の
始
原
が
問
題
な
の
で
あ
る
（X

X
X
IX
470

）。

こ
の
箇
所
で
は
「
私
は
考
え
る
」
が
「
時
間
化
」
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
「
時
間
化
す
る
流
れ
る
こ
と
」
と
み

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
時
間
化
す
る
流
れ
る
こ
と
」
こ
そ
が
時
間
化
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
い
わ
ば
原
前
提
で
あ

る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
原
前
提
と
し
て
の
「
時
間
化
す
る
流
れ
る
こ
と
」
の
始
原
の
問
題
が
生
起
す
る
。「
時
間
化

す
る
流
れ
る
こ
と
」
を
触
発
す
る
も
の
、
先
ほ
ど
の
脈
絡
で
言
え
ば
「
私
は
あ
る
」
が
「
無
限
の
流
れ
る
こ
と
」
そ
の
も
の
の
前
提
と
な

る
、
と
。
そ
う
し
て
や
は
り
こ
の
始
原
を
巡
る
循
環
的
窮
境
こ
そ
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
究
極
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
顕
わ
に
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
「
始
原
と
な
る
時
間
化
に
お
け
る
『
主
観
的
』
時
間
の
始
原
が
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
。

こ
う
し
て
問
題
と
な
る
べ
き
事
態
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
自
我
と
流
れ
る
こ
と
の
先
後
関
係
の
問
題
は
「
目
覚
め
た
超
越

論
的
エ
ゴ
」
と
「
先
客
観
的
段
階
の
原
触
発
」、
さ
ら
に
は
「
私
が
考
え
る
」
と
「
私
が
あ
る
」
と
の
先
後
関
係
と
い
う
よ
う
に
変
奏
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
先
後
関
係
こ
そ
が
、
始
原
を
巡
る
循
環
的
窮
境
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
始
原
を
巡
る
循
環
的
窮
境
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
次
元
は
、
通
常
の
意
味
で
の
時
間
化
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
が
問
題
と
な
る
時
間
内
で
の
始
原
と
は
異
な
る
「
始
原
と
な

る
時
間
化
に
お
け
る
『
主
観
的
』
時
間
の
始
原
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
て
問
題
の
在
処
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

こ
の
「
始
原
と
な
る
時
間
化
に
お
け
る
『
主
観
的
』
時
間
の
始
原
」
に
迫
る
た
め
の
方
法
に
徹
底
的
な
反
省
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

三

原
始
原
と
し
て
の
本
能－

触
発

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「『
主
観
的
』
時
間
の
始
原
の
問
題
」
を
解
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
問
題
が
生
じ
る
構
造
を
改
め
て
整
理
し
た
上
で
、
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そ
れ
に
取
り
組
む
た
め
の
方
法
を
徹
底
的
に
吟
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
構
築
と
い
う
契
機
が
、

始
原
へ
と
迫
り
ゆ
く
た
め
に
重
要
な
概
念
と
し
て
前
景
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
実
に
私
に
対
し
て
時
間
的
に
存
在
し
つ
つ
（
あ
る
い
は
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
存
在
し
て
い
る
と
し
て
）
構
成
さ
れ
て
い
る
の

は
、
私
の
構
成
す
る
能
動
性
か
ら
構
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
統
覚
的
転
用
に
よ
っ
て
そ
の
時
間
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
構
成
す
る
能
動
性
は
受
動
的
時
間
構
成
を
前
提
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
先
時
間
的
に
先
存
在
し
つ
つ
す
で
に
時

間
性
を
お
の
れ
の
内
に
担
っ
て
い
る
そ
う
し
た
受
動
的
構
成
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
質
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
的
時

間
性
に
お
け
る
存
在
者
を
す
で
に
所
有
し
た
後
で
、
反
省
し
つ
つ
遡
り
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
再
想
起
に
基
づ
い
て
、
そ

の
反
復
に
お
い
て
後
か
ら
時
間
的
構
成
を
遂
行
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
時
間
的
存
在
を
後
か
ら
の
現
在
と
い
う
過
去
と
し

て
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
明
証
に
お
い
て
は
「
忘
れ
ら
れ
た
」、
現
勢
的
に
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

現
実
的
な
過
去
と
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
際
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
大
部
分
は
現
象
学
的
作
業
を
通
し
て
は
じ
め
て
「
顕
在
的
」
時
間

化
に
至
る
匿
名
的
な
全
意
識
領
分
に
該
当
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
〔
匿
名
的
な
全
意
識
領
分
〕
に
は
現
実
に
自
我
に
対
し
て

