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主
知
主
義
と
現
象
学
の
関
係
：

デ
カ
ル
ト
、
ラ
ニ
ョ
ー
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
『
非
反
省
的
な
も
の
』
に
即
し
て

山
本
り
り
こ

序

　

知
覚
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
哲
学
が
何
を
語
り
う
る
の
か
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
問
い
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
生
理
学
が
発
展
し
、
以
降
は
知
覚
論
も
医
学
的
・
生
理
学
的
所
見
を
取
り
入
れ

な
が
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
で
、
注
意
や
判
断
と
い
う
精
神
の
は
た
ら
き
を
強
調
し
、
精
神
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
与
え

る
伝
統
的
な
知
覚
論
も
根
強
く
存
在
し
続
け
た
。
知
覚
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
生
理
学
や
医
学
が
発
達
し
て
も
な
お
探
求
が
続
け
ら

れ
る
問
い
で
あ
り
、
こ
の
探
求
の
営
み
の
う
ち
に
は
、
人
間
が
生
に
お
い
て
何
を
重
視
す
る
の
か
と
い
う
根
本
的
か
つ
普
遍
的
な
問

題
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
論
で
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
（
一
九
〇
八
―
一
九
六
一
）
が
『
知
覚
の
現
象
）
1
（

学
』
で
主
知
主
義
の
知
覚
に
つ
い
て
の
反
省
的
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分
析
を
批
判
的
に
論
じ
る
箇
所
を
手
が
か
り
に
、
主
知
主
義
に
よ
る
知
覚
の
反
省
的
分
析
に
お
け
る
判
断
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に

す
る
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
主
知
主
義
批
判
は
主
に
、
主
知
主
義
の
知
覚
論
が
知
覚
＝
判
断
と
い
う
構
図
を
と
る
こ
と
で
非
反
省

的
な
事
柄
を
取
り
逃
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
か
ら
成
る
。
本
論
で
は
知
覚
に
お
け
る
判
断
に
つ
い
て
の
記
述
に
着
目
し
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
と
デ
カ
ル
ト
の
『
省
）
2
（

察
』
及
び
ラ
ニ
ョ
ー
の
『
名
講
義
集
』
所
収
の
「
知
覚
に
つ
い
て
の
講
）
3
（

義
」
の
テ
ク
ス

ト
と
を
突
き
合
わ
せ
、
主
知
主
義
の
知
覚
論
の
輪
郭
を
明
確
化
す
）
4
（

る
。

　

知
覚
論
は
往
々
に
し
て
現
象
学
以
前
／
現
象
学
以
降
と
い
う
分
断
の
も
と
に
語
ら
れ
る
が
、
本
論
で
は
そ
う
し
た
単
純
な
線
引
き

を
行
う
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
知
主
義
の
哲
学
の
う
ち
に
萌
芽
的
に
含
ま
れ
て
い
た
、
現
象
学
的
な
問
題
意
識
へ

と
つ
な
が
る
記
述
を
読
み
解
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
主
知
主
義
か
ら
現
象
学
へ
と
向
か

う
際
、
ど
の
よ
う
な
点
が
共
通
の
問
題
意
識
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
一
助
と
な
る
。

　

具
体
的
な
論
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
の
位
置
付
け
と
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
主
知
主
義
の
知
覚
の

反
省
的
分
析
へ
の
批
判
の
射
程
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
知
覚
の
現
象
学
』
序
論
の
第
三
節
「〈
注
意
〉
な
る
も
の
、

お
よ
び
〈
判
断
〉
な
る
も
の
」
は
、
第
一
章
以
降
で
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
現
象
学
的
な
観
点
か
ら
知
覚
を
具
体
的
に
論
じ
る
に
あ

た
り
、
現
象
学
が
前
世
代
の
知
覚
論
か
ら
受
け
取
っ
た
課
題
や
、
乗
り
越
え
る
べ
き
点
が
明
確
に
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
主
に
知
覚
＝
判
断
と
す
る
主
知
主
義
の
反
省
的
分
析
が
批
判
対
象
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
一
言
に
「
主
知
主
義
」
と
い
っ
て
も
、

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
と
り
わ
け
着
目
す
る
の
は
デ
カ
ル
ト
（
一
五
九
六
―
一
六
五
〇
）
と
ラ
ニ
ョ
ー
（
一
八
五
一
―
一
八
九
四
）
の

知
覚
論
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
り
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
自
ら
彼
ら
を
主
知
主
義
の
枠
組
み
に
収
め
る
一
方

で
、
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
絶
対
的
な
意
識
の
下
に
あ
る
非
反
省
的
な
も
の
の
存
在
を
読
み
取
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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そ
の
た
め
、
主
知
主
義
の
知
覚
に
つ
い
て
の
反
省
的
分
析
に
対
す
る
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
指
摘
に
は
、
批
判
的
な
指
摘
と
肯
定

的
な
指
摘
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

　

批
判
的
な
指
摘
は
、
知
覚
＝
判
断
と
す
る
こ
と
で
、
知
覚
の
出
発
点
で
あ
っ
た
感
覚
や
感
性
的
光
景
、
見
え
て
い
る
現
象
そ
の
も

の
に
意
味
を
与
え
る
始
原
的
な
作
用
、
さ
ら
に
は
知
覚
し
て
い
る
私
を
捉
え
損
な
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
主
知
主
義
の
中
で
も
デ
カ
ル
ト
や
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
論
に
は
、
非
反
省
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
肯
定
的
な
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
非
反
省
的
な
も
の
を
積
極
的
に
は

0

0

0

0

0

認
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
反
省
的
分
析
の
あ
り
方
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
取
る
一
方
で
、
積
極
的
に
で
は
な
い
が
非
反
省
的
な
も
の
を
認
め
よ
う
と

し
て
い
た
主
知
主
義
の
姿
勢
に
は
肯
定
的
な
評
価
も
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一　

反
省
的
分
析
に
お
け
る
判
断
と
非
反
省
的
な
も
の
の
関
係

―
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
へ
の
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
批
判
か
ら
―

　

第
一
章
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
反
省
的
分
析
に
つ
い
て
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
す
る
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。
主
知
主
義
批
判
の

文
脈
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
ラ
ニ
ョ
ー
を
デ
カ
ル
ト
の
知
覚
論
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
と
位
置
付
け
る
。
そ
の
た
め
、

デ
カ
ル
ト
が
ど
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
、
そ
れ
に
対
し
て
メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
が
何
を
指
摘
し
た
の
か
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
、

二
章
で
扱
う
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
論
を
理
解
す
る
一
助
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
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一
―
一　

判
断
の
担
う
役
割
お
よ
び
知
覚
＝
判
断
と
す
る
反
省
的
分
析
の
問
題
点

　

本
節
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
の
記
述
に
対
す
る
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
指
摘
を
も
と
に
、
知
覚
＝
判
断
と
す
る
反
省
的
分

析
が
何
を
捉
え
損
ね
る
の
か
、
そ
し
て
知
覚
＝
判
断
と
い
う
構
図
に
お
い
て
判
断
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
か
を
明
確
化
す
る
。

　
「
第
二
省
察
」
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
火
を
付
け
る
前
後
の
蜜
蝋
で
は
色
や
形
、
香
り
や
固
さ
な
ど
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
、

