
感
情
移
入
と
は
何
で
あ
り
、
何
で
な
い
の
か

│
│
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
感
情
移
入
概
念
│
│

中

村

拓

也

エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
指
導
の
下
で
執
筆
し
た
博
士
論
文
を
基
に
一
九
一
七
年
に
公
刊
し
た
『
感
情
移
入
の

問
題
に
つ
い
て
』（Stein

2008

）
に
よ
っ
て
現
象
学
者
と
し
て
の
経
歴
を
開
始
し
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
師
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
相
互
主

観
性
理
論
へ
の
取
り
組
み
は
、
そ
の
哲
学
的
経
歴
の
ほ
ぼ
全
体
に
わ
た
り
、
全
体
的
な
統
一
的
見
解
を
そ
こ
か
ら
汲
み
取
る
の
は
容
易
で

は
な
い
。
そ
の
中
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
感
情
移
入
に
つ
い
て
の
分
析
も
ま
た
様
々
な
試
み
を
含
み
複
雑
で
錯
綜
し
て
容
易
に
は
見

通
し
難
い
。
こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
感
情
移
入
へ
の
取
り
組
み
は
、
様
々
な
試
み
の
集
積
で
あ
る
草
稿
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て

お
り
、
四
〇
年
近
く
に
及
ぶ
哲
学
的
経
歴
全
体
に
わ
た
っ
て
講
義
、
草
稿
、
公
刊
著
作
の
な
か
で
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

と
も
す
れ
ば
一
貫
し
た
ま
と
ま
り
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
象
学
的
感
情
移
入
論
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
論
述

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
す
で
に
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
感
情
移
入
論
は
論
究
さ
れ
る
に
値
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

（Zahavi2014
:
123-5

）。

も
っ
と
も
、
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
内
包
す
る
哲
学
的
な
意
義
は
、
感
情
移
入
論
に
尽
き
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
⑴
。
例

え
ば
、
哲
学
者
と
し
て
の
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
へ
の
等
閑
視
に
抗
し
て
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
っ
て
英
語
圏
へ
の
哲
学
者
と
し
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て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
紹
介
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
な
い
（M
acIntyre

2007

）。
し
か
し
、
そ
の
後
、
現
象
学
者

と
し
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
へ
の
注
目
の
高
ま
り
は
、
現
象
学
的
感
情
移
入
論
や
そ
の
独
特
の
共
同
体
論
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
問
題
構
制

の
な
か
で
の
独
特
な
哲
学
的
寄
与
を
巡
っ
て
注
目
す
べ
き
活
況
を
呈
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
⑵
。

し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
経
歴
の
な
か
で
、
初
期
に
当
た
る
現
象
学
者
と
し
て
の
哲
学
的
業
績
が
、
そ
の
重
要
性

に
見
合
う
仕
方
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
考
は
、
も
っ
ぱ
ら
シ
ュ
タ
イ
ン
の
博
士
論
文
『
感

情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
に
定
位
し
て
、
と
り
わ
け
そ
の
第
二
章
感
情
移
入
作
用
の
本
質
（Stein

2008
:
11-52

）
を
主
題
と
し
て
取

り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
が
、
感
情
移
入
と
い
う
意
識
作
用
と
そ
れ
以
外
の
意
識
作
用
と
を
比
較
・
対
照

す
る
こ
と
を
通
し
て
感
情
移
入
と
い
う
作
用
の
本
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
（Stein

2008
:
11-20

）。
さ
ら
に
は
、

シ
ュ
タ
イ
ン
以
外
に
よ
る
感
情
移
入
と
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
感
情
移
入
を
比
較
・
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
感
情
移
入
概
念
の

独
特
さ
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
（Stein

2008
:
21-52

）。
た
だ
し
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
多
く
の
独
創
的
哲
学
者
が
、
他
の
独

立
し
た
哲
学
者
の
テ
ク
ス
ト
を
論
述
す
る
際
の
つ
ね
で
あ
る
よ
う
に
、
感
情
移
入
に
対
す
る
他
の
哲
学
者
・
心
理
学
者
の
主
張
を
必
ず
し

も
中
立
的
で
公
平
な
仕
方
で
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
他
の
思
想
家
に
対
す
る
『
批
判
』
は
不
用
意
で
し
ば
し
ば
不
明
確
で
あ

る
」（M

oran
2004

:
304

）
と
い
う
モ
ラ
ン
の
評
言
は
、
そ
う
し
た
他
の
哲
学
者
に
対
す
る
正
確
な
理
解
を
シ
ュ
タ
イ
ン
に
求
め
る
の

で
あ
れ
ば
、
妥
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ッ
プ
ス
（Stein

2008
:
20-33

）、
マ
イ
ノ
ン
グ
（Stein

2008
:
24

）、
シ
ェ
ー
ラ
ー

（Stein
2008

:
42-51

）、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ク
（Stein

2008
:
52

）
ら
に
つ
い
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
批
判
を
実
り
多
い
も
の
と
す
る

た
め
に
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
読
解
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
へ
の
取
り
組
み
を
必
要
と
す

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
魅
力
的
な
課
題
で
あ
り
、
一
つ
の
論
文
で
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
別
個
の
独
立
し
た
取
り
組
み
を
必
要
と
す

る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
考
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
前
者
へ
の
取
り
組
み
（Stein

2008
:
11-20

）、
す
な
わ
ち
、
感
情
移
入
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と
そ
れ
以
外
の
意
識
作
用
に
つ
い
て
分
析
を
綿
密
に
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
と
共
に
感
情
移
入
に
特
有
の
性
格
を
明
確

化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
感
情
移
入
と
は
何
で
あ
り
、
何
で
な
い
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

論
文
全
体
の
構
成
を
予
示
し
て
お
け
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
に
よ
る
純
粋
意

識
と
そ
の
相
関
者
と
し
て
の
現
象
的
世
界
と
い
う
現
象
学
の
枠
組
み
か
ら
感
情
移
入
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
現
象
学
的
枠
組
み
の
な
か
で
原
初
性
概
念
が
、
体
験
概
念
と
の
関
連
で
検
討
さ
れ
、
そ
れ
を
通
し
て
感
情
移
入

に
と
っ
て
重
要
な
自
他
の
差
異
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
原
初
性
に
依
拠
し
な
が
ら
想
起
、
予
期
、
空
想
の
よ
う
な
他
の
作
用
と

