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共
通
了
解
の
た
め
の
現
象
学

西　
　
　
　
　
　
　
　

研

は
じ
め
に
―
本
稿
の
主
題

　

い
ま
、
人
文
学
・
人
間
科
学
は
低
迷
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一

つ
は
、
信
頼
し
う
る
共
通
了
解
を
人
間
の
生
と
社
会
と
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
作
り
出
せ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と

し
た
考
え
方
と
方
法
が
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

各
人
が
自
身
の
生
を
方
向
づ
け
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
社
会
の
問
題

点
を
認
識
し
そ
の
対
策
を
考
え
る
た
め
に
も
、「
信
頼
し
う
る
共
通

了
解
の
可
能
性
」
と
い
う
主
題
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
哲
学
的
な
応
答
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
創
始
し
た
現
象
学
は
、
ま
さ
し
く
共
通
了

解
の
た
め
の
方
法
と
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

「
哲
学
者
の
数
と
ほ
と
ん
ど
同
数
の
多
く
の
哲
学
が
あ
る
だ
け
」

（CM

§2, S. 7

（
1
（

（
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、
相
互
の
協
力
と
批
判
の

も
と
で
哲
学
の
営
み
を
信
頼
し
う
る
共
通
了
解
へ
と
も
た
ら
す
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
方
法
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

存
命
し
て
い
た
「
現
象
学
年
報
」
の
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
著
者
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
応
用
さ
れ
て
い
た
が（

2
（

、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

影
響
を
受
け
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
弟
子
た
ち
や
、
最
終
的
に
は
デ
リ
ダ

の
批
判
に
よ
っ
て
、
現
象
学
の
方
法
は
い
っ
た
ん
＂
息
の
根
を
止
め

ら
れ
た
＂
感
が
あ
っ
た
。

　

し
か
し
い
ま
現
象
学
は
、
人
間
科
学
の
分
野
に
お
い
て
復
活
し
つ

つ
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
心
理
学
の
ア
メ
デ
ィ
オ
・
ジ
オ
ル
ジ
や
、

看
護
学
の
パ
ト
リ
シ
ア
・
ベ
ナ
ー
な
ど
の
力
の
あ
る
人
物
が
出
て
、

心
理
・
看
護
・
介
護
・
医
療
・
教
育
な
ど
ケ
ア
（
支
援
（
に
関
わ
る

分
野
に
お
い
て
、
現
象
学
的
な
研
究
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
実
践
の
試

み
が
活
性
化
し
て
き
て
い
る
。
国
際
学
会
（
Ｉ
Ｈ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
（
も
盛
ん
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に
行
わ
れ
て
い
る（

3
（

。
よ
き
ケ
ア
や
支
援
を
考
え
る
た
め
に
は
人
間
の

体
験
世
界
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
現
象
学
の
方
法

が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
こ
れ
に
呼

応
し
て
、
新
世
代
の
現
象
学
者
で
あ
る
ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
の
よ
う

に
、
現
象
学
の
方
法
的
有
効
性
を
は
っ
き
り
と
主
張
す
る
哲
学
者
が

出
て
き
て
い
る（

4
（

。

　

し
か
し
私
も
過
去
、
数
回
Ｉ
Ｈ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
に
参
加
し
た
が
、
方
法
的

に
は
ま
だ
未
整
備
と
い
っ
て
よ
い
。「
各
人
の
体
験
世
界
を
大
切
に

し
て
い
こ
う
」
と
い
う
く
ら
い
の
共
通
了
解
し
か
な
く
、
現
象
学
の

提
起
し
た
「
本
質
観
取 W

esenserschauung

」
の
方
法
に
つ
い
て

も
十
分
な
理
解
が
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
現
象
学
の
方
法
を
有
効
な
も

の
と
し
て
い
く
た
め
に
、
本
稿
で
は
以
下
、
三
つ
の
点
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
い
。

　
（
1
（　

エ
ビ
デ
ン
ス
に
つ
い
て

　