な
ぜ
ひ
と
は
そ
れ
を
同
じ
蜜
蝋
と
し
て
認
識
し
う
る
の
か
、
そ
し
て
窓
か
ら
み
え
る
人
間
た
ち
は
帽
子
と
衣
服
を
羽
織
っ
て
い
る
の

に
、
な
ぜ
ひ
と
は
そ
れ
を
衣
服
を
纏
っ
た
自
動
機
械
と
し
て
で
は
な
く
人
間
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
、
こ

れ
ら
の
認
識
の
根
拠
に
判
断
を
措
定
す
る
。「
目
で
見
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
、
私
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
判
断
に
よ
っ
て

の
み
理
解
し
て
い
）
5
（

る
」
と
い
う
文
言
が
示
す
と
お
り
、
デ
カ
ル
ト
の
知
覚
論
で
は
「
見
て
い
る
」
対
象
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
そ
れ
ら

を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
で
あ
）
6
（

る
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
知
覚
と
は

判
断
す
る
こ
と
だ
、
と
す
る
立
場
を
と
る
場
合
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
も
の
、
お
よ
び
知
覚
＝
判
断
と
い
う
構
図
で
知
覚
を
理
解
す

る
場
合
、
判
断
が
担
う
役
割
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

〔
デ
カ
ル
ト
の
〕
蜜
蝋
の
断
片
に
つ
い
て
の
有
名
な
分
析
に
し
て
も
、
匂
い
や
色
や
味
の
性
質
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
自
身
や

は
り
知
覚
さ
れ
た
対
象
の
彼
岸
に
あ
る
無
限
の
形
態
と
位
置
の
能
力
と
い
っ
た
も
の
に
ま
で
飛
躍
し
て
し
ま
っ
た
し
、
こ
う
し

て
物
理
学
者
の
対
象
と
し
て
の
蜜
蝋
し
か
定
義
し
な
か
っ
た
。
…
…
今
私
が
窓
か
ら
見
て
い
る
人
間
た
ち
は
、
彼
ら
の
帽
子
や

コ
ー
ト
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
像
は
、
私
の
網
膜
の
上
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
ゆ
え
に
私
は
、
彼
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ら
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
そ
こ
に
い
る
と
判
断
し
て
い
る
わ
け
だ
。
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
知
覚
は
、
感
性
が
身

体
的
刺
激
に
応
じ
て
提
供
し
て
く
る
諸
標
識
に
つ
い
て
の
一
つ
の
〈
解
釈
〉
だ
、
精
神
が
「
そ
れ
ら
諸
印
象
を
自
ら
に
説
明
す

る
た
め
に
」
作
り
出
す
一
つ
の
〈
仮
説
〉
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
）
7
（

る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
判
断
の
方
も
、
知
覚
が
網
膜
上
の
印
象

を
超
え
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
も
は
や
真
正
な
反
省
に
よ
っ
て
内
面
的
に
把
握
さ
れ
た
知

覚
作
用
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
や
め
て
、
身
体
の
提
供
せ
ぬ
も
の
を
提
供
す
る
任
を
持
っ
た
、
知
覚
の
単
な
る
一
〈
因
子
〉

（facteur

）
と
な
っ
て
し
ま
）
8
（

う
。

　

知
覚
は
精
神
の
は
た
ら
き
で
あ
る
判
断
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
な
い
し
は
知
覚
と
は
判
断
（
＝
解
釈
）
で
あ
る
、
と
断
言
す
る
こ

と
は
、
対
象
を
知
的
構
成
の
産
物
と
し
て
絶
対
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
判
断
が
担
っ
て
い
る
の
は
、
知

覚
を
可
能
に
す
る
の
に
感
覚
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
網
膜
上
の
印
象
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
な
い
部
分
を
説
明
す
る
た
め

の
「
仮
説
」
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
主
知
主
義
の
知
覚
論
で
は
「
感
覚
す
る
こ
と
」
そ
れ
自
体
を
捉
え
損
ね
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
先
の
引
用
に
続
く
箇
所
で
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
知
覚
主
体
お
よ
び
私
以
外
の
知
覚
主
体
の
精
神
に
も
妥
当
す
る
よ
う
な
仮

説
を
立
て
る
こ
と
を
目
指
す
「
判
断
」
と
、
現
れ
そ
れ
自
体
に
身
を
任
せ
、
そ
れ
自
体
を
所
有
し
た
り
そ
の
真
理
を
知
ろ
う
と
し
た

り
は
し
な
い
「
感
覚
」
と
が
、
主
知
主
義
の
知
覚
論
に
お
い
て
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
）
9
（
る
。
主
知
主
義
の
知
覚

論
は
、
単
に
感
覚
で
尽
く
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
は
常
に
判
断
が
あ
る
と
措
定
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
判
断
が
存
在
す
る

こ
と
を
示
唆
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
そ
れ
自
体
を
否
認
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
）
10
（

る
。
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主
知
主
義
の
知
覚
論
に
お
い
て
知
覚
の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
判
断
は
、
仮
説
を
立
て
る
役
割

を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
知
覚
の
一
〈
因
子
〉」、
す
な
わ
ち
知
覚
の
構
築
要
素
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
）
11
（

う
。
デ
カ
ル
ト
の
知
覚
の

分
析
で
は
、
精
神
が
も
ろ
も
ろ
の
所
与
の
う
ち
か
ら
少
し
ず
つ
全
体
の
意
味
を
見
出
し
て
い
く
は
た
ら
き
に
重
点
が
置
か
れ
る
が
、

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
が
重
視
す
る
の
は
む
し
ろ
、
も
ろ
も
ろ
の
所
与
を
む
す
び
つ
け
る
意
味
さ
え
も
一
挙
に
想
像
し
て
し
ま
う
作
用
、

所
与
が
意
味
を
持
つ
と
い
う
事
実
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
作
用
（
＝
知
覚
の
原
初
的
な
作
）
12
（
用
）
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
主
知

主
義
が
感
性
的
な
も
の
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
に
専
念
し
た
一
方
で
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
一
歩
手
前
に
あ
る
、
そ
も
そ

も
感
性
的
な
も
の
が
意
味
を
持
つ
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
問
い
へ
と
さ
ら
に
歩
み
を
進
め
る
。
主
知
主
義
は
現
象
学
に
と
っ
て

「
乗
り
越
え
る
べ
き
も
の
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
意
味
を
有
し
て
い
る
が
、
次
節
で
は
さ
ら
に
、
主
知
主
義
の
知
覚
論
に
お
い
て
現
象

学
的
問
い
と
根
底
で
つ
な
が
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
く
。

一
―
二　

反
省
的
分
析
に
お
け
る
判
断
と
非
反
省
的
な
も
の
の
関
係

　

先
の
節
で
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
主
知
主
義
が
知
覚
＝
判
断
と
す
る
こ
と
で
何
を
見
落
と
す
の
か
を
批
判
的
な
考
察
を
手
が
か

り
に
探
っ
た
が
、
本
節
で
は
そ
う
い
っ
た
主
知
主
義
の
知
覚
論
に
お
い
て
非
反
省
的
な
も
の
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
デ
カ
ル
ト
の
主
知
主
義
批
判
に
お
け
る
、
あ
る
種
の
肯
定
的
な
記
述
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
デ
カ
ル
ト
の
「
第
六
省
察
」
に
着
目
し
、
デ
カ
ル
ト
の
知
覚
論
に
お
い
て
は
、
判
断
は
知
覚
を
真
に
構
成