感
情
移
入
と
の
違
い
が
明
示
さ
れ
る
。
第
三
に
、
原
初
性
、
非
原
初
性
、
共
所
与
性
と
い
う
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
異
他
的
意
識
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
照
明
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
感
情
移
入
の
基
本
的
な
性
格
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
解
明
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

一

感
情
移
入
論
の
前
提

他
者
あ
る
い
は
他
者
の
心
の
認
識
可
能
性
を
問
題
と
す
る
哲
学
的
論
争
は
、
そ
も
そ
も
他
者
の
心
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ

う
に
し
て
他
者
の
心
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
主
要
な
争
点
と

す
る
⑶
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
う
し
た
他
者
の
心
を
巡
る
認
識
論
的
問
題
を
主
要
な
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
自
身
が
感
情
移
入
を
論
じ
て
い
る
脈
絡
に
つ
い
て
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
第
二
章
の
冒
頭

で
こ
う
論
じ
て
い
る
⑷
。
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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

す
る
は
た
ら
き
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
な
る

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
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
行
う
際
の

態
度
は
、「
現
象
学
的
還
元
」
の
態
度
で
あ
る
（Stein

2008
:
11

）。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ン
は
現
象
学
者
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
た
上
で
、
意
識
に
与
え
ら

れ
る
も
の
の
分
析
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
⑸
。
し
た
が
っ
て
、「
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
」（Stein

2008
:

11

）。
し
か
し
、
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
遮
断
は
、
世
界
の
非
存
在
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

「
純
粋
な
探
究
の
無
限
の
領
野
が
な
お
残
っ
て
い
る
」（Stein

2008
:
11

）。

私
は
、
目
の
前
に
見
て
い
る
事
物
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
を
疑
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
錯
覚
の
可
能
性
が
あ
る
し
、
だ
か
ら
私
は

存
在
措
定
を
遮
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
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

を
私
が
体
験
す
る
は
た
ら
き
（m

ein
Erleben

）（
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
（Stein

2008
:
11

）。

現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
世
界
の
遮
断
、
す
な
わ
ち
「
現
実
存
在
措
定
」（Stein

2008
:
12

）
の
差
し
止
め
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、

感情移入とは何であり、何でないのか ― ４６ ―



私
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
そ
の
相
関
体
と
が
残
り
続
け
る
の
で
あ
る
。「『
世
界
現
象
』
全
体
は
世
界
措
定
が
破
棄
さ
れ
た
後
も
残
る
」

（Stein
2008

:
12

）。
そ
し
て
「
こ
の
『
現
象
』
が
現
象
学
の
客
観
」、
す
な
わ
ち
、
遮
断
の
後
に
も
残
り
続
け
る
「
純
粋
な
探
究
の
無
限

の
領
野
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ン
が
現
象
学
的
還
元
を
遂
行
し
た
上
で
、
感
情
移
入
作
用
に
つ
い
て
の
考
察
に
向
か
う
と
い
う
点
を
確
認
し
て

お
く
こ
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
移
入
論
の
特
徴
を
正
し
く
捉
え
る
た
め
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
象
学
的
還
元
に

よ
る
遮
断
を
被
る
も
の
と
被
る
こ
と
が
な
い
も
の
の
区
別
が
、
私
な
い
し
は
自
我
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
疑
的
な
経
験
的
自

我
と
不
可
疑
的
な
体
験
す
る
自
我
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
区
別
が
私
以
外
の
自
我
に
関
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
れ
が
現
象
学
に
お
け
る
感
情
移
入
の
独
特
の
特
徴
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

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

で
あ
る
。
自
我
、
し
か
じ
か
の
特
性
を
具
え
た
こ
の
名
前
と
立
場
の
あ
る
こ
の
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
り
、
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
と
を
現
象
と

し
て
考
察
し
て
い
る
体
験
す
る
主
観
、「
私
」
は
体
験
す
る
は
た
ら
き
に
あ
り
、
体
験
す
る
は
た
ら
き
に
し
か
な
く
体
験
す
る
は
た

ら
き
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
（Stein

2008
:
12

）。

「
私
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
は
遮
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
明
の
も
つ
意
味
を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
経
験
的
自
我
、

す
な
わ
ち
、
記
憶
な
ど
の
具
体
的
な
内
容
を
伴
っ
た
自
我
の
可
疑
性
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
私
と
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
不
可
分
性
、
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換
言
す
れ
ば
、
私
に
よ
っ
て
一
人
称
的
に
生
き
抜
か
れ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
し
か
体
験
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
そ

の
不
可
疑
性
と
削
除
不
可
能
性
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
自
我
は
、
経
験
的
自
我
と
体
験
す
る
自
我
と
に
区
別
さ
れ
る
。

両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
特
徴
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
内
容
を
伴
う
自
我
の
可
疑
性
と
、
私
が
一
人
称
的
に

生
き
抜
い
て
い
る
体
験
す
る
は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
、
体
験
す
る
自
我
の
不
可
疑
性
・
削
除
不
可
能
性
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
⑹
。
そ
し
て
、
先
の
箇
所
は
こ
う
続
く
。「
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
」（Stein

2008
:
12

）。
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
の
事
例
」
と
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
第
二
章
の
冒
頭
に
主
題
と
し
て
掲

げ
た
「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」（Stein

2008
:
11

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

私
が
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
す
る
は
た
ら
き
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

（Stein
2008

12-3

）。

私
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
で
は
な
く
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
体
験
し
て
き
た
こ
と
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
内
容
は
可
疑
的
で
あ
り
、
私

の
経
験
内
容
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
は
誤
る
可
能
性
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
自
分
の
過
去
に
つ
い

て
で
さ
え
確
実
な
認
識
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
過
去
に
つ
い
て
の
認
識
は
可
謬
的
で
あ
る
。
そ
れ
と
照
応
す
る

仕
方
で
異
他
的
な
心
の
生
が
体
験
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
も
や
は
り
可
謬
的
で
あ
り
、「
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
知
で
は
な
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く
」、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
う
し
た
私
と
は
異
な
る
主
観
に
つ
い
て
の
認
識
の
可
能
性
は
、
そ
の
捉
え
難
さ
の
ゆ
え
に
、
絶
望
的
で
あ
る
と

さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
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
」。
こ
れ
は
先
に