〈
存
在
す
る
〉
時
間
的
存
在
が
欠
け
て
い
る
。
そ
う
し
て
し
か
し
、
そ
れ
は
明
証
を
も
っ
て
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
が
私
に
と
っ
て
も
あ
っ
た
し
、
私
が
そ
れ
に
「
注
意
し
な
い
」
場
合
で
も
引
き
続
い
て
私
に
対
し
て
共
に
あ
り
、
そ
れ
は
隠
在

的
に
私
に
対
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
存
在
し
つ
つ
」
と
は
、
い
ま
や
私
に
と
っ
て
お
よ
そ
、
私
の
自
由
な
「
私
は

で
き
る
」
と
「
繰
り
返
し
で
き
る
」
に
お
い
て
、
顕
在
的
に
構
成
さ
れ
た
存
在
〈
か
ら
〉
遡
り
向
け
ら
れ
て
時
間
化
に
も
た
ら
す
こ

と
が
で
き
る
も
の
を
意
味
す
る
（X

X
X
IX
470f.

）。
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な
る
ほ
ど
、
現
象
学
的
分
析
は
、
反
省
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
現
象
学
的
反
省
と
し
て
一
括
さ
れ

て
き
た
現
象
学
的
分
析
が
、
非
常
に
詳
細
に
そ
の
過
程
を
追
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
現
象
学
的
分
析
は
ま
ず
「
私
の
構
成
す
る
能
動
性

か
ら
構
成
さ
れ
て
き
た
も
の
」
で
あ
る
「
現
実
的
時
間
性
に
お
け
る
存
在
者
」
を
所
有
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
次
い
で
そ
れ
に
対
し
て

反
省
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
能
動
的
構
成
の
前
提
で
あ
る
「
先
時
間
的
に
先
存
在
し
つ
つ
す
で
に
時
間
性
を
お
の
れ
の
内
に
担
っ
て

い
る
そ
う
し
た
受
動
的
構
成
」
へ
と
遡
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
受
動
的
能
動
性
が
先
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、

「
現
実
的
時
間
性
に
お
け
る
存
在
者
」
を
所
有
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
「
反
省
的
に
遡
り
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
」。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
意
味
で
は
能
動
的
構
成
と
そ
の
成
果
と
が
受
動
的
構
成
に
先
行
し
て
い
る
。

こ
の
反
省
的
遡
行
の
遂
行
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
時
間
的
構
成
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
構
成
で
は
な
く
、
構
築

と
呼
ん
で
い
る
。「
再
想
起
に
基
づ
い
て
、
そ
の
反
復
に
お
い
て
後
か
ら
時
間
的
構
成
を
遂
行
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
時
間
的

存
在
を
後
か
ら
の
現
在
と
い
う
過
去
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
時
間
構
成
の
過
程
が
「
現
象
学
的

作
業
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
、
自
我
に
よ
る
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
自
我
に
対
し
て
匿
名
的

で
あ
っ
た
意
識
領
分
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
「
隠
在
的
に
私
に
対
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
自
我
の
能
動
に
よ
っ
て
「
顕
在

的
に
構
成
さ
れ
た
存
在
〈
か
ら
〉
遡
り
向
け
ら
れ
て
時
間
化
」
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
構
築
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
現
象

学
的
作
業
と
し
て
の
構
築
は
、
あ
く
ま
で
、
広
義
で
の
現
在
に
関
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
の
構
築
と
は
、
主
観
の
能
動
性

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
私
が
注
意
を
向
け
て
い
た
狭
義
で
の
現
在
で
あ
る
顕
在
的
意
識
領
分
か
ら
、
私
が
注
意
を
向
け
て

い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
広
義
で
の
現
在
で
あ
る
隠
在
的
意
識
領
分
を
、
す
な
わ
ち
「
後
か
ら
の
現
在
と
い
う
過
去
と
し
て
構

築
す
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
築
と
い
う
現
象
学
的
方
法
に
よ
る
「
後
か
ら
の
現
在
と
い
う
過
去
と
し
て
構

築
」
は
、
顕
在
性
と
隠
在
性
と
い
う
時
間
的
現
在
の
様
態
の
移
行
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
本
来
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
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き
「『
主
観
的
』
時
間
の
始
原
の
問
題
」
と
は
、
そ
も
そ
も
顕
在
的
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、
隠
在
的
な
も
の
が
構
築
に
よ
っ
て
顕
在

的
に
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、
あ
く
ま
で
時
間
的
構
成
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
時
間
的
構
成
の
前
の
始
原
の
問
題
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
方
法
を
始
原
の
問
題
へ
と
適
用
し
よ
う
と
す
る
。