す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
再
＝
構
）
13
（

成
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
点
、
そ
し
て
判
断
が
自
然
の
贈
与
と
し
て
考
え
ら
れ
て
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い
た
点
を
指
摘
す
る
。

知
覚
と
は
一
つ
の
判
断
だ
が
、
し
か
し
そ
の
根
拠
を
知
ら
な
い
判
断
）
14
（

だ
、
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
知
覚
さ
れ
た
対
象

は
そ
の
可
知
的
法
則
性
を
わ
れ
わ
れ
が
把
握
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
全
体
と
し
て
、
統
一
体
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
蜜
蝋
は
初
め
か
ら
一
つ
の
柔
軟
で
変
わ
り
や
す
い
延
長
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自
然
的

判
断
は
「
い
か
な
る
理
由
を
も
考
え
た
り
検
討
し
た
り
す
る
暇
を
持
た
な
い
」
と
語
る
こ
と
で
デ
カ
ル
ト
が
了
解
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
は
、
判
断
の
名
の
下
に
デ
カ
ル
ト
が
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
意
味
の
構
成
を
目
指
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
と
い
う
の

は
知
覚
そ
の
も
の
に
先
立
っ
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
か
ら
由
来
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
）
15
（

る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
）
16
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
と
、
デ
カ
ル
ト
の
反
省
的
分
析
に
お
い
て
蜜
蝋
の
断
片
の
可
知
的
法
則
性
お
よ
び
可
知
的
な
構
造
は
絶

対
的
な
判
断
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
が
既
に
統
一
体
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
法
則
性
や
構
造
を

再
＝
構
成
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
了
解
作
用
は
非
反
省
的
な
も
の
に
対

す
る
反
省
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
実
上
で
も
権
利
上
で
も
非
反
省
的
な
も
の
を
す
っ
か
り
汲
み
尽
く
し
て
し

ま
う
わ
け
で
は
な
）
17
（
い
」
と
い
う
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
一
方
で
は
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
他
方
で
、
こ
う
し
た
判
断
以
前
に
「
全
体
と
し
て
、
統
一
体
と
し
て
」
与
え
ら
れ
た
非
反
省
的
な
も
の
は
、
主
知
主
義
に

お
い
て
は
反
省
に
よ
っ
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
こ
と
か
ら
、
反
省
の
外
に
あ
る
不
可
知
の
項
と
し
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
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い
う
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
不
可
知
的
な
も
の
は
反
省
に
よ
っ
て
遡
行
的
に
了
解
さ
れ
、
結
局
そ
れ
は
不
可
知
の
項
と
し
て
反
省
の

0

0

0

外
に

0

0

措
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
全
て
は
反
省
に
よ
っ
て
絡
め
取
ら
れ
、
判
断
と
い
う
項
目
の
う
ち
に
汲
み
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

デ
カ
ル
ト
の
知
覚
論
に
お
け
る
こ
う
し
た
矛
盾
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
「
第
二
省
察
」
と
「
第

六
省
察
」
に
お
け
る
記
述
の
相
違
か
ら
も
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
第
一
節
で
既
に
見
た
よ
う
に
、「
第
二
省
察
」
で
は
蜜

蝋
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
物
体
の
本
質
は
感
覚
や
想
像
で
は
な
く
、
精
神
の
洞
察
（
＝
判
断
）
に
よ
っ
て
の
み
明
証
的
に
認
識
さ
れ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
感
覚
的
な
も
の
は
懐
疑
に
付
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
知
覚
す
る
こ
と
は
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
こ

と
が
明
確
に
断
言
さ
れ
て
い
た
。
一
方
で
、「
第
六
省
察
」
で
は
様
相
が
異
な
り
、
純
粋
悟
性
の
明
証
性
が
揺
ら
ぐ
よ
う
な
記
述
が

散
見
さ
れ
）
18
（

る
。
例
え
ば
、「
第
二
省
察
」
で
は
明
確
に
懐
疑
の
対
象
で
あ
っ
た
感
覚
的
な
も
の
は
、
必
ず
し
も
全
て
が
懐
疑
に
付
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ま
や
、
私
自
身
と
私
の
起
源
の
作
者
と
を
よ
り
よ
く
知
り
始
め
る
に
及
ん
で
、
私
は
、
感
覚
か
ら
得
る
と
思
わ
れ
る

も
の
の
す
べ
て
を
軽
々
し
く
認
め
る
べ
き
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
、
そ
の
す
べ
て
を
懐
疑
に
付
す
べ
き
で
も
な

い
と
考
え
）
19
（

る
。

　

こ
う
し
た
記
述
の
変
化
は
、「
第
六
省
察
」
の
最
終
文
に
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
第
六
省
察
」
は
「
行
為
す
べ
き
こ
と
が

ら
の
必
要
性
は
、
そ
う
し
た
綿
密
な
吟
味
の
猶
予
も
許
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
人
間
の
生
活
が
個
別
的
な
事
物
に
関
し
て
、
し
ば
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し
ば
誤
謬
に
陥
り
易
い
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
弱
さ
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
）
20
（

い
」
と
い
う
言
葉
で

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
竹
内
芳
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
単
に
デ
カ
ル
ト
の
弱
み
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
デ

カ
ル
ト
が
純
粋
悟
性
の
明
証
性
を
貫
こ
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
〈
生
の
世
界
〉
を
無
視
す
ま
い
と
し
た
と
こ
ろ
に

注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
し
た
記
述
の
う
ち
に
、
他
の
主
知
主
義
と
は
異
な
る
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
あ
る
種

の
偉
大
さ
を
見
出
し
て
い
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
）
21
（

る
。

　

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
精
神
に
よ
る
判
断
の
明
証
性
を
強
調
す
る
一
方
で
、
自
ら
の
知
覚
論
で
は
取
り
逃
す
可
能
性
の
あ
る
非
反
省

的
な
も
の
を
明
確
に
認
め
て
い
た
が
、
非
反
省
的
な
も
の
が
け
っ
き
ょ
く
は
反
省
の
う
ち
に
収
め
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
矛
盾
が

生
じ
て
い
た
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
デ
カ
ル
ト
が
非
反
省
的
な
も
の
を
認
め
な
が
ら
も
深
く
言
及
し
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
含
む
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
が
現
象
学
の
問
題
意
識
を
深
め
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

二　

主
知
主
義
の
知
覚
論
に
お
け
る
判
断
と
身
体
の
関
係

―
ラ
ニ
ョ
ー
の
「
知
覚
に
つ
い
て
の
講
義
」
へ
の
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
批
判
か
ら
―

　

第
二
章
で
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
デ
カ
ル
ト
に
続
い
て
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
論
に
言
及
し
た
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー

の
知
覚
論
の
特
徴
は
、
感
覚
印
象
と
い
う
極
め
て
身
体
的
な
項
を
知
覚
論
に
取
り
入
れ
る
方
法
を
模
索
し
な
が
ら
も
、
デ
カ
ル
ト
と

同
様
に
知
覚
＝
判
断
と
い
う
構
図
を
採
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
一
節
で
は
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
論
に
お
い
て
身
体
的
な
感
覚
印
象
が