挙
げ
た
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
第
二
章
冒
頭
の
「
わ
れ
わ
れ
に
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
が
与
え
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
言
明
に
対
応
し
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
異
他
的
な
心
の
生
、
す
な
わ
ち
、
異
他
的
な
体
験
す
る
主
観
と
異
他
的
な
主
観
の
体
験
す
る
は

た
ら
き
は
、
不
可
疑
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
も
の
が
一
方
で
は
可
疑
的
で
あ
り
、
他
方
で
は

不
可
疑
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
え

る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
の
言
明
は
、
私
の
経
験
的
自
我
と
体
験
す
る
自
我
と
い
う
区
別
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
の
区
別
を
異
他
的
な
主
観
に

適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
異
他
的
主
観
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
は
不
可
疑
的
で
あ
り
、
同
じ
異
他
的
主
観
が

体
験
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
体
験
内
実
は
可
疑
的
で
あ
る
、
と
。

か
く
し
て
経
験
世
界
の
な
か
で
物
理
的
事
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
心
理
物
理
的
個
体
が
獲
得
さ
れ
る
。
心
理
物
理
的
個
体
は
、
体
験
す
る

は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
、
物
理
的
事
物
と
区
別
さ
れ
る
「
感
覚
す
る
身
体
」
で
あ
り
「
感
覚
し
、
思
考
し
、
感
じ
、
意
欲
す
る
自
我
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
そ
れ
に
属
す
る
自
我
は
、
経
験
世
界
の
な
か
の
物
理
的
事
物
の
よ
う
な
単

な
る
存
在
者
で
は
な
く
、
私
が
世
界
を
生
き
る
の
と
同
じ
く
、
自
ら
の
相
関
者
と
し
て
の
現
象
的
世
界
を
私
と
共
に
生
き
て
い
る
の
で
あ

る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
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
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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
（Stein

2008
:
13

）。

で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
「
心
理
物
理
的
個
体
」、「
自
我
が
帰
属
す
る
感
覚
す
る
身
体
」、「
現
象
的
世
界
の
方
向
定
位

の
中
心
」、「
私
と
相
互
に
交
流
す
る
」
自
我
と
い
う
現
象
が
私
に
与
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
感
情
移
入
に
よ
っ
て
と
い
う
の
が
、
シ
ュ

タ
イ
ン
の
回
答
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
情
移
入
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
こ
の
段
階
で
答
え
て
お
く
な
ら
ば
、「
異
他
的

な
心
の
生
と
い
う
現
象
」、
す
な
わ
ち
「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
を
私
に
与
え
る
作
用
、
こ
れ
こ
そ
が
感
情
移
入

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

異
他
的
な
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
こ
う
し
た
所
与
性
の
す
べ
て
は
、
異
他
的
な
体
験
す
る
は
た
ら
き
が
把
握
さ
れ
、
今
や
そ
の
語
に

付
着
し
て
い
る
す
べ
て
の
歴
史
的
伝
統
を
無
視
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
感
情
移
入
と
呼
ぼ
う
と
す
る
作
用
の
根
本
様
態
を
遡
示
し
て
い

る
（Stein

2008
:
13-4

）。

こ
う
し
て
現
象
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
移
入
論
は
、
現
象
学
の
研
究
の
道
行
き
に
忠
実
に
「
ジ
グ
ザ
グ
」（H

usserl1984
:
22

）
に

進
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、「
異
他
的
な
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
と
い
う
「
所
与
性
」
か
ら
「
異
他
的
な
体
験
す

る
は
た
ら
き
」
を
与
え
る
作
用
で
あ
る
感
情
移
入
の
分
析
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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二

感
情
移
入
と
は
何
で
な
い
か

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感
情
移
入
の
基
本
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
さ
ら
に
他
の
作
用
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
明
確
化

に
向
か
う
。「
こ
れ
〔
感
情
移
入
と
い
う
作
用
〕
は
、
純
粋
意
識
（
先
述
の
還
元
の
遂
行
後
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
領
野
）
の
他
の
作
用

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
最
も
よ
く
そ
の
特
色
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
」（Stein

2008
:
14

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
課
題
は
、

感
情
移
入
が
何
で
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
移
入
特
有
の
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
は
、
原
初
性
（O

riginarität

）
と
い
う
概
念
で
あ
る
（Stein

2008
:
15-6

）。
と
い
う
の
は
、
原
初
性
を
も

つ
か
ど
う
か
に
照
ら
し
て
感
情
移
入
と
い
う
純
粋
意
識
の
作
用
は
、
純
粋
意
識
の
他
の
作
用
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
さ
し
あ
た
り
外
的
知
覚
を
例
に
と
っ
て
原
初
性
を
説
明
し
て
い
る
（Stein

2008
:
14-5

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
外

的
知
覚
は
、
対
象
な
い
し
客
観
を
「
私
に
生
々
し
く
与
え
る
作
用
」
で
あ
り
、
外
的
知
覚
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
対
象
の
側
面
が
「
生
々

し
い
」
あ
る
い
は
「
原
初
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

外
的
知
覚
と
は
、
空
間
時
間
的
、
事
物
的
存
在
と
生
起
と
を
、
私
の
前
に
こ
こ
に
今
そ
れ
自
体
現
実
に
存
在
し
、
あ
れ
こ
れ
の
側
面

を
向
け
な
が
ら
、
私
に
生
々
し
く
与
え
る
作
用
を
表
す
名
称
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
私
の
方
を
向
い
て
い
る
側
面
は
、
特
殊
な
意

味
で
、
共
に
知
覚
さ
れ
て
は
い
る
が
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
な
い
側
面
と
比
較
し
て
、
生
々
し
く
あ
る
い
は
原
初
的
に
そ
こ
に
あ
る

（Stein
2008

:
14

）。
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な
る
ほ
ど
外
的
知
覚
は
空
間
的
対
象
を
一
挙
に
全
面
的
に
与
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
一
側
面
を
原
初
的
に
与
え
る
に
す
ぎ
ず
、
私

の
方
に
向
い
て
い
な
い
側
面
は
と
も
に
知
覚
さ
れ
て
は
い
る
が
、
原
初
的
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、
非
原
初
的
に
し
か
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
非
原
初
的
側
面
は
、
知
覚
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
例
え
ば
、
空
間
的
事
物
を
回
転
さ
せ