経
験
科
学
は
実
験
と
観
察
と
を
エ
ビ
デ
ン
ス
（
証
拠
（
と
す
る
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
内
で
の
自
己
反
省
に
も
と
づ
く
エ
ビ
デ
ン
ス

（
明
証
性
（
に
も
と
づ
く
哲
学
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
反
省

的
エ
ビ
デ
ン
ス
（
明
証
性
（
に
つ
い
て
、
私
秘
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず

公
共
性
が
な
い
、
と
い
う
批
判
も
寄
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
反
省

的
エ
ビ
デ
ン
ス
が
い
か
に
し
て
公
共
化
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
い
。

　
（
2
（　

超
越
論
的
還
元
に
つ
い
て

　

経
験
科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
と
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス
（
明
証
性
（
と

の
ち
が
い
が
認
識
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
も
と
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の

学
問
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ0

の
両
者
は
ど
う
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
も
、
や

は
り
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
、
超
越
論
的
還
元

が
関
わ
っ
て
く
る
。
超
越
論
的
還
元
の
意
義
と
二
種
類
の
エ
ビ
デ
ン

ス
の
関
係
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
（
3
（　

本
質
に
つ
い
て

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
の
方
法
と
し
て
、
超
越
論
的
還
元
と
並

ん
で
「
本
質
観
取
」（
形
相
的
還
元
と
も
呼
ば
れ
る
（
と
を
挙
げ
て

い
る
。
し
か
し
取
り
出
さ
れ
る
「
本
質
」
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

疑
念
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
の
捉
え
方
を
検
討

し
た
上
で
、
そ
れ
に
訂
正
を
加
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

一　

経
験
的
エ
ビ
デ
ン
ス
と
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス

　

経
験
科
学
に
お
い
て
エ
ビ
デ
ン
ス
（
証
拠
（
と
さ
れ
る
の
は
、
ま

ず
は
実
験
や
観
察
の
直
接
的
な
デ
ー
タ
で
あ
り
、
次
に
そ
れ
ら
の
結

果
を
数
学
的
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
近
年
、
医
療
の

分
野
で
は
Ｅ
Ｂ
Ｍ
（Evidence Based M

edicine

（
が
提
唱
さ
れ

大
き
な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
さ
い
の
エ
ビ
デ
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ン
ス
は
統
計
的
な
も
の
で
、
あ
る
病
気
に
対
し
て
あ
る
投
薬
を
し
た

場
合
に
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
患
者
に
有
効
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う

な
デ
ー
タ
が
集
積
さ
れ
、
医
師
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
そ
れ
に
す
ぐ

ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

5
（

。

　

こ
の
Ｅ
Ｂ
Ｍ
は
有
効
で
あ
り
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る

が
、
し
か
し
他
方
で
、
医
療
が
単
に
疾
病
の
治
療
だ
け
で
な
く
メ
ン

タ
ル
な
事
柄
も
含
む
ケ
ア
（
支
援
（
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
病

気
に
苦
し
む
患
者
の
「
体
験
世
界
」
に
迫
る
必
要
が
あ
り
、
経
験
科

学
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
の
み
に
も
と
づ
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
経
験
科
学
の
エ
ビ
デ
ン
ス
と

は
異
な
る
意
識
体
験
の
反
省
に
お
け
る
エ
ビ
デ
ン
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
明
証
性
（
を

は
っ
き
り
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
分
の
意
識
体
験
を

反
省
し
て
み
る
と
、
こ
れ
が
し
か
じ
か
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と

が
直
接
に
確
か
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
の

文
脈
で
は
明
証
性
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
私
は
こ
れ
を
、「
経
験
科

学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス
」

と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

し
か
し
こ
の
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑

念
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
に
、
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
明
証