判
断
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
、
第
二
節
で
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
指
摘
を
参
照
し
な
が

ら
、
知
覚
＝
判
断
で
あ
る
こ
と
を
ラ
ニ
ョ
ー
が
ど
の
よ
う
に
立
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
か
を
探
っ
て
い
く
。
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二
―
一　

図
形
の
立
体
視
に
お
け
る
判
断
と
身
体
性

　

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
と
ラ
ニ
ョ
ー
が
共
通
し
て
取
り
上
げ
る
問
題
の
ひ
と
つ
に
、
立
体
視
の
問
題
が
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
描
か
れ

た
立
体
図
形
を
立
体
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
視
覚
の
運
動
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
感
覚
印
象
の
「
予
見

（prévoir

）」
を
お
こ
な
う
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。

わ
れ
わ
れ
が
み
て
い
る
対
象
か
ら
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
触
覚
と
は
関
係
の
な
い
判
断
で
あ
る
。

そ
れ
〔
判
断
〕
は
、
い
く
つ
か
の
触
覚
の
感
覚
印
象
は
あ
る
運
動
の
条
件
の
も
と
で
獲
得
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
…
…
視
覚
的
延
長
の
奥
行
と
は
、
わ
た
し
が
も
ろ
も
ろ
の
形
を
踏
破
す
る
（parcourir

）
距
離
の
諸
し
る
し
（signes

）

と
し
て
理
解
す
る
よ
う
習
得
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
仮
に
わ
た
し
が
そ
れ
ら
を
踏
破
し
た
ら
わ
た
し
が
抱
く
で
あ
ろ
う

諸
感
覚
印
象
（s

）
22
（

ensations

）
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
み
る
こ
と
を
習
得
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
運
動
に
よ
っ
て
〔
そ
の
こ
と

を
〕
習
得
せ
ね
ば
な
ら
な
）
23
（

い
。

　

立
体
視
を
可
能
に
す
る
三
次
元
的
な
知
覚
（
奥
行
、
距
離
、
方
向
の
知
覚
）
を
成
立
さ
せ
る
の
は
視
覚
の
「
運
動
」
で
あ
り
、
そ
の

運
動
は
わ
れ
わ
れ
が
仮
に
そ
の
面
の
上
を
歩
い
た
と
き
に
抱
く
で
あ
ろ
う
感
覚
印
象
、
あ
る
い
は
触
れ
た
と
き
に
手
が
行
き
来
す
る

で
あ
ろ
う
距
離
に
つ
い
て
の
感
覚
印
象
を
生
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
出
来
す
る
の
は
、「
触
覚
の
判
断
と
は
関
係
が
な
い
」
と

さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
あ
く
ま
で
視
覚
的
な
「
運
動
」
に
基
づ
く
感
覚
印
象
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
手
や
身
体
の
運
動
そ
の
も
の
を
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介
し
た
も
の
で
は
な
い
。
視
覚
的
な
運
動
と
は
、
み
て
い
る
対
象
の
上
に
わ
れ
わ
れ
が
予
見
（p

）
24
（

révoir

）
す
る
運
動
で
あ
る
。
予
見

と
は
、
み
ず
か
ら
に
感
覚
印
象
を
与
え
る
術
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
諸
し
る
し
を
読
み
取
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
感
覚
印
象
の
予
見
と
は
実
際
の
触
覚
や
身
体
の
運
動
を
抽
象
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
ラ
ニ
ョ
ー
は
、
立
体
図
の
面
を
「
運
動
の
可
能
性
の
総
体
」
と
位
置
付
け
、
面
が
視
覚
の
運
動
が
働
く
場
で
あ
る
こ
と
を

明
確
化
す
る
。

面
は
諸
運
動
の
可
能
性
の
総
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
諸
運
動
が
描
く
で
あ
ろ
う
諸
次
元
の
体
系
と
し
て
解
釈
さ
れ

う
る
。
面
に
お
け
る
延
長
と
は
、
こ
う
し
た
面
の
諸
点
を
つ
な
ぐ
位
置
関
係
の
体
系
で
な
け
れ
ば
何
で
あ
ろ
う
か
？
し
か
し
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
し
て
こ
う
し
た
諸
位
置
は
諸
点
を
む
す
び
つ
け
る
観
念
的
な
線
が
実
現
す
る
よ
う
な
諸
運
動
の
手
段

と
は
別
の
仕
方
で
決
定
さ
れ
う
る
の
か
。
面
の
上
の
諸
距
離
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
以
後
そ
れ
を
表
象
し
踏
破
で
き
る
よ
う
、
踏

破
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
距
離
で
あ
）
25
（

る
）。

　

わ
れ
わ
れ
は
視
覚
に
よ
っ
て
、
描
か
れ
た
立
方
体
と
そ
こ
か
ら
立
ち
現
れ
る
抽
象
的
な
関
係
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
前
者
は
視
覚

に
と
っ
て
あ
る
種
の
「
純
粋
な
」
像
で
あ
る
が
、
後
者
な
く
し
て
対
象
の
よ
り
正
確
な
把
握
は
成
立
し
な
い
。
対
象
の
正
確
な
把
握

は
、
点
と
点
の
位
置
関
係
を
よ
み
と
る
運
動
（
＝
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
面
の
上
を
踏
破
し
た
ら
抱
く
で
あ
ろ
う
感
覚
印
象
の
予
見
）
に
支
え

ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
視
覚
的
運
動
を
介
し
て
、
眼
に
よ
っ
て
対
象
に
触
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
視
覚
は
触

覚
の
感
覚
と
協
働
的
な
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
）
26
（

う
。
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わ
れ
わ
れ
が
抱
く
で
あ
ろ
う
感
覚
印
象
と
は
、
点
Ｐ
か
ら
点
Ｑ
ま
で
指
で
な
ぞ
っ
た
ら
ど
の
よ
う
な
感
覚
印
象
を
抱
く
か
、
と
い

う
身
体
感
覚
に
即
し
た
尺
度
で
あ
る
一
方
で
、
関
係
の
体
系
を
読
み
取
る
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
の
視
覚
論

に
お
け
る
抽
象
的
な
認
識
や
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
身
体
的
な
尺
度
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
は
、

判
断
を
身
体
的
感
覚
と
密
接
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
ラ
ニ
ョ
ー
が
心
身
二
元
論
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
、
感
覚
印
象
と
い

う
対
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
を
取
り
逃
す
ま
い
と
試
み
た
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
―
二　

錯
覚
と
判
断
の
関
係
お
よ
び
、
反
省
的
分
析
と
非
反
省
的
な
も
の
の
関
係

　

先
の
節
で
は
ラ
ニ
ョ
ー
が
身
体
的
な
感
覚
印
象
を
判
断
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
身
体

性
を
無
視
し
な
い
論
を
組
み
立
て
よ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
翻
っ
て
本
節

で
は
、
ラ
ニ
ョ
ー
が
最
終
的
に
は
判
断
を
知
覚
の
構
造
の
最
上
位
に
位
置
づ
け
た
こ
と
で

捉
え
損
な
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
指
摘
か
ら
考
え
る
。

　

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
は
、
ラ
ニ
ョ
ー
が
ツ
ェ
ル
ナ
ー
錯
視
と
立
体
図
形
を
例
に
錯
覚
は