た
り
、
そ
の
周
り
を
回
っ
た
り
す
る
こ
と
で
新
た
な
側
面
が
私
の
方
に
向
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
痛
み
の
よ
う
な
心
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
外
的
知
覚
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
痛
み
の
よ
う
な
心

的
な
も
の
は
、
空
間
的
対
象
の
現
在
見
え
て
い
な
い
側
面
の
よ
う
に
知
覚
の
進
行
と
共
に
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。「
痛
そ
う
に
動
い
た
表
情
│
│
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
私
が
感
情
移
入
し
な
が
ら
痛
そ
う
に
動
い
た
表
情
と
し
て
統
握
す
る
顔

の
変
化
│
│
を
、
私
は
、
望
む
だ
け
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
理
的
に
は
け
っ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
痛
み
そ
の
も

の
が
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
『
方
向
定
位
』
に
い
た
る
こ
と
は
な
い
」（Stein

2008
:
14-5

）。
感
情
移
入
は
、
外
的
知
覚
と
は
異

な
り
、
痛
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
「
方
向
定
位
」、
換
言
す
れ
ば
、
痛
み
を
感
じ
て
い
る
心
的
な
も
の
を
原
初
的
に
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

「
痛
そ
う
に
動
い
た
表
情
」
の
よ
う
な
「
原
初
的
に
与
え
ら
れ
た
表
現
は
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
の
を
つ
ね
に
し
て
い
る
よ
う
に
│
│

『
共
に
与
え
ら
れ
る
も
の
』
自
体
と
し
て
、
今
存
在
す
る
現
実
と
し
て
現
に
あ
る
心
的
な
も
の
を
『
共
現
前
す
る
』」（Stein

2008
:

15

）。し
た
が
っ
て
、
感
情
移
入
は
外
的
知
覚
で
は
な
い
。「
体
験
自
体
の
把
握
と
し
て
の
感
情
移
入
は
外
的
知
覚
が
も
つ
性
格
を
も
た
な
い
」

（Stein
2008

:
15

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
移
入
が
原
初
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
欠
く
と
ま
で
は
言

う
こ
と
が
で
き
な
い
（Stein

2008
:
15

）。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
シ
ュ
タ
イ

ン
は
原
初
性
を
い
っ
そ
う
詳
細
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
。「
感
情
移
入
は
自
分
の
体
験
作
用
の
原
初
性
を
所
有
す
る
の
か
、
と
。
こ
の
問

い
の
答
え
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
な
る
前
に
、
原
初
性
の
も
つ
意
味
を
さ
ら
に
詳
細
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
」（Stein

2008
:
15

）。
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す
べ
て
の
自
分
固
有
の
現
在
的
体
験
（Erlebnisse

）
そ
の
も
の
は
原
初
的
で
あ
る
│
│
な
に
が
体
験
す
る
は
た
ら
き
（Erleben

）

そ
の
も
の
よ
り
も
原
初
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
体
験
が
原
初
的
に
与
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

〔
体
験
の
〕
内
実
に
応
じ
て
原
初
的
な
の
で
あ
る
。
想
起
、
予
期
、
空
想
は
客
観
を
生
々
し
く
現
在
的
に
面
前
に
し
て
お
ら
ず
、
そ

れ
〔
客
観
〕
を
た
だ
準
現
在
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
準
現
在
化
性
格
は
こ
う
し
た
作
用
の
内
在
的
本
質
契
機
で
あ
り
、
客
観

か
ら
獲
得
さ
れ
た
規
定
で
は
な
い
。
体
験
流
の
な
か
で
今
産
出
さ
れ
た
諸
々
の
世
界
と
し
て
こ
う
し
た
諸
々
の
体
験
は
原
初
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
〔
諸
々
の
体
験
〕
が
構
成
す
る
も
の
は
根
源
的
に
産
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
再
び
産
出
さ
れ
た
も
の
、

準
現
在
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
非
原
初
的
で
あ
る
（Stein

2008
:
15-6

）。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
体
験
す
る
は
た
ら
き
（Erleben

）
と
諸
々
の
体
験
（Erlebnisse

）
と
を
事
象
に
即
し

て
周
到
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
原
初
性
を
有
す
る
の
は
「
自
分
固
有
の
現
在
の
体
験
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
諸
々

の
体
験
す
べ
て
が
原
初
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
諸
々
の
体
験
の
な
か
で
「
自
分
固
有
」
と
「
現
在
的
」
と
い
う
二
つ
の
限

定
を
被
っ
た
体
験
で
あ
る
体
験
す
る
は
た
ら
き
こ
そ
が
原
初
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
体
験

す
る
は
た
ら
き
は
、
自
分
固
有
の
現
在
的
体
験
と
い
う
そ
の
内
実
に
応
じ
て
、
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
体
験
で
あ
り
か
つ
原
初
的
に

与
え
る
体
験
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
私
と
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
の
不
可
分
性
と
不
可
疑
性
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
分

固
有
の
現
在
的
体
験
の
も
つ
原
初
性
は
、
一
人
称
的
に
生
き
抜
か
れ
て
い
る
こ
と
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
⑺
。

か
く
し
て
原
初
性
の
厳
密
な
意
味
が
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
感
情
移
入
の
作
用
と
自
己
体
験
さ
れ
た

も
の
が
非
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
作
用
と
の
広
範
な
類
比
」（Stein

2008
:
16

）
を
通
し
た
感
情
移
入
の
明
確
化
に
取
り
組
む
の
で

あ
る
。
こ
の
「
自
己
体
験
さ
れ
た
も
の
が
非
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
作
用
」
と
は
、「
客
観
を
生
々
し
く
現
在
的
に
面
前
に
」
し
て
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お
ら
ず
、「
準
現
在
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
作
用
で
あ
る
と
さ
れ
る
想
起
、
予
期
、
空
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
か
じ

め
述
べ
て
お
け
ば
、
感
情
移
入
は
想
起
、
予
期
、
空
想
で
は
な
い
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
ま
ず
想
起
を
取
り
上
げ
る
。「
喜
び
の
想
起
は
準
現
在
化
す
る
は
た
ら
き
と
い
う
今
遂
行
さ
れ
る
作
用
と
し
て
原
初
的

で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
│
│
喜
び
│
│
は
非
原
初
的
で
あ
る
」（Stein
2008