さ
て
、
ど
の
程
度
（
そ
し
て
も
し
現
実
に
で
き
る
な
ら
ば
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
）
こ
の
〔
注
意
し
て
い
な
い
も
の
も
後
か
ら

時
間
化
に
も
た
ら
す
〕
方
法
を
わ
れ
わ
れ
の
始
原
│
│
や
は
り
ま
た
現
実
に
は
自
然
的
意
味
で
の
始
原
で
は
な
い
が
│
│
の
時
間
化

に
、
実
際
、
一
定
の
仕
方
で
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
始
原
の
自
我
の
時
間
化
に
、
そ
し
て
、
本
来
の
意
味
で
の
「
の
前
（vor

）」
に
つ
い

て
語
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
始
原
「
の
前
」
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
（X

X
X
IX
471

）。

現
象
学
的
分
析
を
可
能
に
し
て
い
る
現
象
学
的
作
業
は
「
顕
在
的
に
構
成
さ
れ
た
存
在
〈
か
ら
〉
遡
り
向
け
ら
れ
て
時
間
化
」
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
匿
名
的
な
意
識
領
分
を
顕
在
化
す
る
、
す
な
わ
ち
、
時
間
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
に
対
し
て
時
間
的
存
在
を
与
え
る

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
「『
主
観
的
』
時
間
の
始
原
の
問
題
」
と
は
、
そ
も
そ
も
顕
在
的
に
構
成
さ
れ
た
存

在
の
発
生
の
前
の
始
原
の
問
題
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
時
間
的
存
在
に
対
し
て
、
す
な
わ
ち
「
自
然
的
意
味
で
の
始
原
」
に
対
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
の
方
法
を
、
な
ぜ
時
間
化
と
い
う
「
自
然
的
意
味
で
の
始
原
」「
の
前
」
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
的

意
味
で
の
始
原
と
し
て
の
時
間
的
始
原
の
前
の
始
原
は
、
時
間
的
存
在
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
け
っ
し
て
自
然
的
で
は
な
く
、
時
間

的
存
在
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
あ
く
ま
で
時
間
的
存
在
の
顕
在
性
か
ら
隠
在
性
へ
と
遡
り
ゆ
く
構
築
と
い
う
方
法
を
そ

の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
構
築
と
い
う
方
法
に
は
、
狭
義
の
意
味
で
の
現
在
か
ら
、
広
義
の
意
味
で
の
現

在
、
す
な
わ
ち
、
本
来
の
意
味
で
の
現
在
で
は
な
い
も
の
へ
と
遡
り
ゆ
く
と
い
う
意
味
で
は
、
始
原
へ
の
問
い
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
時
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間
的
存
在
か
ら
先
時
間
的
先
存
在
へ
と
遡
り
ゆ
く
こ
と
と
の
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
築
と
い
う
方
法
を

「
始
原
の
自
我
の
時
間
化
」「
始
原
『
の
前
』」
に
少
な
く
と
も
適
用
す
る
可
能
性
ま
で
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

場
合
、
構
築
と
い
う
方
法
は
、
時
間
的
に
構
成
さ
れ
た
存
在
か
ら
時
間
的
存
在
を
欠
く
先
存
在
へ
の
遡
行
的
構
成
の
方
法
と
し
て
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
て
、
遡
り
掴
み
つ
つ
（rückgreifend

）
明
証
的
な
時
間
構
成
は
、（
構
成
さ
れ
た
存
在
の
）
す
で
に
構
成
さ
れ
た

時
間
性
の
区
間
や
位
置
か
ら
、
こ
の
最
初
の
流
れ
る
こ
と
と
そ
の
〔
流
れ
る
こ
と
の
〕
始
原
、
前
提
さ
れ
る
触
発
の
自
我
へ
と
時
間

化
と
存
在
と
を
持
ち
込
み
、
し
た
が
っ
て
、
先
存
在
す
る
も
の
も
ま
た
存
在
す
る
も
の
と
し
て
要
求
〈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉

│
│
（
先
所
与
性
の
）
自
然
的
意
味
に
対
し
て
対
応
し
て
変
化
し
た
意
味
に
お
い
て
（X

X
X
IX
471

）。

始
原
へ
の
問
い
を
た
て
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の
構
築
は
、
遡
り
掴
む
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「
す
で
に
構
成
さ
れ
た
時
間
性
」
か
ら
出
発
し
、
あ
た
か
も
顕
在
的
意
識
領
分
か
ら
隠
在
的
意
識
領
分
に
遡
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
「
先

存
在
す
る
も
の
」
す
な
わ
ち
「
最
初
の
流
れ
る
こ
と
と
そ
の
〔
流
れ
る
こ
と
の
〕
始
原
、
前
提
さ
れ
る
触
発
の
自
我
」
へ
と
遡
り
ゆ
く
。