判
断
の
誤
謬
で
あ
る
、
と
考
え
る
点
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
る
。
錯
覚
を
判
断
の
誤
謬
と

位
置
付
け
る
論
は
、
誤
謬
が
生
じ
う
る
の
は
知
覚
が
無
媒
介
的
な
も
の
で
は
な
く
判
断
を

媒
介
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
か
ら
成
立
し
て
い
る
。

　

ツ
ェ
ル
ナ
ー
錯
視
と
は
、
主
線
で
あ
る
平
行
線
に
補
助
線
が
引
か
れ
た
図
を
見
る
際
に
、

平
行
で
あ
る
線
が
互
い
に
傾
い
て
見
え
る
視
覚
の
錯
覚
で
あ
る
（
下
図
参
照
）。

ツェルナー錯視の図（27）
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ラ
ニ
ョ
ー
は
ツ
ェ
ル
ナ
ー
錯
視
に
つ
い
て
、「
平
行
な
諸
直
線
は
斜
め
に
分
割
す
る
別
の
諸
線
の
効
果
に
よ
っ
て
、
互
い
が
遠
ざ

か
る
よ
う
に
見
え
る
錯
覚
に
つ
い
て
言
及
せ
ね
ば
な
ら
な
）
28
（

い
」
と
述
べ
、
確
か
に
そ
こ
で
は
平
行
線
が
平
行
で
は
な
い
よ
う
に
「
見

え
る
」
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
知
覚
は
誤
謬
で
あ
る
と
断
定
す
）
29
（

る
。
こ
う
し
た
判
断
の
誤
謬
の
原
因
は
、「
角
度
の
知
覚
は
、

比
較
に
基
づ
い
て
い
る
の
と
同
様
に
、
あ
る
角
度
と
別
の
角
度
を
構
成
す
る
諸
線
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
）
30
（

る
」
た
め
だ
と
説
明
さ
れ
、

錯
視
は
図
に
お
け
る
線
同
士
の
関
係
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
錯
覚
に
陥
っ
た
の
は
図
の
中
で
各
線

が
と
る
位
置
関
係
に
起
因
す
る
何
ら
か
の
作
用
に
よ
っ
て
、
判
断
が
誤
謬
を
犯
し
た
た
め
だ
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
錯
覚
は
ラ
ニ
ョ
ー
に
お
い
て
、
知
覚
に
判
断
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
仮
に

判
断
が
無
媒
介
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
誤
謬
な
ど
は
存
在
す
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

無
媒
介
的
な
も
の
と
見
做
さ
れ
う
る
知
覚
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
錯
覚
も
場
所
を
持
た
な
い
。
本
質
的
な
錯
覚
の
研
究
は
、

そ
の
よ
う
な
知
覚
〔
無
媒
介
的
な
知
覚
〕
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
知
覚
す
る
こ
と
と
は
、
常
に
痕
跡

と
し
て
深
く
感
じ
た
り
、
被
っ
た
り
す
る
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
ひ
と
が
感
覚
し
た
時
に
、
ひ
と
が

実
在
す
る
と
判
断
す
る
何
か
し
ら
に
つ
い
て
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
再
度
、
知
覚
と
は
暗
黙
の
判
断
抜

き
に
は
存
在
し
な
い
、
と
考
え
る
よ
う
に
誘
わ
れ
て
い
）
31
（

る
。

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
ラ
ニ
ョ
ー
の
こ
の
主
張
に
対
し
、
主
知
主
義
的
な
錯
覚
の
理
解
は
、
主
線
が
互
い
に
傾
き
あ
っ
て
い
る
の

を
〈
見
る
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
誤
謬
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
）
32
（

り
、
錯
覚
＝
誤
謬
と
す
る
こ
と
は
、
誤
謬
が
生
じ
た
原
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因
を
真
に
探
求
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
と
指
摘
す
る
。

〔
主
知
主
義
の
ツ
ェ
ル
ナ
ー
錯
視
に
つ
い
て
の
説
明
は
〕
す
な
わ
ち
、
私
が
主
線
自
体
を
相
互
に
比
較
し
な
い
で
、
補
助
線
お

よ
び
補
助
線
と
主
線
と
の
関
係
に
干
渉
を
与
え
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
一
切
が
起
こ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
け
っ
き

ょ
く
、
私
は
〔
二
本
の
主
線
を
比
較
せ
よ
と
い
う
検
者
の
〕
指
令
を
誤
っ
て
受
け
と
り
、
主
要
素
だ
け
を
比
較
す
る
か
わ
り
に
、

〔
補
助
線
ま
で
を
含
め
た
〕
両
者
の
全
体
を
比
較
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
で
は
な
ぜ
私
が
指
令
を
誤
っ
て
受
け
て
と
っ
て

し
ま
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
補
助
線
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
主
線
が
平
行
で
あ
る
こ
と

を
や
め
た
こ
と
、
両
主
線
は
平
行
だ
と
い
う
意
味
を
失
っ
て
別
の
意
味
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
、
補
助
線
が
図
形
の
中
に
一

つ
の
新
し
い
意
味
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
以
来
こ
の
新
し
い
意
味
が
こ
の
図
形
の
な
か
を
徘
徊
し
、
も
は
や
図
形
か
ら
切
り
離
せ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
図
形
に
附
着
し
た
こ
の
新
し
い
意
味
、
現
象

の
こ
う
し
た
変
貌
こ
そ
が
判
断
の
誤
り
の
動
機
で
あ
り
、
い
わ
ば
こ
の
判
断
の
背
後
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
れ
こ

そ
が
判
断
よ
り
は
手
前
の
と
こ
ろ
で
、
し
か
し
性
質
な
い
し
印
象
よ
り
彼
方
の
と
こ
ろ
で
、〈
見
る
〉
と
い
う
言
葉
に
意
味
を

与
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
ふ
た
た
び
知
覚
の
問
題
を
露
呈
さ
せ
る
の
で
あ
）
33
（

る
。

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
、
錯
覚
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
は
判
断
そ
の
も
の
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
断
よ
り
も

手
前
の
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
考
え
る
。「
図
形
に
付
着
し
た
こ
の
新
し
い
意
味
、
現
象
の
こ
う
し
た
変
貌
こ
そ
が
判
断
の
間
違
い
で

あ
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
主
線
が
「
傾
い
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
」
よ
う
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な
見
え
方
が
現
に
生
じ
て
い
る
こ
と
自
体
を
認
め
、
図
が
自
ら
を
そ
の
よ
う
な
見
え
方
の
も
と
に
組
織
化
す
る
作
用
を
探
求
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
錯
覚
を
判
断
の
誤
謬
と
す
る
と
き
、
主
知
主
義
の
分
析
は
、
主
線
が
並
行
と
な
り
う
る
よ
う
な
一

つ
の
印
象
の
層
と
、
補
助
線
を
干
渉
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
印
象
を
変
容
さ
せ
、
主
線
間
の
関
係
を
狂
わ
せ
る
よ
う
な
二
次
的
な
作

用
と
を
観
念
的
に
想
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
）
34
（

い
。

　

立
体
図
に
つ
い
て
も
、
両
者
は
ツ
ェ
ル
ナ
ー
錯
視
の
場
合
と
同
様
の
主
張
を
展
開
す
る
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
立
方
体
の
よ
う
な
立
体
の