:
16

）。
想
起
の
内
実
が
非
原
初
的
で
あ
る
と
は
「
原
初
的

で
は
な
く
、
生
々
し
く
現
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
生
き
生
き
と
し
て
い
た
も
の
と
し
て
あ
る
」（Stein

2008
:
16

）
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
想
起
は
措
定
性
格
を
も
ち
、
想
起
さ
れ
た
も
の
は
存
在
性
格
を
も
つ
」（Stein

2008
:
16

）。
そ
う
す
る
と
想
起
に
よ
っ
て
以

下
の
事
態
が
生
じ
る
。
想
起
す
る
自
我
は
、
想
起
に
よ
る
準
現
在
化
に
よ
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
体
験
内
実
を
志
向
的
客
観
と
し
て
捉
え
る
。

そ
れ
と
相
関
し
て
、
過
ぎ
去
っ
た
体
験
内
実
に
は
、
そ
の
過
ぎ
去
っ
た
体
験
内
実
の
主
観
で
あ
る
過
去
の
自
我
が
あ
る
。
こ
う
し
た
想
起

は
次
の
よ
う
な
事
態
を
発
現
さ
せ
る
。

そ
の
と
き
今
の
自
我
と
当
時
の
自
我
と
が
主
観
と
客
観
と
し
て
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
合
致
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
自
同
性
（Selbigkeit

）
の
意
識
は
あ
る
の
だ
が
。
し
か
し
、
こ
の
自
同
性
の
意
識
は
明
確
な
同
一
化
で
は
な
い
し
、

そ
の
う
え
原
初
的
な
想
起
す
る
自
我
と
非
原
初
的
な
想
起
さ
れ
る
自
我
と
の
間
に
は
区
別
が
あ
る
（Stein

2008
:
16

）。

な
る
ほ
ど
、
想
起
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
体
験
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
準
現
在
化
さ
れ
る
体
験
内
実
は
、
自
分
固
有
の
体
験
内

実
、
す
な
わ
ち
、
私
の
体
験
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
私
の
体
験
で
は
あ
っ
て
も
、
私
の
現
在
の
体
験
で
は
な
い
。
そ
う
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
非
原
初
的
な
体
験
な
の
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
体
験
内
実
を
想
起
し
て
い
る
自
我
と

過
ぎ
去
っ
た
体
験
内
実
の
自
我
は
、
同
じ
私
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
同
性
を
も
つ
が
、
こ
の
自
同
性
は
、
両
者
の
時
間
的
隔
た
り
に
よ
っ
て
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区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
両
者
が
「
明
確
な
同
一
化
」
に
至
る
こ
と
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
区
別
が
残

り
続
け
る
。

予
期
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
想
起
に
対
し
て
未
来
の
予
期
と
い
う
仕
方
で
方
向
の
逆
転
が
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
予
期

の
事
例
は
、
特
に
取
り
上
げ
る
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ほ
ど
に
並
行
的
で
あ
る
」（Stein

2008
:
17

）。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ュ
タ
イ
ン
は
予

期
を
ほ
と
ん
ど
素
通
り
し
て
、
空
想
の
分
析
に
向
か
う
。

私
は
、
空
想
体
験
の
な
か
で
生
き
な
が
ら
、
空
想
す
る
自
我
と
空
想
さ
れ
る
自
我
の
間
の
、
体
験
の
連
続
性
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る

時
間
的
隔
た
り
を
見
出
さ
な
い
。
…
…
だ
が
こ
こ
で
も
区
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
空
想
世
界
を
創
り
出
す
自
我
は

原
初
的
で
あ
り
、
そ
れ
〔
空
想
世
界
〕
の
な
か
で
生
き
る
自
我
は
非
原
初
的
で
あ
る
（Stein

2008
:
18

）。

想
起
す
る
自
我
と
想
起
さ
れ
る
自
我
の
間
に
は
体
験
の
連
続
性
に
よ
る
自
同
性
を
保
ち
な
が
ら
、
な
お
同
一
化
を
拒
む
時
間
的
隔
た
り

が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
空
想
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
時
間
的
隔
た
り
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
空
想
す
る
自
我
と
空
想

の
な
か
で
生
き
る
自
我
を
同
一
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
両
者
は
や
は
り
現
在
を
巡
る
原
初
性
と
非
原
初
性
に
よ
っ
て

区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
空
想
さ
れ
た
体
験
は
、
想
起
さ
れ
た
体
験
の
よ
う
に
現
実
の
体
験
の
準
現
在
化
で
は
な
い
。
空
想
さ
れ
た
体

験
の
現
在
は
、
客
観
的
時
間
の
な
か
に
占
め
る
べ
き
位
置
を
も
た
な
い
疑
似
時
間
の
な
か
の
疑
似
的
現
在
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

空
想
さ
れ
た
体
験
は
、
想
起
さ
れ
た
体
験
に
対
し
て
、
そ
れ
が
現
実
の
体
験
の
準
現
在
化
と
し
て
与
え
ら
れ
ず
、
現
在
的
体
験
の
非

原
初
的
な
形
式
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
現
在
的
」
は
客
観
的
時
間
の
今
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を
指
し
示
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
事
例
で
は
空
想
時
間
の
「
中
立
的
」
今
の
な
か
で
だ
け
客
観
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
験
さ
れ
た
時

間
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（Stein

2008
:
18

）。

こ
う
し
て
純
粋
意
識
の
諸
作
用
、
す
な
わ
ち
、
想
起
、
予
期
、
空
想
が
そ
れ
ぞ
れ
で
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
原
初
性
と
非
原

初
性
に
基
づ
い
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
目
論
見
は
、
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
後
の
純
粋
意
識
の
諸
作
用
の
検
討
を
通
し

て
、
す
な
わ
ち
、
感
情
移
入
が
何
で
な
い
の
か
を
示
す
こ
と
を
通
し
て
、
翻
っ
て
感
情
移
入
特
有
の
性
格
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
、
感
情
移
入
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
こ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

感
情
移
入
と
は
何
か

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感
情
移
入
と
い
う
作
用
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
か

ら
出
発
し
て
、
感
情
移
入
と
は
異
な
る
純
粋
意
識
の
諸
作
用
、
す
な
わ
ち
、
想
起
、
予
期
、
空
想
の
検
討
を
介
し
て
、
つ
い
に
感
情
移
入