説
は
、
意
識
体
験
の
反
省
の
直
接
性

0

0

0

に
依
拠
し
て
い
る
が
、
し
か
し

そ
も
そ
も
真
偽
と
い
う
の
も
の
は
「
社
会
的
な
実
践
と
正
当
化
」
に

お
い
て
の
み
成
り
立
つ
。
真
理
を
あ
る
種
の
「
特
権
的
表
象
」
と
の

一
致
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
じ
た
い
が
、
そ
も
そ
も
ま
ち
が
っ
て
い

る（
6
（

〉
と
い
う
も
の
だ
。

　

ま
た
、
一
般
的
な
実
証
科
学
・
経
験
科
学
の
立
場
か
ら
も
、「
内

省
」
に
対
し
て
は
以
前
か
ら
疑
念
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。〈
意
識
体

験
の
自
己
反
省
は
私
秘
的
な
領
域
で
あ
り
、
他
人
か
ら
見
え
ず
公
共

化
さ
れ
え
な
い
〉
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
行
動
」

の
次
元
は
誰
も
が
そ
れ
を
観
察
し
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
的

な
領
域
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
は
、
心
を
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
と
み
な
し
て
行
動
の
み
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
「
行
動
主
義
」

の
心
理
学
が
導
か
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
界
で
は
現
在
に
到
る

ま
で
行
動
主
義
の
立
場
が
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
批
判
に
は
、「
議
論
し
あ
え
る
公
共
的
な
次
元
」
が
学

問
に
は
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
正
当
な
主
張
が
含
ま
れ
て

お
り
、
し
か
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
書
き
方
に
は
上
の
よ
う
な
批
判
を
呼

び
寄
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
確
か
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
で

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
述
べ
る
こ
と
を
私
な
り
に
補
い
な
が
ら
、
反
省

的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
的
次
元
が
成
立
す

る
こ
と
を
示
し
た
い
。

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
け
る
エ
ビ
デ
ン
ス

　

で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
エ
ビ
デ
ン
ス
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
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こ
と
を
、
後
期
の
著
作
で
あ
る
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』（
一
九
二
九
（

に
即
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
著
作
は
デ
カ
ル
ト
の
着
想
の
延

長
上
に
現
象
学
の
方
法
と
課
題
と
を
導
き
だ
そ
う
と
し
た
「
現
象
学

入
門
」
で
も
あ
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
著
作
を
、「
学
問
と
は
何
か
」
を
厳
密
に
規

定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
が
、
そ
の
第
四
節
で
以
下
の
よ
う
に
語

る
。
す
な
わ
ち
、
学
問
と
は
「
基
礎
づ
け
ら
れ
た
判
断
を
求
め
る
努

力
」
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
づ
け
に
は
、
基
礎
づ
け
ら
れ
た
諸
命
題
を

利
用
し
た
「
間
接
的
な
基
礎
づ
け
」
と
「
直
接
的
な
基
礎
づ
け
」
と

が
あ
る
（CM

§4, S. 11

（。

　

直
接
的
な
基
礎
づ
け
は
「
判
断
と
、
判
断
対
象
［
事
象 Sache

な
い
し
事
態 Sachverhalt

］
そ
の
も
の
と
の
一
致 Ü

bereinstim
-

m
ung

」
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
さ
い
の
＂
卓
越
し
た
＂
あ
り
か
た

が
「
明
証 Evidenz

」
と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
事
象
が
（
想

像
や
想
起
で
は
な
く
、
西
注
記
（＂
事
象
そ
れ
自
身 sie selbst
＂
と

し
て
、
事
態
が
＂
事
態
そ
れ
自
身 er selbst

＂
と
し
て
現
前
す
る 

gegenw
ärtig

」（CM

§4, S. 12

（
こ
と
が
「
明
証
」
と
さ
れ
る
。

　

簡
単
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
確
か
隣
の
部
屋
に
椅
子
が
3
脚