外
観
に
つ
い
て
、
人
が
ど
の
面
が
こ
ち
ら
側
に
向
か
っ
て
張
り
出
し
て
い
る
と
見
る
か
は
、
人
が
採
用
す
る
解
釈
に
従
っ
て
恣
意
的

に
変
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
）
35
（

る
と
す
る
一
方
で
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
こ
で
も
図
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
は
、
図
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
見
る
よ
う
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

紙
上
に
描
か
れ
た
立
方
体
は
、
一
方
か
ら
、
上
か
ら
見
て
描
か
れ
る
の
か
、
他
方
か
ら
、
下
か
ら
見
て
描
か
れ
る
か
に
よ
っ
て
、

様
子
を
か
え
る
。
そ
れ
が
ふ
た
と
お
り
に
見
ら
れ
得
る
こ
と
を
私
が
知
っ
て
い
る
時
で
さ
え
も
、
図
形
が
構
造
を
変
え
る
こ
と

を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、〔
構
造
を
変
え
る
は
ず
だ
と
い
う
〕
私
の
知
識
が
直
観
的
に
実
現
さ
れ
る
の
に
時
間
を
要
す
る

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
判
断
す
る
と
は
知
覚
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
結
論
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
こ
う
し
た
感
覚
と
判
断
と
の
二
者
択
一
の
た
め
に
、
図
形
の
変
化
は
、
も
と
も
と
刺
激
と
同
様
に
恒
常
的
な
も
の
で
あ
る

〈
感
性
的
要
素
〉
に
は
依
存
し
な
い
の
だ
か
ら
、
た
だ
解
釈
上
の
変
化
だ
け
に
依
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
し
、
け
っ
き
ょ
く
、「
精
神
の
概
念
化
作
用
が
知
覚
そ
の
も
の
を
変
様
さ
せ
る
」、「
外
観
が
命
令
に
従
っ
て
形
態
と
意

味
を
取
る
よ
う
に
な
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
）
36
（

る
。
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こ
こ
で
の
指
摘
は
、
第
一
章
で
の
デ
カ
ル
ト
へ
の
批
判
と
同
様
、
知
覚
＝
判
断
と
す
る
こ
と
の
問
題
点
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
う
し
た
問
題
に
陥
る
の
は
、
主
知
主
義
は
感
覚
か
判
断
か
の
二
者
択
一
の
枠
組
み
の
中
で
知
覚
論
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
第
二
章
第
一
節
に
お
い
て
ラ
ニ
ョ
ー
は
身
体
的
な
感
覚
印
象
を
判
断
と
密
接
に
結
び
つ
け
よ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
が
、
そ
れ
で
も
最
終
的
に
は
や
は
り
判
断
の
方
を
よ
り
重
視
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
感
覚
印
象
も
そ
れ
だ
け
で
は
わ
れ
わ
れ

に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
反
省
や
判
断
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
の
み
到
達
し
得
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
原
因
を

持
つ
。
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
論
に
お
い
て
も
、
デ
カ
ル
ト
と
同
様
、
感
覚
や
現
象
の
現
れ
そ
れ
自
体
は
、
あ
く
ま
で
も
遡
行
的
に
把
握

さ
れ
る
も
の
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

い
か
な
る
知
覚
的
分
析
も
、
現
象
野
と
し
て
の
知
覚
を
否
認
し
て
し
ま
え
ば
、
分
析
と
し
て
の
自
分
自
身
を
否
認
す
る
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
無
限
の
思
惟
が
知
覚
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
に
し
て
も
、
認
識
の
頂
点
な
ど
で

は
な
く
て
、
逆
に
無
意
識
の
一
形
態
で
し
か
な
い
の
だ
。
反
省
の
運
動
は
目
標
を
通
り
越
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
い

う
の
も
、
知
覚
対
象
が
秘
め
ら
れ
た
生
命
に
よ
っ
て
生
気
付
け
ら
れ
、
統
一
体
と
し
て
の
知
覚
が
絶
え
ず
自
ら
解
体
し
て
は
再

形
成
し
た
り
し
て
い
る
の
が
現
実
な
の
に
、
反
省
の
運
動
は
い
き
な
り
凝
固
化
さ
れ
決
定
さ
れ
た
世
界
か
ら
亀
裂
の
な
い
意
識

へ
と
、
わ
れ
わ
れ
を
運
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
）
37
（
る
。

　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
主
知
主
義
が
知
覚
論
の
中
で
中
心
的
に
は
論
じ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
論
じ
よ
う
と
し
な
が
ら
も
取
り
逃
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し
て
し
ま
っ
た
非
反
省
的
な
も
の
を
、
現
象
が
ま
さ
に
今
・
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
現
象
野
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

結

　

本
論
で
は
、
デ
カ
ル
ト
と
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
に
つ
い
て
の
反
省
的
分
析
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
指
摘
を
取
り
上
げ
な

が
ら
、
主
知
主
義
と
現
象
学
の
知
覚
論
の
構
造
を
明
確
化
し
た
。

　

第
一
章
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
で
展
開
さ
れ
る
知
覚
論
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
指
摘
し
た
箇
所
を
実
際
の
デ

カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
確
認
し
た
。
そ
こ
で
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
主
知
主
義
の
知
覚
論
が
知
覚
＝
判
断

と
す
る
こ
と
を
批
判
的
に
考
察
し
な
が
ら
も
、
非
反
省
的
な
も
の
を
無
視
し
ま
い
と
し
た
態
度
を
肯
定
的
に
も
捉
え
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
た
。

　

第
二
章
で
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー
の
「
知
覚
の
現
象
学
」
で
展
開
さ
れ
る
知
覚
論
の
特
徴
を
示
し
た
上
で
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン

テ
ィ
か
ら
の
批
判
を
取
り
上
げ
た
。
ラ
ニ
ョ
ー
の
知
覚
論
は
、
判
断
が
感
覚
印
象
と
い
う
極
め
て
身
体
的
な
項
に
密
接
に
結
び
付
け

ら
れ
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
一
方
で
、
最
終
的
に
は
デ
カ
ル
ト
と
同
様
に
判
断
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
今
・
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
現

象
を
捉
え
損
な
う
こ
と
を
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
を
参
照
し
つ
つ
示
し
た
。

　

デ
カ
ル
ト
と
ラ
ニ
ョ
ー
に
お
い
て
共
通
し
て
い
た
の
は
、
判
断
が
感
覚
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
補
足
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
判
断
は
知
覚
の
働
き
を
啓
示
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
知
覚
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
、
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と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
し
た
主
知
主
義
が
陥
る
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
ニ
ョ
ー

を
主
知
主
義
の
中
で
も
「
絶
対
的
意
識
の
下
に
探
求
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
い
つ
も
感
じ
て
い
）
38
（

た
」
者
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
た
。

　

本
論
は
こ
う
し
た
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
記
述
を
も
と
に
主
知
主
義
と
現
象
学
両
者
の
主
張
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
主
知
主
義
が

単
に
現
象
学
の
批
判
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
の
ち
に
現
象
学
が
着
目
す
る
問
題
を
萌
芽
的
に
含
み
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

参
考
文
献

D
escartes, R

ené, Œ
uvres com

plètes Ⅵ
-1M

éditations m
étaphysiques, G

allim
ard, 2018 .