さ
ら
に
「
現
実
に
自
我
に
対
し
て
〈
存
在
す
る
〉
時
間
的
存
在
が
欠
け
て
い
る
」
も
の
を
「
顕
在
的
に
構
成
さ
れ
た
存
在
〈
か
ら
〉
遡
り

向
け
ら
れ
て
時
間
化
」
に
も
た
ら
し
た
の
と
類
比
的
に
、
先
存
在
す
る
も
の
に
「
時
間
化
と
存
在
と
を
持
ち
込
み
」「
存
在
す
る
も
の
と

し
て
要
求
」
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
て
こ
の
構
築
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
「
最
初
の
流
れ
る
こ
と
と
そ
の
〔
流
れ
る
こ
と
の
〕
始
原
、
前

提
さ
れ
る
触
発
の
自
我
」
と
い
う
「
先
存
在
す
る
も
の
」
が
遡
り
掴
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
て
よ
う
や
く
掴
み
出
さ

れ
た
究
極
的
な
意
味
で
の
始
原
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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触
発
さ
れ
る
自
我
は
、
始
原
触
発
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
多
く
の
触
発
）
に
お
い
て
な
お
自
我
生
と
、
そ
の
上
で
そ
れ
〔
自
我
〕
が

生
き
る
何
か
と
を
も
つ
。
│
│
そ
れ
〔
触
発
さ
れ
る
自
我
〕
は
生
に
目
覚
め
る
が
、
ま
だ
生
き
て
お
ら
ず
、
流
れ
る
受
動
的
構
成
と

能
動
的
構
成
が
そ
の
活
動
を
、
具
体
的
自
我
の
活
動
で
さ
え
あ
る
活
動
を
な
し
た
時
に
は
じ
め
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
厳

密
に
は
、
自
我
は
つ
ね
に
す
で
に
能
力
の
自
我
、
つ
ね
に
す
で
に
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
自
我
で
あ
る
が
、
非
自
我
的
な
も
の
、
ヒ
ュ

レ
ー
的
な
も
の
を
も
つ
自
我
で
も
あ
る
…
…
（X

X
X
IX
472

）。

構
築
と
い
う
方
法
を
先
存
在
に
ま
で
拡
大
転
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
い
に
獲
得
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
時
間
化
の
始
ま
り
と
し
て
の
始

原
よ
り
前
の
始
原
で
あ
る
「
始
原
触
発
」、
い
わ
ば
原
始
原
で
も
、
や
は
り
自
我
と
非
自
我
的
な
も
の
と
先
後
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
な
お
「
自
我
生
」
と
「
そ
の
上
で
そ
れ
〔
自
我
〕
が
生
き
る
何
か
」
と
が
区
別
さ
れ
て
お

り
、
後
者
こ
そ
が
自
我
生
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
。
し
か
し
、
事
態
は
、
時
間
化
さ
れ
た
次
元
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
先
後
関
係

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
構
築
に
よ
っ
て
時
間
化
と
存
在
と
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
原
始
原
は
、
本
来
非
時
間
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
と
こ
こ
に
い
た

っ
て
、
時
間
的
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
先
後
関
係
を
持
ち
込
む
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
事
態
を
的
確

に
捉
え
て
い
る
。

連
合
は
機
能
し
な
い
。「
始
原
と
な
る
自
我
」
は
過
去
地
盤
を
も
た
な
い
。
そ
れ
〔
始
原
と
な
る
自
我
〕
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
化
な
し

に
あ
る
。
そ
し
て
、
触
発
の
最
初
の
も
の
、
最
初
の
与
件
は
、
自
然
的
に
目
覚
め
る
自
我
を
、
そ
の
統
握
を
目
覚
め
さ
せ
る
等
々

し
、
同
時
に
生
の
連
関
が
睡
眠
の
欠
如
を
超
え
て
綜
合
的
に
連
携
す
る
感
覚
与
件
に
基
づ
い
て
触
発
す
る
事
物
の
先
所
与
性
と
い
う
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あ
り
方
を
し
て
い
る
な
ん
ら
か
の
存
在
者
と
し
て
は
統
覚
可
能
で
は
な
い
（X

X
X
IX
472f.