の
明
確
化
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
や
感
情
移
入
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
現
在
の
体
験
と
し
て
原
初
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
〔
感

情
移
入
の
内
実
〕
を
純
粋
に
そ
れ
自
体
で
捉
え
、
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
共
に
「
共
所
与
性
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
内
実
に
応
じ
て
非
原
初
的
で
あ
る
作
用
が
問
題
で
あ
る
（Stein

2008
:
18-9

）⑻
。
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一
見
す
る
と
難
解
な
感
情
移
入
に
つ
い
て
の
こ
の
論
述
は
、
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
て
き
た
内
容
に
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
感
情
移
入
は
現
在
の
体
験
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
私
の
現
在
の
体
験
と
し
て
は
原
初
的
で
あ
る
。

で
は
、
感
情
移
入
作
用
の
内
実
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
こ
れ
も
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
感
情
移
入
は
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
外
的
知
覚
が
外
的
事
物
の
見
え
て
い
な
い
側
面
を
、
知
覚
が
進
行
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
い
ず
れ
は
原
初
的
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
非
原
初
的
な
も
の
、
原
理
的
に
は
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
な
非

原
初
的
所
与
性
と
し
て
、
そ
の
内
実
、
す
な
わ
ち
、「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
は
、
共
所
与
性
と
し
て
、
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
、
例
え
ば
、
異
な
る
主
観
の

身
体
が
共
現
前
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
け
っ
し
て
私
に
と
っ
て
原
初
性
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
特
異
な
所
与
性
で
あ
る
共
所

与
性
と
し
て
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
共
所
与
性
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
知
覚
の
場
合
の
よ
う
に
、
原
理
的
に
は
原
初
的

に
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
現
在
は
非
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
空
間
的
事
物
の
今
見
え
て
い
な
い
側
面
と
は
異
な
り
、
厳
格

な
意
味
で
は
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
異
他
的
主
観
に
と
っ
て
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
や

は
り
異
他
的
主
観
が
共
現
前
す
る
と
い
う
特
異
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
情
移
入
は
、

そ
の
内
実
で
あ
る
「
異
他
的
な
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
が
、
最
も
厳
密
な
意
味
で
私
に
と
っ
て
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
私
の
体
験
す
る
は

た
ら
き
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
内
実
に
照
ら
せ
ば
「
非
原
初
的
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
純
粋
に
、
つ
ま
り
、
共
所
与
性
と
い
う

そ
の
特
異
な
与
え
ら
れ
方
を
度
外
視
す
る
な
ら
ば
、「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
と
い
う
そ
の
内
実
が
、
あ
く
ま
で

共
所
与
性
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
厳
格
に
は
原
初
的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
非
原
初
的
と
い
う
性
格
を
感
情
移
入
に
帰
す
る
の
で
あ

る
。
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感
情
移
入
さ
れ
る
体
験
の
主
観
│
│
そ
し
て
、
そ
れ
は
自
分
固
有
の
体
験
の
想
起
、
予
期
、
空
想
に
対
し
て
基
本
的
に
新
し
い
も
の

で
あ
る
│
│
は
感
情
移
入
を
遂
行
す
る
の
と
同
じ
主
観
で
は
な
く
、
別
の
主
観
で
あ
り
、
両
者
は
分
離
し
て
お
り
、
そ
こ
〔
自
分
の

体
験
〕
で
の
よ
う
に
自
同
性
の
意
識
に
よ
っ
て
体
験
の
連
続
性
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
（Stein

2008
:
20

）。

私
、
す
な
わ
ち
、
感
情
移
入
を
遂
行
す
る
主
観
に
よ
っ
て
こ
の
感
情
移
入
さ
れ
る
体
験
の
主
観
は
、
こ
れ
ま
で
「
異
他
的
な
主
観
と
そ

の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
感
情
移
入
と
い
う
作
用
は
、
こ
こ
ま
で
感
情
移
入
と
比
較
対
照
さ
れ
て
き
た

想
起
、
予
期
、
空
想
な
ど
の
作
用
と
は
、
そ
れ
ら
が
総
じ
て
「
自
分
固
有
の
体
験
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
与
え
る
作
用
で
あ
っ
た
と
い

う
点
で
異
な
る
。
そ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
「
自
分
固
有
の
体
験
」
を
与
え
る
作
用
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
作
用
を
遂

行
す
る
主
観
と
そ
れ
ら
の
作
用
を
介
し
て
与
え
ら
れ
る
体
験
と
が
「
自
同
性
の
意
識
」
に
よ
る
連
続
性
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
感
情
移
入
が
与
え
る
の
は
「
感
情
移
入
さ
れ
る
体
験
の
主
観
」、
す
な
わ
ち
、
感
情
移
入
を
遂
行
す
る
の
と
は
「
別
の
主

観
」
で
あ
り
、「
両
者
は
分
離
し
て
お
り
」、
そ
れ
ゆ
え
に
両
者
の
間
に
自
同
性
の
意
識
は
成
立
し
て
い
な
い
。
翻
っ
て
言
え
ば
、
感
情
移

入
が
遂
行
さ
れ
て
も
自
他
の
差
異
は
維
持
さ
れ
つ
ね
に
意
識
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
私
が
感
情
移
入
す
る
こ
と

を
他
の
主
観
の
喜
び
を
例
に
し
て
説
明
す
る
。

そ
し
て
、
私
は
、
他
者
の
か
の
喜
び
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
初
的
な
喜
び
を
感
じ
は
せ
ず
、
そ
れ
〔
他
者
の
喜
び
〕

は
私
の
自
我
か
ら
生
き
生
き
と
湧
き
出
る
の
で
は
な
く
、
想
起
さ
れ
た
喜
び
の
よ
う
な
昔
生
き
生
き
と
し
て
い
た
と
い
う
性
格
も
ま

た
も
た
ず
、
な
お
い
っ
そ
う
わ
ず
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
の
生
な
し
に
単
に
空
想
さ
れ
た
喜
び
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
の
他
の
主
観

が
原
初
性
を
も
つ
の
で
あ
り
、
私
は
こ
の
原
初
性
を
体
験
し
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
〔
他
の
主
観
〕
か
ら
湧
き
出
る
喜
び
は
原
初
的
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な
喜
び
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
は
そ
れ
を
原
初
的
な
喜
び
と
し
て
体
験
し
は
し
な
い
け
れ
ど
も
（Stein