Lagneau, Jules, C
élèbres leçons et fragm

ent, PU
F, 1973 .

M
erleau-Ponty, M

aurice, Phénom
énologie de la perception, G

allim
ard,1945 .

木
田
直
人
『
も
の
は
な
ぜ
見
え
る
の
か　

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
自
然
的
判
断
理
論
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
年
。

小
林
道
夫
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
体
系　

自
然
学
・
形
而
上
学
・
道
徳
論
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
。

デ
カ
ル
ト
、
ル
ネ
『
省
察
』
山
田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。

ビ
ラ
ン
、
メ
ー
ヌ
・
ド
、『
人
間
の
身
体
と
精
神
の
関
係　

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
論
考
一
八
一
一
年
』、F.C

.T.

ム
ー
ア
校
訂
・
編
集
、

掛
下
栄
一
朗
監
訳
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
。
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メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
、
モ
ー
リ
ス
『
心
身
の
合
一
―
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
ビ
ラ
ン
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
―
』
滝
沢
静
雄

他
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
。

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
、
Ｍ
・『
知
覚
の
現
象
学
』
中
島
盛
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
。

メ
ル
ロ
ー=
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
１
』
竹
内
芳
郎
、
小
林
貞
孝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
。

メ
ル
ロ
ー=
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
２
』
竹
内
芳
郎
、
木
田
元
、
宮
本
忠
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
。

山
本
り
り
こ
「
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー
に
お
け
る
奥
行
知
覚　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
批
判
の
再
検
討
」『
メ
ル
ロ=

ポ
ン

テ
ィ
研
究
』
第
二
五
巻
、
二
〇
二
一
年
、
五
五
―
七
二
頁
。

註（1
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard, 1945 . 

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
１
』
竹

内
芳
郎
、
小
林
貞
孝
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
。
メ
ル
ロ
ー=

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
２
』
竹
内
芳
郎
、
木
田
元
、

宮
本
忠
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
。M
・
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
』
中
島
盛
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
一
五
年
。

（
2
）　R

ené D
escartes, Œ

uvres com
plètes Ⅵ

-1 M
éditations m

étaphysiques, G
allim

ard, 2018 . 

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
山
田
弘

明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。

（
3
）　Jules Lagneau, C

élèbres leçons et fragm
ents, PU

F, 1973 .

（
4
）　

主
知
主
義
の
知
覚
論
に
お
け
る
身
体
の
不
在
性
の
問
題
を
扱
っ
た
論
文
と
し
て
は
、
拙
論「
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー
に
お
け
る
奥
行

知
覚　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
批
判
の
再
検
討
」（『
メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ
研
究
』
第
二
五
巻
、
二
〇
二
一
年
、
五
五
―
七
二

頁
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー
が
「
知
覚
に
つ
い
て
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の
講
義
」
で
展
開
し
た
奥
行
き
知
覚
に
つ
い
て
の
論
を
批
判
的
に
論
じ
た
箇
所
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
批
判
の
妥
当
性
を
検
証
し
て

い
る
。

（
5
）　R

ené D
escartes, Œ

uvres com
pletes Ⅵ

-1M
éditations m

étaphysiques, G
allim

ard, 2018 , pp.131 -133 . 

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
『
省

察
』
山
田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
五
四
―
五
五
頁
。

（
6
）　
「
第
二
省
察
」
第
一
一
―
一
六
節
参
照
（R

ené D
escartes, Œ

uvres com
plètes Ⅵ

-1M
éditations m

étaphysiques, G
allim

ard, 
2018 , pp.122 -135 . 

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
山
田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
五
一
―
五
七
頁
）。

（
7
）　
〈
仮
説
〉
お
よ
び
〈
解
釈
〉
と
い
う
語
は
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
注
が
付
さ
れ
、
ラ
ニ
ョ
ー
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
（Jules Lagneau, C

élèbres leçons et fragm
ents, PU

F, 1973 , p.179

か
ら
の
引
用
）。
デ
カ
ル
ト
を
と
り
上
げ
な
が
ら
反

省
的
分
析
を
論
じ
る
箇
所
で
ラ
ニ
ョ
ー
や
ア
ラ
ン
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
文
章
を
ひ
く
、
と
い
う
構
成
が
「〈
注
意
〉
な
る
も
の
、
お

よ
び
〈
判
断
〉
な
る
も
の
」
で
は
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
引
用
の
仕
方
か
ら
も
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
ニ
ョ
ー
、
ア
ラ
ン
が
思
想
的

に
類
似
す
る
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
8
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , pp.41 -43 .　

以
下
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
邦
訳

は
竹
内
芳
郎
他
訳
お
よ
び
中
島
盛
夫
訳
を
参
照
し
つ
つ
、
新
た
に
訳
出
し
た
。〔 

〕
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。

（
9
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , pp.43 -44 .

（
10
）　

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
主
知
主
義
が
こ
う
し
た
論
に
陥
っ
た
要
因
の
一
つ
に
、
主
知
主
義
の
「
意
識
の
過
剰
さ
」
を
挙
げ
る
。
メ

ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
と
、
主
知
主
義
と
経
験
論
は
注
意
の
概
念
の
理
解
に
お
い
て
相
互
に
異
な
る
立
場
を
と
る
が
、
両
者
は

結
果
的
に
共
通
の
問
題
を
有
し
て
い
る
。
主
知
主
義
が
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
経
験
論
は
、
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
に
外
部
か
ら
書
き
込

ま
れ
る
受
動
的
な
意
識
で
あ
り
、
意
識
が
「
貧
弱
す
ぎ
る
」
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
主
知
主
義
は
外
的
世
界
に
も

自
ら
の
意
識
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
意
識
が
「
豊
か
す
ぎ
る
」
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
両
者
は
意
識
が
貧
弱

す
ぎ
る
か
豊
か
す
ぎ
る
か
と
い
う
点
で
は
異
な
る
も
の
の
、
と
も
に
「
学
び
つ
つ
あ
る
意
識
」
を
捉
え
損
な
う
と
い
う
点
で
は
一

致
し
て
い
る
（C

f., M
aurice M

erleau-Ponty, Phénom
énologie de la perception, G

allim
ard,1945 , pp.33 -37

）。

（
11
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , pp.42 -43 .

（
12
）　Ibid.
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（
13
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , p.53 .
（
14
）　

第
六
省
察
第
六
節
（R

ené D
escartes, Œ

uvres com
plètes Ⅵ

-1M
éditations m

étaphysiques, G
allim

ard, 2018 , p.215 . 

ル
ネ
・
デ

カ
ル
ト
『
省
察
』
山
田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
一
一
五
頁
）。

（
15
）　Ibid.

（
16
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , p.52 .

（
17
）　Ibid., p.89 .