）。

原
始
原
で
は
、
受
動
的
構
成
の
際
に
は
た
ら
く
根
本
的
な
機
能
で
あ
る
連
合
は
、
時
間
化
以
前
に
あ
る
「
始
原
と
な
る
自
我
」
が
「
過

去
地
盤
」
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
機
能
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
触
発
の
最
初
の
も
の
」、
原
触
発
も
、
も
は
や
時
間

化
の
始
原
を
示
す
「
先
所
与
性
」
と
い
う
特
異
な
あ
り
方
を
設
定
し
て
存
在
者
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
原
触
発
そ
の
も
の
が
時
間

化
以
前
の
原
始
原
で
生
起
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
「
存
在
者
と
し
て
は
統
覚
可
能
で
は
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
時
間
性
を
欠
く
原
始
原
で

は
も
は
や
自
我
と
非
自
我
と
の
先
後
関
係
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
の
原
始
原
の
自
我
の
非
時
間
（U

nzeit

）
が
、
問

題
と
さ
れ
る
に
至
る
。

原
始
原
と
な
る
自
我
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
う
言
わ
れ
て
い
た
。「
自
我
は
つ
ね
に
す
で
に
能
力
の
自
我
、
つ
ね
に
す
で
に
、
キ
ネ
ス

テ
ー
ゼ
の
自
我
で
あ
る
が
、
非
自
我
的
な
も
の
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
な
も
の
を
も
つ
自
我
で
も
あ
る
」
と
。
こ
の
自
我
と
非
自
我
の
先
後
関
係

な
き
混
淆
体
と
し
て
の
原
始
原
の
自
我
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
我
の
発
生
根
源
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

構
成
的
始
原
の
自
我
は
空
虚
な
自
我
極
で
は
な
く
、
触
発
の
始
原
は
完
全
に
未
規
定
的
で
は
な
く
、
そ
れ
は
す
で
に
本
能－

触
発

（Instinkt-A
ffektion

）
で
あ
る
。「
自
我
」
志
向
（
対
向
）
と
充
実
の
最
初
の
も
の
は
、
母
に
よ
る
生
の
被
護
性
（m

ütterliche
Le-

bensgeborgenheit

）
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
お
よ
そ
突
発
的
炸
裂
（K

nall

）
そ
の
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て

そ
れ
に
よ
っ
て
最
初
の
周
囲
世
界
の
構
成
も
ま
た
そ
こ
か
ら
規
則
づ
け
ら
れ
て
い
る
（X

X
X
IX
474f.

）。

原
始
原
に
あ
る
「
構
成
始
原
の
自
我
」
も
「
触
発
の
始
原
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
、
そ
の
先
後
関
係
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を
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
両
者
は
、
区
別
す
る
こ
と
こ
そ
可
能
で
あ
る
が
、
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
本
能－

触
発
」
と
い
う
自

我
的
な
も
の
と
非
自
我
的
な
も
の
と
の
混
淆
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
構
成
的
始
原
の
自
我
」
は
、
混
沌
た
る
無
秩
序
の
な
か
を
漂
う
空

虚
な
の
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
突
如
と
し
て
世
界
を
開
闢
す
る
よ
う
な
、
混
沌
か
ら
の
閃
光
の
よ
う
な
「
突
発
的
炸
裂
」

な
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
否
で
あ
る
。「
本
能－

触
発
」
と
い
う
混
淆
体
と
し
て
の
原
始
原
の
自
我
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
発
生
根
源
と
し

て
の
「
母
に
よ
る
生
の
被
護
性
」
に
認
め
て
い
る
⒂
。「（
原
誕
生
と
い
う
）
原
始
原
に
お
け
る
エ
ゴ
は
す
で
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
本
能
の

自
我
で
あ
る
」（X

X
X
IX
477

）。

こ
う
し
て
つ
い
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
始
原
へ
の
問
い
の
果
て
に
「
本
能－

触
発
」
と
い
う
構
成
始
原
と
触
発
始
原
の
混
淆
体
に
突
き
当
た

っ
て
い
る
。
発
生
根
源
と
し
て
原
始
原
の
自
我
は
、
個
体
の
成
立
で
あ
る
と
共
に
、
他
な
る
も
の
と
の
関
係
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
と
い

う
の
は
「（
原
誕
生
と
い
う
）
原
始
原
に
お
け
る
エ
ゴ
」
は
、
根
源
的
に
は
他
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
と
の
明
確
な
境
界
を

画
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
母
の
許
に
あ
る
と
い
う
あ
る
意
味
で
非
常
に
矛
盾
し
た
事
態
が
成
立
し
て
い
る
「
母
に
よ
る
生
の
被
護
性
に
お

け
る
」「
本
能
の
自
我
」
す
な
わ
ち
、
母
胎
に
お
け
る
胎
児
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む

す

び

『
生
世
界
』
第
四
三
番
草
稿
で
展
開
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
原
始
原
へ
の
問
い
の
読
解
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
本
能－