あ
っ
た
は
ず
だ
が
」
と
思
い
、
実
際
に
行
っ
て
み
た
ら
確
か
に
3
脚

あ
っ
た
。
こ
の
場
合
を
フ
ッ
サ
ー
ル
風
に
い
え
ば
、〈
曖
昧
で
あ
っ

た
判
断
的
思
念
が
明
証
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
た
〉
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
エ
ビ
デ
ン
ス
の
概
念
は
、
反
省

的
な
明
証
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
世
界
の
な
か
の
事
実
や
事

態
を
直
接
に
見
て
取
る
「
知
覚
」
に
よ
る
基
礎
づ
け
、
つ
ま
り
経
験

科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
を
も
包
括
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
は
『
デ
カ
ル
ト

的
省
察
』
全
般
を
通
じ
て
、
私
に
と
っ
て
の
現
前
が
皆
に
と
っ
て
通

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

用
す
る
も
の
と
な
る
の
は
い
か
に
し
て
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
議

論
し
あ
え
る
公
共
的
な
次
元
に
つ
い
て
、
一
切
語
っ
て
い
な
い
点
で

あ
る
。
従
っ
て
私
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
欠
落
を
補
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

必
当
然
的
明
証
と
十
全
的
明
証
の
ち
が
い

　

続
い
て
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
は
次
の
よ
う
に
問
う
。
―
学
問

は
日
常
的
な
「
相
対
的
な
明
証
」
で
は
足
り
な
い
。
で
は
、
あ
ら
ゆ

る
学
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
「
本
来
第
一
の
認
識 an sich erste 

Erkenntnisse

」「
そ
の
他
の
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
明
証
に
先
行

す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
明
証
」（CM

§5, S. 15f.

（
は
何
か
、

と
。

　

そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
に
な
ら
っ
て
、
い
っ
た
ん
「
世

界
の
存
在
」
を
候
補
と
し
て
出
し
な
し
た
う
え
で
「
脈
絡
の
あ
る
夢
」

の
話
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
を
棄
却
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
「
意
識
の
存
在
」
は
疑
い
え
な
い
、
つ
ま
り
「
わ
れ
思
う
、
ゆ

え
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
コ
ギ
ト
の
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存
在
に
は
「
必
当
然
的 apodiktisch 

な
明
証
」、
す
な
わ
ち
疑
お

う
と
し
て
も
そ
の
疑
い
が
直
ち
に
反
駁
さ
れ
る
よ
う
な
特
別
な
明
証

が
伴
っ
て
い
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
い
う
（CM

§6 -7

（。

　

そ
の
さ
い
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
「
必
当
然
的
な
明
証
」
と
「
十

全
的 adäquat
な
明
証
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
コ
ギ
ト
の
存
在

が
、
反
省
す
る
意
識
に
対
し
て
「
十
全
的
に
」
つ
ま
り
全
面
的
に
あ

ら
ゆ
る
側
面
に
つ
い
て
、
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の

こ
と
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
（CM

§9, S. 24

（。

現
象
学
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
と
し
て
、「
現
象
学
は
反
省
に
よ
っ

て
意
識
体
験
を
隅
々
ま
で
知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
だ
」
と
い
う
も
の
が
と
き
ど
き
見
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
る
。
現
象
学
は
意
識
を
知
り

尽
く
す
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、〈
意
識
体
験
を
反
省
し
て
み

れ
ば
、
し
か
じ
か
の
点
に
つ
い
て
は
確
か
に
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と

を
疑
え
な
い
〉
と
い
う
「
疑
い
え
な
さ
＝
必
当
然
的
明
証
」
に
も
と

づ
い
て
哲
学
を
形
作
り
う
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
命
題
の
特
殊
性

　

こ
こ
で
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
命
題
の
特
質

に
つ
い
て
、
私
な
り
に
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
命
題

の
も
つ
必
当
然
的
明
証
は
、
内
在
的
な
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス
を
公
共

的
次
元
へ
と
も
た
ら
す
点
で
特
別
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
書
い
た
『
省
察
』
を
確
認
し
て