2008
:
20

）。

感
情
移
入
す
る
私
の
主
観
は
、
な
る
ほ
ど
他
の
主
観
が
原
初
性
を
も
つ
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
他
の
主
観
の
原
初
的
体
験
が
自
分
固
有
の
原
初
的
体
験
で
な
い
こ
と
も
ま
た
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
は
感
情
移
入
が
向
か

う
他
の
主
観
と
い
う
現
象
の
も
つ
の
特
異
さ
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
感
情
移
入
に
よ
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
る
非
原
初
的

な
も
の
は
、
単
に
非
原
初
的
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
他
の
主
観
に
と
っ
て
の
原
初
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

私
の
非
原
初
的
な
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
な
か
で
私
は
、
い
わ
ば
私
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
て
い
な
い
が
現
に
あ
り
、
私
の
非
原
初
的

な
体
験
す
る
は
た
ら
き
の
な
か
で
告
示
さ
れ
る
原
初
的
な
も
の
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
こ
う
し
て
感
情
移
入
の
な

か
に
は
あ
る
種
の
独
特
な
経
験
す
る
作
用
（eine

A
rterfahrender

A
kte
suigeneris

）
が
あ
る
（Stein

2008
:
20

）。

感
情
移
入
は
、
他
の
主
観
の
原
初
性
、
他
の
主
観
に
と
っ
て
原
初
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
私
に
と
っ
て
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な

い
非
原
初
的
な
も
の
を
共
所
与
性
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、「
異
な
る
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
の
全
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
異
他

的
意
識
と
し
て
私
に
与
え
る
⑼
。
し
か
し
ま
た
、
感
情
移
入
は
、
作
用
、
想
起
、
予
期
、
空
想
と
い
っ
た
他
の
作
用
と
は
区
別
さ
れ
、
そ

れ
ら
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
感
情
移
入
と
は
、
自
分
固
有
の
体
験
を
与
え
る
諸
々
の
作
用
と
は
異
な
り
、
他
の

主
観
の
原
初
性
を
非
原
初
的
に
共
所
与
性
と
し
て
私
に
与
え
る
「
あ
る
種
の
独
特
な
経
験
す
る
作
用
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
シ
ュ

タ
イ
ン
は
感
情
移
入
を
こ
う
定
式
化
し
て
い
る
。「
感
情
移
入
は
、
異
他
的
意
識
一
般
に
つ
い
て
の
経
験
」（Stein

2008
:
20

）
で
あ
る
、

と
⑽
。
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む

す

び

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
現
象
学
と
し
て
、
師
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
忠
実
に
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
に
よ
っ
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
遮

断
・
還
元
し
、
純
粋
意
識
に
と
っ
て
の
現
象
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
、
私
の
意
識
と
そ
の

相
関
者
と
し
て
の
現
象
的
世
界
と
が
獲
得
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
現
象
的
世
界
に
は
、
私
と
同
じ
よ
う
に
現
象
的
世
界
の
方
向
定
位
の
中

心
と
し
て
異
他
的
な
主
観
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
移
入
と
い
う
概
念
は
、
こ
う
し
た
現
象
学
的
枠
組
み
の
な
か
で
展

開
さ
れ
て
い
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
感
情
移
入
論
に
と
っ
て
、
現
象
学
的
枠
組
み
の
な
か
で
原
初
性
と
い
う
概
念
が
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
体
験
と
の

区
別
と
相
俟
っ
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
自
分
固
有
と
現
在
的
と
い
う
二
つ
の
規
定
を
具
え
た
体
験
が
体
験
す
る
は
た
ら
き
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
自
分
固
有
の
現
在
的
体
験
が
原
初
性
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
自
他
の
差

異
を
維
持
し
続
け
る
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
移
入
概
念
の
特
徴
が
際
立
た
さ
れ
る
。
ま
た
原
初
性
概
念
を
顧
慮
し
な
が
ら
の
想
起
、
予
期
、

空
想
の
よ
う
な
他
の
作
用
と
の
比
較
を
通
し
て
、
感
情
移
入
の
明
確
化
が
図
ら
れ
る
。

感
情
移
入
は
、
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
と
を
与
え
る
作
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
そ
れ
ら
が
与
え
ら
れ

る
仕
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
再
び
ま
た
原
初
性
が
前
景
に
現
れ
る
。
原
理
的
に
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
異
他
的
主
観
は
ど
の
よ
う
に
し
て
私
に
与
え
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
う
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
情
移
入
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
こ
と
は
、
異
他
的
主
観
に
と
っ
て
原
初
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
感
情
移
入
を
遂
行
す
る
主
観
に
と
っ
て
原
初
的
に
与
え
ら

れ
は
し
な
い
が
、
し
か
し
単
に
非
原
初
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
共
現
前
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
情
移
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入
に
よ
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
原
初
性
を
欠
く
と
い
う
意
味
で
は
非
原
初
的
で
あ
る
が
、
単
に
非
原
初
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
他
の
主
観
に
と
っ
て
原
初
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
異
な
在
り
方
の
ゆ
え
に
、
共
所
与
性
と
し
て
与
え
ら
れ
る
、
と
。
し
た
が
っ

て
、
感
情
移
入
は
他
の
作
用
と
区
別
さ
れ
る
「
あ
る
種
の
独
特
な
経
験
す
る
作
用
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
論
考
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
移
入
概
念
の
基
本
的
な
性
格
の
明
確
化
に
ま
で
は
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
シ
ュ
タ
イ

ン
が
展
開
す
る
感
情
移
入
論
全
体
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
と
し
て
の
「
異
他
的
意
識
一
般
に
つ
い
て
の
経
験
」
と
い
う
性
格

づ
け
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
い
え
、
こ
こ
で
の
考
察
は
な
お
導
入
的
な
説
明
に
留
ま
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
本
論
考
が
主
題

と
し
た
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
第
二
章
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
に
忠
実
な
展
開
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
続
く
第
三
章
と
第
四
章
で
展
開
す
る
心
理
物
理
的
個
体
や
精
神
的
人
格
に
つ
い
て
の
分
析
こ
そ
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
本
来
の

目
的
で
あ
り
（M

oran
2004

:
303-4

）、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
全
体
の
分
析
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
異
他
的
意
識
一
般
に
つ
い
て
の
経