触
発
」
と

い
う
自
我
と
非
自
我
の
混
淆
体
に
突
き
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
能
と
触
発
の
混
淆
体
と
し
て
の
主
観
性
の
始
原
は
、
果
た

し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
そ
こ
で
休
ら
う
こ
と
を
許
す
よ
う
な
事
象
で
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象

学
の
終
着
点
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
解
き
明
か
す
べ
き
課
題
を
新
た
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
課
す
出
発
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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構
築
を
始
原
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
の
方
法
と
し
て
積
極
的
に
導
入
し
た
こ
と
が
、
も
と
も
と
直
観
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
を
方
法
的
格
率
と
し
て
き
た
現
象
学
に
と
っ
て
破
綻
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
深
化
を
意
味
す
る
の
か
。
さ
ら
に
は
、

「（
原
誕
生
と
い
う
）
原
始
原
に
お
け
る
エ
ゴ
」
で
あ
る
「
本
能
の
自
我
」
が
、
他
な
る
も
の
へ
の
関
係
、
周
囲
世
界
と
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
問
い
は
、
膨
大
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
草
稿
の
整
合
的
解
釈
と
い
う
途

方
も
な
く
巨
大
な
課
題
の
果
て
に
最
終
的
に
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
逢
着
し
た
原
始
原
は
、
同

時
に
現
象
学
的
な
問
い
の
原
始
原
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註
引
用
に
際
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana

）
に
拠
り
文
中
に
直
接
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
し
た
。
引
用
文
中
の
〈

〉
は
編
者
に
よ
る
補
足
、〔

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
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

当
時
未
公
刊
だ
っ
た
Ｃ
草
稿
か
ら
ヘ
ル
ト
に
よ
る
引
用
は
、
以
下
の
通
り
。H

eld,K
.,Lebendige

G
egenw

art.
D
ie
Frage

nach
der

Seinsw
eise

des
transzendentalen

Ich
beiEdm

und
H
usserl,entw

ickeltam
Leitfaden

der
Zeitproblem

atik,M
artinus

N
ijhoff,1966,S.110

f.

⑵

ヘ
ル
ト
の
『
生
け
る
現
在
│
│
時
間
の
問
題
構
制
を
手
引
き
に
展
開
さ
れ
た
、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
超
越
論
的
自
我
の
存
在
仕

方
へ
の
問
い
』
は
、
し
ば
し
ば
単
純
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
そ
の
副
題
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
そ
の
主
題
は
自
我
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
時
間
と
の
か
か
わ
り
で
の
自
我
の
存
在
の
仕
方
と
い
う
、
と
り
わ
け
Ｃ
草
稿
に
特

徴
的
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
題
構
制
を
ヘ
ル
ト
が
正
し
く
と
ら
え
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

⑶

Lee,N
.-I.,Edm

und
H
usserls

Phänom
enologie

der
Instinkte,

K
luw
er
A
cadem

ic
Publishers,1993.

そ
の
ま
え
が
き
で
、
リ
ー
自
身
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
リ
ー
の
本
能
論
を
可
能
に
し
た
の
は
、
ヘ
ル
ト
が
主
催
し
て
い
た
ヴ
ッ
パ
タ
ー
ル
大
学
で
の
現
象
学
コ
ロ
ク
ィ
ウ
ム
で
あ
る

（ibid.,S.1f.

）。
ヘ
ル
ト
が
『
生
け
る
現
在
』
で
展
開
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
我
論
に
端
を
発
す
る
、
こ
の
学
統
か
ら
の
現
象
学
的
自
我
論
へ
の
寄

与
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
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ま
ず
ほ
か
な
ら
ぬ
リ
ー
に
よ
る
自
我
論
へ
の
寄
与
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
の
現
象
学
』
に
よ
っ

て
、
リ
ー
は
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
先
自
我
（V

or-ich

）
を
発
生
根
源
に
あ
る
自
我
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
リ
ー
と
同
時
期
に
ヴ
ッ
パ
タ
ー
ル
大
学
の
現
象
学
コ
ロ
ク
ィ
ウ
ム
に
参
加
し
て
い
た
工
藤
和
男
は
、
現
象
学
研
究
者
か
ら
も
、
現
象
学
に

敵
対
的
な
論
者
か
ら
も
、
一
様
に
批
判
の
的
と
な
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
の
議
論
を
、
そ
う
し
た
批
判
者
た
ち
が
ほ
と
ん
ど

見
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
エ
ゴ
、
自
我
、
他
な
る
エ
ゴ
、
他
者
、
異
他
的
と
い
っ
た
概
念
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
周
到
な
用
法
の
区
別
に

着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
整
合
的
な
試
み
と
し
て
擁
護
し
て
い
る
（『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
理
路
│
│
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
研
究
│
│
』
晃

洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。
ま
た
、
ヘ
ル
ト
の
許
で
著
し
た
博
士
論
文
に
お
い
て
田
口
茂
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
原
自
我
概
念
を
主
題
と
し
て
と
り

あ
げ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
我
論
全
体
の
体
系
的
解
釈
を
試
み
て
い
る
（D

as
Problem

des
‘U
r-Ich’

bei
Edm

und
H
usserl.