み
る
と
、「
わ
れ
思
う
」
の
「
わ
れ
」
を
含
め
、「
わ
れ
」
と
い
う
言

葉
は
基
本
的
に
著
者
の
デ
カ
ル
ト
を
指
す
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
と

い
う
命
題
は
、「
デ
カ
ル
ト
は
思
う
」
と
い
う
一
つ
の
世
界
内
の
事

実
に
つ
い
て
の
命
題
か
ら
「
デ
カ
ル
ト
は
存
在
す
る
」
と
い
う
、
や

は
り
一
つ
の
世
界
内
の
事
実
に
つ
い
て
の
命
題
を
推
論
と
し
て
引
き

出
す
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

0

0

。

　

こ
の
命
題
は
、
そ
の
な
か
の
「
わ
れ
」
を
、
読
み
手
が
自
分
の
こ

0

0

0

0

と0

と
し
て
受
け
取
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
。
つ
ま
り
、〈
ど
ん

な
人
で
も
自
分
の
意
識
の
働
き
を
反
省
し
て
み
る
と
、
自
分
の
意
識

体
験
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
受
け
取
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
意
識
の
内
省
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
る
命
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
人
に
も
当

0

0

0

0

0

0

0

て
は
ま
る
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

主
張
さ
れ
る
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な

性
質
を
も
っ
た
命
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
特
質
を
哲
学
の
営
み
全
般
に
広
げ
よ
う
と
も
く
ろ
む

の
が
、
現
象
学
の
戦
略
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
体
験
を

反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
主
観
一
般
」（
つ
ま
り
ど

ん
な
人
の
体
験
世
界
（
に
も
当
て
は
ま
る
一
般
的
な
構
図
と
思
わ
れ

る
も
の
を
取
り
出
し
て
「
命
題
」
の
か
た
ち
に
す
る
。
そ
の
命
題
を
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読
む
他
者
は
、
そ
の
命
題
を
自
分
自
身
の
意
識
体
験
の
あ
り
よ
う
に

照
ら
し
て
「
確
か
に
そ
の
と
お
り
だ
／
こ
う
言
う
ほ
う
が
よ
り
精
確

で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
そ
の
命
題
を
吟
味
し
た
り
修
正
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
認

識
・
価
値
・
情
緒
を
含
む
人
間
の
体
験
世
界
の
共
通
構
図
を
語
る
た

め
の
公
共
的
な
議
論
の
空
間
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
の
が
、
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
方
法
の
核
心
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
だ
が
驚
く

べ
き
こ
と
に
、
公
共
的
議
論
の
空
間
を
作
り
出
す
と
い
う
点
に
つ
い

て
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
第
三
節
で
詳
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

二　

超
越
論
的
還
元
の
意
味
す
る
も
の

　

さ
て
、
二
つ
の
異
な
っ
た
エ
ビ
デ
ン
ス
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
確

に
な
る
と
、
自
然
科
学
な
ど
の
経
験
科
学
と
、
哲
学
（
及
び
内
省
に

も
と
づ
く
現
象
学
的
心
理
学
（
と
は
、
異
な
っ
た
質
の
エ
ビ
デ
ン
ス

に
も
と
づ
く
異
な
っ
た
種
類
の
学
問
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
成
り
立
つ
こ

と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
点
の
確
認
だ
け
で
も
非
常
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
が
、
さ
ら

に
、
経
験
科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
と
反
省
的
エ
ビ
デ
ン
ス
と
は
ど
の
よ

う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
必
要
が

出
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
実
在
論
的
な
立
場
か
ら
、
経
験
科
学
的

エ
ビ
デ
ン
ス
の
み
を
根
本
的
な
も
の
と
み
な
し
、
反
省
的
エ
ビ
デ
ン

ス
を
副
次
的
に
し
か
認
め
な
い
人
も
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
反
省
的
な
エ
ビ
デ
ン

ス
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
学
問
は
、
内
省
に
も
と
づ
く
記
述
的