験
」
と
し
て
の
シ
ュ
タ
イ
ン
の
感
情
移
入
概
念
の
適
切
な
理
解
と
そ
の
理
論
的
可
能
性
の
解
明
が
可
能
と
な
る
。
本
論
考
は
、
そ
う
し
た

さ
ら
な
る
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
最
初
の
階
梯
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
残
さ
れ
た
課
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
す
で
に
近
年
の
多
く
の

研
究
が
取
り
組
ん
で
い
る
現
代
の
共
感
論
と
い
う
大
き
な
問
題
構
制
に
対
す
る
現
象
学
の
寄
与
可
能
性
を
照
明
す
る
こ
と
に
ほ
か
ら
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

註
引
用
文
中
の
〔

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
ま
た
、
原
文
の
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
者
と
し
て
の
エ
デ
ィ
ッ
ト
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
カ
ー
ニ
ョ
に
よ
る
優
れ
た
概
説
書
が
あ
る
（C

alcagno
2014

）。
そ
こ
で
は
、
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現
象
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
意
義
と
共
に
現
代
的
関
心
と
の
関
連
づ
け
が
手
際
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。

⑵

シ
ュ
タ
イ
ン
を
主
題
と
す
る
論
文
集
が
近
年
陸
続
と
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
以
下
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。B

eckm
ann-Zöller

and

G
erl-Falkovitz

2006
;
Szanto

and
M
oran

2015
;
Speer

and
R
egh

2016
;
M
agrìand

M
oran

2017
;
R
eyes-G

acitúa
and

C
alcagno

2020.
⑶

例
え
ば
、
そ
う
し
た
他
者
の
心
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。A
vram

ides
2001

;
A
vram

ides
and

Parrott2019.

⑷

フ
ッ
サ
ー
ル
の
指
導
の
下
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
執
筆
さ
れ
た
博
士
論
文
は
、
第
一
章
に
歴
史
的
な
考
察
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
一
九
一
七
年

に
公
刊
さ
れ
た
『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
は
、
そ
の
基
に
な
っ
た
博
士
論
文
の
う
ち
の
第
二
章
、
第
三
章
、
第
四
章
か
ら
な
っ
て
い
る
し

た
が
っ
て
、
現
行
の
全
集
版
も
前
書
き
に
続
く
第
一
章
を
欠
き
、
第
二
章
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

⑸

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
前
書
き
で
、『
感
情
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
』
の
基
に
な
る
博
士
論
文
の
執
筆
の
際
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「『
イ
デ
ー
ン
』
の
第

二
部
の
た
め
の
草
稿
」（
現
在
の
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
四
巻
で
あ
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』）
を
閲
覧
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

そ
こ
で
感
情
移
入
を
主
題
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
（H

usserl1952
:
162-72

）。
そ
の
上
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
近
さ
に
つ
い
て
こ
う

語
っ
て
い
る
。「
私
の
研
究
の
問
題
設
定
と
方
法
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
教
授
か
ら
受
け
取
っ
た
示
唆
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
」

（Stein
2008

:
V
f.

）。

⑹

こ
う
し
た
シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
我
論
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Zahavi2014

:
78-87.

そ
こ
で
は
体
験
す
る
自
我
、
す
な
わ
ち
、
純
粋

自
我
が
具
体
的
内
容
、
つ
ま
り
深
み
を
欠
く
こ
と
が
「
純
粋
で
あ
る
が
貧
困
」（Zahavi2014

:
83

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

⑺

こ
こ
で
のErleben

とErlebnisse

の
区
別
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
内
的
時
間
意
識
の
分
析
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
て
以
来
、
現
象
学
的
思
考

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
ち
、
そ
れ
は
感
情
移
入
に
つ
い
て
の
明
確
な
理
解
の
た
め
に
も
枢
要
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
も
ま
た
こ
の
両

者
の
区
別
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
講
義
と
時
間
意
識
に
つ
い
て
の
分
析
を

実
質
的
に
編
集
し
た
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
（H

usserl1966
:
5

）。
さ
ら
に
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
「
意
識
の
遍
在
的
一
人
称
性
」
と
「
変
化

す
る
体
験
の
複
数
性
」
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
る
（Zahavi2014

:
65-66

）。

⑻

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
箇
所
が
こ
う
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
そ
し
て
、
こ
の
内
実
は
ふ
た
た
び
ま
た
、
想
起
、
予
期
、
空
想
の
よ
う

な
い
ろ
い
ろ
な
遂
行
形
式
で
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
体
験
で
あ
る
」（Stein

2008
:
19

）。「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」

は
、
様
々
な
作
用
の
内
実
で
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
を
与
え
る
基
礎
的
な
作
用
は
、

感
情
移
入
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
内
実
と
し
て
の
「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
が
想
起
、
予
期
、
空

想
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
作
用
の
内
実
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。「
異
他
的
な
主
観
と
そ
の
体
験
す
る
は
た
ら
き
」
は
感
情
移
入
を
基
礎
と
す

感情移入とは何であり、何でないのか ― ６２ ―



る
多
層
的
な
作
用
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
豊
か
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
異
他
的
意
識
一
般
に
つ
い
て
の
経
験
」（Stein

2008
:
20

）
と
し
て
の
感
情
移
入
、
多
層
的
作
用
の
複
合
と
し
て
の
感
情
移
入
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
本
論

考
の
範
囲
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

⑼

シ
ュ
タ
イ
ン
は
他
の
主
観
の
原
初
性
が
原
初
的
に
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
、
神
に
と
っ
て
さ
え
空
間
的
事
物
が
現
出
を
通
し
て
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
明
を
思
い
出
さ
せ
る
仕
方
で
（H

usserl1976
:

351

）、「
神
に
と
っ
て
も
人
間
の
体
験
は
、
自
分
固
有
の
体
験
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
同
じ
種
類
の
所
与
性
を
受
け
取
る
こ
と
も
な
い
」（Stein

2008
:
20

）
と
述
べ
て
い
る
。

⑽

さ
ら
に
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
感
情
移
入
を
、
他
の
主
観
の
原
初
性
に
つ
い
て
の
「
体
験
」
で
は
な
く
「
異
他
的
意

識
一
般
に
つ
い
て
の
経
験
」
あ
る
い
は
「
独
特
の
あ
る
種
の
経
験
す
る
作
用
」
と
呼
び
、
体
験
と
経
験
と
を
慎
重
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
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