D
ie
Frage

nach
der

selbstverständlichen
`N
ähe`

des
Selbst,Springer,2006

／『
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
〈
原
自
我
〉
の
問
題
│
│
自
己
の
自
明
な
〈
近
さ
〉
へ
の

問
い
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
）。

⑷

Sow
a,R

.,Einleigung,in
:
H
usserl,

E.,
G
renzproblem

e
der

Phänom
enologie.

A
nalysen

des
U
nbew

usstseins
und

der
Instinkte.

M
eta-

physik.Stäte
Ethik.Texte

aus
dem

N
achlass

（1908-1937

）,S.X
LV
,A
nm
.2.

ソ
ー
ヴ
ァ
は
本
能
と
衝
動
の
問
題
構
制
に
つ
い
て
の
重
要
な
研

究
草
稿
と
し
て
『
Ｃ
草
稿
』
の
一
七
、
四
六
、
五
七
、
六
〇
、
六
三
、
六
四
、
六
八
、
六
九
、
七
〇
、
七
一
番
の
草
稿
と
、
全
集
四
二
巻
『
現
象

学
の
限
界
問
題
』
と
同
じ
く
ソ
ー
ヴ
ァ
自
身
が
編
集
し
た
『
生
世
界
』
の
四
三
、
五
一
番
草
稿
お
よ
び
附
論
二
三
、
六
九
を
挙
げ
て
い
る
。

⑸

Lee,N
.-I.,op.cit.,S.3.

⑹

Fink,
E.,

D
ie
Phänoem

nologie
Edm

und
H
usserls

in
der

gegenw
ärtigen

K
ritik,

in
:
D
ers.,

Studien
zur

Phänom
enologie

1930-1939,

M
artinus

N
ijhoff,1966,S.147.

⑺

Lee,N
.-I.,op.cit.,S.220.

⑻

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
一
五
巻
『
相
互
主
観
性
の
現
象
学
│
│
遺
稿
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
│
│
第
三
部：

一
九
二
九－

一
九
三
三
』
の
編
者
の
序
論
の

な
か
で
、
フ
ィ
ン
ク
が
書
き
留
め
た
一
九
三
〇
年
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
現
象
学
的
哲
学
の
体
系
』
に
つ
い

て
の
構
想
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（X

V
X
X
X
V
I-X
L

）。
そ
こ
で
「
原
志
向
性
の
現
象
学
（
本
能
の
現
象
学
）」（X

V
X
X
X
IX

）
が
そ
の
構
想
に

と
っ
て
枢
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑼

Lee,N
.-I.,op.cit.,S.4.

リ
ー
は
、
さ
ら
に
、
先
の
フ
ィ
ン
ク
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
カ
ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
不
一
致
、
正
確
に
言
え

ば
、
静
態
的
現
象
学
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
一
致
と
、
発
生
的
現
象
学
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
不
一
致
を
指
摘
し
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（ibid.,S.221

）、
さ
ら
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
接
近
と
、
さ
ら
に
は
「
真
正
の
意
味
で
の
普
遍
的
哲
学
と
し
て
の
超
越
論
的
現

象
学
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
期
哲
学
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
依
拠
し
て
超
越
論
的
モ
ナ
ド
論
と
名
づ
け
る
」（ibid.,S.246

）
に
至
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

同
じ
く
、
フ
ィ
ン
ク
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
な
お
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
差
異
よ
り
も
そ
の
「
類
似
性
と
親
近
性
」（ibid.,S.4

）
を
、
フ
ッ

サ
ー
ル
が
「
世
界
内
部
的
実
在
論
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
諸
相
を
理
解
可
能
に
す
る
も
の
」
と
し
て
自
身
の
現
象
学
を
超
越
論
的
観
念
論
と
捉

え
て
い
る
こ
と
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
と
の
連
続
性
を
指
摘
す
る
の
は
、
工
藤
和
男
で
あ
る
（
工
藤
和
男
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る

経
験
的
実
在
論
」
同
志
社
大
学
人
文
学
会
『
人
文
学
』
第
一
三
八
号
、
一
九
八
三
年
、
三
六－

七
頁
）。

⑽

こ
う
し
た
カ
ン
ト
以
降
の
超
越
論
哲
学
の
動
向
を
非
常
に
広
範
に
哲
学
史
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
広
い
射
程
か
ら
主
題
と
す
る
研
究
と
し
て
以
下

の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。G

ardner,S.and
G
rist,M

.