心
理
学
（
現
象
学
的
心
理
学
（
を
形
作
る
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
的
経
験
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
も
っ
と
も
基
礎
的
な
学
（
超

越
論
的
現
象
学
（
に
な
り
う
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
経
験
科
学

に
お
い
て
知
覚
事
実
が
エ
ビ
デ
ン
ス
と
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
も
、
こ

の
反
省
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
に
も
と
づ
く
「
基
礎
学
」
と
し
て
の
超
越

論
的
現
象
学
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
点
に
、
超
越
論
的
還
元
が
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

意
識
の
働
き
が
世
界
の
意
味
と
存
在
妥
当
を
成
立
さ
せ
る

　
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
§
10
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
デ
カ

ル
ト
が
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
を
必
当
然
的
な
明
証
を

も
つ
も
の
と
し
て
取
り
出
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、
同
時

に
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
の
末
に
「
世
界
の
最
後
の

一
小
部
分
を
救
い
出
し
た
」
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
い
、
そ
し
て

こ
れ
を
「
世
界
の
そ
の
他
の
部
分
を
推
論
す
る
」
た
め
の
土
台
と
し

て
用
い
よ
う
と
し
た
、
と
批
判
す
る
（CM

§10, S. 25

（。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
コ
ギ
ト
説
の
も
っ
と
も
重
要
な
意
義
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は
、
絶
対
に
確
実
な
推
論
の
土
台
を
を
得
た
こ
と
で
は
な
く
、〈
世

界
と
そ
こ
で
の
諸
対
象
・
諸
事
実
は
、
意
識
の
な
か
で
そ
の
意
味
を

得
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
の
発
見
で
あ
っ
た
。「
世
界
と
は
、
私
に

と
っ
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
コ
ギ
ト
に
お
い
て
意
識
さ
れ
、
私

に
と
っ
て
妥
当
し
て
い
る
よ
う
な
世
界
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
世

界
は
、
そ
れ
の
意
味
全
体
を
、
そ
な
わ
ち
そ
れ
の
普
遍
的
な
意
味
も

特
殊
的
な
意
味
も
、
さ
ら
に
そ
れ
の
存
在
妥
当
を
も
、
ひ
と
え
に
そ

の
よ
う
な
コ
ギ
タ
チ
オ
ネ
ス
（
も
ろ
も
ろ
の
意
識
作
用
（
か
ら
得
る

の
で
あ
る
」（CM

§（, S. 22

（。

　

私
た
ち
の
意
識
作
用
は
ふ
だ
ん
は
対
象
に
向
か
っ
て
い
る
た
め
、

対
象
の
み
が
意
識
さ
れ
て
意
識
作
用
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
そ
の
対
象
の
「
意
味
と
存
在
妥
当 Sinn und Seinsgeltung

」

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
意
識
作
用
な
の
で
あ
る
。
意
識
作
用
の

な
か
で
、
対
象
の
「
何
」
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
対
象
の
＂
意
味
＂
と
、

「
対
象
が
確
か
に
あ
る
／
た
ぶ
ん
あ
る
／
お
そ
ら
く
な
い
」
な
ど
の

様
々
な
様
相
を
伴
っ
た
＂
存
在
妥
当
＂
と
が
確
信
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
、
世
界
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
意
味
と
存
在
妥
当
を
成

立
せ
し
め
て
い
る
「
意
識
の
流
れ
」
を
あ
え
て
主
題
化
す
る
こ
と
が
、

「
超
越
論
的
還
元
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
そ
れ
で
は
客
観
的
世
界
の
一
切
が
意
識
に
還
元
さ
れ

吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
疑
問
を
も

つ
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
考

え
て
い
た
。〈
世
界
と
い
う
の
は
、
私
が
意
識
し
よ
う
が
し
ま
い
が

関
係
な
く
、
意
識
か
ら
超
越
し
た
独
立
な
自
体
存
在
を
も
つ
、
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
自
明
に
誰
も
が
そ
う
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
意
識
か
ら
世
界
が
超
越
し
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
じ
た
い
も