（
18
）　
「
第
六
省
察
」
が
「
第
二
省
察
」
に
比
べ
て
曖
昧
な
印
象
を
与
え
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
心
身
分
離
論
と
心
身
結
合
論
が
同
居
す
る

形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「
第
六
省
察
」
で
心
身
は
実
在
的
に
区
別
さ
れ
る
と
述
べ
な
が
ら
も
（
八

節
）、
心
身
が
極
め
て
緊
密
に
合
一
し
て
い
る
（
一
三
、
一
四
節
）
と
も
述
べ
る
た
め
、「
心
身
複
合
体
と
し
て
の
私
」
に
与
え
ら

れ
た
自
然
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
明
晰
判
明
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
か
が
曖
昧
に
な
っ

て
い
る
。
心
身
分
離
論
と
心
身
結
合
論
の
同
居
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
宛
の
書
簡
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

（
19
）　R

ené D
escartes, Œ

uvres com
pletes Ⅵ

-1M
éditations m

étaphysiques, G
allim

ard, 2018 , p.219 . 

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
山

田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
一
一
七
頁
。

（
20
）　Ibid., p.248 . 

同
上
、
一
三
三
―
一
三
四
頁
。

（
21
）　

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
ー=

ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
１
』
竹
内
芳
郎
、
木
田
元
、
宮
本
忠
雄
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年 

、

三
三
四
頁
参
照
。

（
22
）　

感
覚
印
象
と
は
、
直
観
と
同
じ
く
表
象
の
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
知
覚
や
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
。
感
覚
印
象
は
、
対

象
と
わ
れ
わ
れ
自
身
と
の
か
か
わ
り
の
う
ち
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
じ
る
変
化
の
こ
と
で
あ
る
。

感
覚
印
象
だ
け
で
は
わ
れ
わ
れ
に
何
も
知
ら
せ
る
こ
と
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
高
次
の
知
覚
や
認
識
に
お
い
て
感
覚
印
象
を

解
釈
す
る
こ
と
で
、
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
感
覚
印
象
は
「
最
初
の
知
的
印
象
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ

は
知
覚
や
認
識
に
発
展
し
う
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
知
覚
や
認
識
が
成
立
し
た
と
き
に
反
省
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

た
め
だ
。
感
覚
印
象
は
そ
れ
自
体
で
知
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
知
的
な
段
階
を
萌
芽
的
に
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、
知

的
な
段
階
に
お
い
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
純
粋
な
感
覚
印
象
は
存
在
し
え
な
い
、
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と
い
わ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
感
覚
印
象
に
つ
い
て
の
判
断
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
知
覚
、
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
変
化
を
被
る
こ
と
で
感
覚
印
象
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
精
神
が
外
的
世
界
と
の
交
流
を
開
始

す
る
ひ
と
つ
の
条
件
と
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（Ré f., Jules Lagneau, C

élèbres leçons et fragm
ents, PU

F, 1973 , pp.133 -
134 , 139 , 143 , 162 -163

）。

（
23
）　Jules Lagneau, C

élèbres leçons et fragm
ents, PU

F, 1973 , p.148 .

以
下
、
ラ
ニ
ョ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
拙
訳
。〔 

〕
内
は
筆
者
に
よ

る
補
足
。

（
24
）　Ibid., p.129 .

（
25
）　Ibid., pp.148 -149 .

（
26
）　

視
覚
と
触
覚
の
協
働
関
係
を
認
め
る
考
え
は
、
ラ
ニ
ョ
ー
に
影
響
を
与
え
た
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
の『
人
間
の
身
体
と
精
神
の
関

係
』
の
記
述
に
も
見
出
せ
る
。「
人
間
は
、
視
覚
と
触
覚
に
よ
っ
て
外
的
自
然
に
じ
か
に
触
れ
る
。
視
覚
と
触
覚
は
、
人
間
の
身
体

組
織
に
お
け
る
真
に
支
配
的
な
感
覚
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
事
物
を
研
究
し
た
り
認
識
す
る
こ
と
に
、
自
己
自
身
を

認
識
し
研
究
す
る
こ
と
と
は
別
の
重
要
性
を
与
え
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
基
礎
的
な
感
覚
の
報
告
に
も
注
意
を
傾
け
る
。

―
観
察
者
は
、
感
覚
と
い
う
学
校
で
観
察
者
と
し
て
育
っ
て
い
く
。
最
も
奥
行
き
の
広
い
、
ま
た
最
も
重
要
な
観
察
者
の
教
育
と

い
う
分
野
は
、
感
覚
の
証
言
を
明
ら
か
に
し
、
比
較
し
、
修
正
す
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
観
察
者
が
、
自
ら
高
度
な
知

的
段
階
に
達
し
、
そ
こ
で
獲
得
す
る
あ
ら
ゆ
る
観
念
、
熟
練
し
た
観
察
者
の
精
神
が
把
握
し
作
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る

抽
象
的
概
念
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
必
ず
や
そ
の
起
源
の
跡
を
と
ど
め
て
い
る
」（
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン『
人
間
の
身
体
と
精
神
の

関
係　

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
論
考1811

年
』F.C

.T.
ム
ー
ア
校
訂
・
編
集
、
掛
下
栄
一
朗
監
訳
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
、

六
頁
）。
ビ
ラ
ン
は
、
視
覚
と
触
覚
が
自
然
に
じ
か
に
ふ
れ
う
る
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
観
察
者
が
よ
り
抽
象
的
な
段

階
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
底
に
は
自
然
に
触
れ
う
る
よ
う
な
感
覚
が
存
す
る
と
論
じ
、
よ
り
高
度
な
抽
象
的
認
識
を
下
支

え
す
る
感
覚
の
研
究
意
義
を
示
し
て
い
る
。
ビ
ラ
ン
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
眼
の
運
動
に
感
覚
印
象
の
体
系
を
読
み
取
る
抽
象

的
機
能
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
感
覚
印
象
の
予
見
と
い
う
き
わ
め
て
身
体
的
な
抽
象
性
で
語
る
、
一
見
矛
盾
す

る
論
を
ラ
ニ
ョ
ー
が
描
く
意
図
も
理
解
で
き
る
。

（
27
）　

北
岡
明
佳
（2005 .2 .7

）「
ツ
ェ
ル
ナ
ー
錯
視
」http:// w

w
w.psy.ritsum

ei.ac.jp/ ~akitaoka/ zollner.htm
l

（
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
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四
日
取
得
）

（
28
）　Jules Lagneau, C

élèbres leçons et fragm
ents, PU

F, 1973 , p.166 .
（
29
）　Ibid., p.165 .

（
30
）　Ibid., pp.165 -166 .

（
31
）　Ibid., p.167 . 

（
32
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , p.44 .

（
33
）　Ibid., pp.44 -45 . 

（
34
）　Ibid., p.77 .

（
35
）　Jules Lagneau, C

élèbres leçons et fragm
ents, PU

F, 1973 , p166 . 

同
じ
こ
と
はpp.154 -155

で
も
言
わ
れ
る
。「
か
り
に
私
が
下

か
ら
見
ら
れ
た
角
錐
台
の
図
を
形
作
る
平
面
の
も
ろ
も
ろ
の
線
を
見
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
わ
た
し
が
そ
れ
ら
も
ろ
も
ろ
の
線
が

表
象
す
る
立
体
感
（volum

e
）
を
形
づ
く
る
構
想
に
し
た
が
っ
て
、
凹
凸
（relief

）
や
く
ぼ
み
（creux

）
を
意
の
ま
ま
に
現
れ
さ

せ
る
。」（Ibid., pp.154 -155 .
）

（
36
）　M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la perception, G
allim

ard,1945 , pp.43 -44 .

（
37
）　Ibid., p.48 .

（
38
）　Ibid., p.55 , note2 . 