（eds.

）,The
Transcendental

Turn,
O
xford

U
niversity

Press,2015.

こ
こ
で

は
、
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
メ
ル
ロ
―

ポ
ン
テ
ィ
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
、
ス
ト
ア
派
が
超
越
論
哲
学
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑾

フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
の
初
期
段
階
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
体
系
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
デ
ィ
ー
マ
ー
に
よ
る
浩
瀚
な
研
究
に
お
い
て
も
、
本

能
の
現
象
学
は
静
態
的
現
象
学
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の
意
義
を
拭
い
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（Lee,N

.-I.,op.cit.,S.9

）。

D
iem
er,A

.,Edm
und

H
usserl.

V
ersuch

einer
system

atischen
D
arstellung

seiner
Phänom

enologie,2.verb.A
uflage,H

aim
,1965,S.98

ff.

⑿

ホ
ー
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
連
合
と
い
う
ま
さ
に
触
発
や
本
能
と
い
う
主
題
と
密
接
に
連
関
す
る
事
象
を
主
題
に
据
え
た
『
連
合
の
現
象
学
』
に

お
い
て
、「
本
能
現
象
と
連
合
現
象
の
不
可
分
の
連
関
を
立
ち
入
っ
て
分
析
し
た
り
は
し
な
い
」（Lee,N

.-I.,op.cit.,S.10

）。H
olenstein,E.,

D
ie
Phänom

enologie
der

Assoziation,
M
artinus

N
ijhoff,S.37,A

nm
.15.

⒀

例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
本
能
や
衝
動
を
主
題
と
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。Pugliese,A

.,

Triebsphäre
und

U
rkindheit

des
Ich,in

:
H
usserl

Studies
25,2009,S.141-157.

こ
れ
は
、
現
在
『
限
界
問
題
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
本
能

論
、
い
わ
ゆ
る
Ｅ
草
稿
に
定
位
し
た
論
文
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
幼
児
的
形
式
で
の
主
観
性
」（ibid.,S.145

）
に
特
別
の
超
越
論
的
機
能
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
。B

row
er,M

.,H
usserl’s

Theory
of
Instincts

as
a
Theory

of
A
ffection,in

:
The

Journal
of
the

British
Society

for

Phenom
enology,

45,2014,pp.133-147.

ブ
ラ
ウ
ワ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
客
観
化
と
非
客
観
化
に
よ
っ
て
本
能
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
指
摘
し
（ibid.,p.140

）、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
初
期
に
触
発
と
呼
ん
で
い
た
も
の
が
、
後
期
に
は
好
奇
心
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
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⒁

し
た
が
っ
て
、
リ
ー
の
『
本
能
の
現
象
学
』
は
、
そ
の
師
ヘ
ル
ト
の
『
生
け
る
現
在
』
が
、
や
は
り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
極
め
て
膨
大
な
錯
綜
し
た
思

索
が
展
開
さ
れ
る
未
刊
の
研
究
草
稿
を
丹
念
に
読
み
解
く
こ
と
を
通
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
と
同
じ
意
義
を
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
論
に
対
し
て
も
つ
画
期
的
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
は
、
ヘ
ル
ト
の
『
生
け
る
現

在
』
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
分
析
に
つ
い
て
の
資
料
が
ほ
ぼ
す
べ
て
公
開
さ
れ
た
現
在
、
そ
の
読
解
の
成
否
を
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
の
同
じ
く
、
リ
ー
の
『
本
能
の
現
象
学
』
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
能
論
に
つ
い
て
の
資
料
が
ほ
ぼ
す
べ
て
公
開
さ
れ
た
現
在
、
そ
う
し
た
批
判

的
検
討
に
曝
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

⒂

こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
か
ら
「
幼
児
性
の
現
象
学
」
の
成
立
を
認
め
、「
原
幼
児
の
そ
の
周
囲
と
の
相
互
作
用
、
個
別
主
観
の
そ
の
相
互

主
観
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
相
互
作
用
」
の
基
礎
に
据
え
る
の
は
、
プ
グ
リ
エ
セ
で
あ
る
（Pugliese,A

.,op.cit.,S.156

）。

― １４３ ― フッサール『生世界』第四三番草稿における本能の自我