意
識
の
な
か
で
確
信
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
〉
と
。
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
た
と
き
、〈
で
は
意
識
か
ら
独
立

し
た
世
界
の
存
在
は
ど
の
よ
う
に
し
て
意
識
内
で
確
信
（
信
憑
（
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　

こ
の
問
い
が
「
超
越
論
的
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の

点
が
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
文
章
を
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
草
稿
・
第
四
草

稿
』（
一
九
二
九
（
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。「
世
界
が
意
識
に
関
係

し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
最
初
そ
の
空
虚
な
一
般
性
に
お
い
て
気
づ
い

た
と
し
て
も
、
次
の
こ
と
ま
で
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
意
識
生
活
の
内
在
の
う
ち
に
何
か
或
る
も
の
が
自
体
的

に
存
在
す
る
も
の an sich seiend 

と
し
て

0

0

0

立
ち
現
れ
、
し
か
も
単

に
憶
測
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
調
和
的
に
一
致
し
た
経
験

の
う
ち
で
証
示
さ
れ
る
も
の sich in einstim

m
iger Erfahrung 

A
usw

eisendes 

と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ほ
と
ん
ど

見
て
取
ら
れ
る
間
も
な
く
暗
闇
の
う
ち
に
沈
み
込
ん
で
い
く
多
様
な

意
識
生
活
が
ど
の
よ
う
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

遂
行
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
わ
ば

可
能
に
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
」（H

usserliana IX
, S. 2（9

（。
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何
の
た
め
の
超
越
論
的
還
元
？

　

し
か
し
何
の
た
め
に
、
一
切
を
意
識
に
還
元
し
、
そ
の
う
え
で
世

界
の
意
識
か
ら
の
独
立
性
（
超
越
性
（
す
ら
も
意
識
の
な
か
で
形
成

さ
れ
る
信
憑
と
み
な
す
、
と
い
う
見
方
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
あ

ら
ゆ
る
学
の
基
礎
学
」
を
つ
く
る
た
め
に
、
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー

ル
の
公
式
的
な
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
超
越

論
的
還
元
は
、〈
客
観
的
世
界
と
主
観
的
体
験
世
界
と
の
二
つ
の
世

界
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
〉
と
い
う
問
題
を
解

決
す
る
た
め
の
一
つ
の
提
案
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
主
観
と
客
観
の
関
係
の
問
題
は
、
そ
こ
か
ら
認
識
に
お
け
る

主
客
一
致
の
難
問
や
、
心
と
物
の
関
係
の
問
題
（
物
心
問
題
や
脳
心

問
題
（
が
出
て
く
る
根
本
問
題
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
段
階
を
考
え
て
い
た
。

①　

客
観
的
世
界
を
、
い
っ
た
ん
、
各
自
の
体
験
世
界
（
主
観
（

に
お
け
る
信
憑
と
み
な
す
（
超
越
論
的
還
元
（

②　

さ
ら
に
、
客
観
的
世
界
の
存
在
の
信
念
（「
世
界
信
憑 

W
eltglaube

」
や
「
世
界
確
信 W

eltgew
issheit

」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
（
が
、
各
人
の
体
験
世
界
の
な
か
で
い
か
に
し
て
成

立
し
再
生
産
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

　

こ
の
二
段
階
で
も
っ
て
主
観
客
観
問
題
を
解
決
す
る
、
と
い
う
の

が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
企
図
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
ス
ッ
キ

リ
と
超
越
論
的
還
元
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
二

つ
の
段
階
、
と
く
に
後
の
段
階
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
明
確
な
仕

方
で
書
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
超
越
論
的
現
象
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
誤

解
を
生
む
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
私
は
思
う
。
つ
ま
り
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
へ
と
す
べ
て
を
還
元
し
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て

意
識
か
ら
客
観
的
世
界
の
信
念
を
導
く
と
い
う
＂
帰
り
道
＂
を
語
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
こ
れ
を
ま
と
め
な
い
う
ち

に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

だ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
答
え
よ
う
と
し
て
い
た
方
向
性
は
明
ら
か

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
二
点
に
な
る
。

1
．
私
の
こ
れ
ま
で
の
諸
知
覚
の
調
和
：
首
尾
一
貫
し
た
秩
序
を

も
つ
時
間
・
空
間
的
世
界
（
客
観
的
世
界
（
の
存
在
を
私
が
確

信
し
て
い
る
の
は
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
諸
知
覚
が
互
い
に
調
和

し
て
統
一
的
な
意
味
を
つ
く
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（『
イ

デ
ー
ン
Ⅰ
』
§
49
（。

2
．
私
の
諸
知
覚
と
他
者
の
諸
知
覚
と
の
調
和
：
私
が
他
の
人
々

と
同
じ
世
界
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
の
は
、

私
が
世
界
に
つ
い
て
知
覚
す
る
内
容
と
、
他
の
人
々
の
ふ
る
ま

い
や
言
葉
に
よ
っ
て
私
に
示
唆
さ
れ
る
他
の
人
々
の
諸
知
覚
の

内
容
と
が
、
調
和
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（『
デ
カ
ル
ト
的
省

察
』
第
五
省
察
（。

　

1
点
目
の
「
私
の
こ
れ
ま
で
の
諸
知
覚
の
調
和
」
に
関
連
し
て
、
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昔
の
私
の
学
生
が
話
し
て
く
れ
た
話
を
紹
介
し
た
い
。
彼
女
が
中
学

三
年
生
だ
っ
た
と
き
、
授
業
中
に
教
室
の
床
を
赤
い
靴
だ
け
が
ト
コ

ト
コ
歩
い
て
い
た
。「
こ
れ
は
幻
覚
だ
」
と
思
っ
た
が
、
面
白
い
の

で
し
ば
ら
く
見
て
い
た
ら
そ
の
う
ち
消
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
靴
そ
の
も
の
は
ま
っ

た
く
「
あ
り
あ
り
」
と
し
て
い
て
、
と
て
も
幻
覚
と
は
思
え
な
い
も

の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
自
分
が
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
現
実
に

お
い
て
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
現
実
知
覚
か

ら
省
か
れ
て
「
幻
覚
」
と
い
う
引
き
出
し
に
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
対
象
の
あ
り
あ
り
感

0

0

0

0

0

だ
け
で
は
、
あ
る
体
験
が
現
実
知

覚
と
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
条
件
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
現
実
と
は

こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
信
憑
」（
世
界
信
憑
（
と
調
和
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

次
の
2
点
目
は
、〈
客
観
的
世
界
は
私
と
人
々
と
が
共
有
し
て
い

る
世
界
、
す
な
わ
ち
共
通
世
界
で
あ
る
〉
と
い
う
確
信
に
関
わ
る
。

こ
の
確
信
が
成
り
立
つ
の
は
、
私
の
な
す
諸
知
覚
が
他
の
人
び
と
の

な
す
諸
知
覚
―
こ
れ
は
他
の
人
び
と
の
ふ
る
ま
い
や
言
葉
に
よ
っ

て
私
に
示
唆
さ
れ
る
―
と
調
和
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
説
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
こ
の
共
通
世
界
の
確
信
は
、
犬
と
私
の
間
で
も
成
り
立

つ
。
私
が
エ
サ
を
置
く
と
犬
が
そ
れ
に
近
づ
い
て
き
て
食
べ
る
、
と

い
う
体
験
を
す
れ
ば
、
犬
の
知
覚
は
私
と
多
少
違
う
と
し
て
も
、
犬

は
私
と
同
じ
対
象
（
エ
サ
（
を
見
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
犬
と
私
と

が
同
じ
世
界
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
く
な
る
。『
デ
カ
ル

ト
的
省
察
』
の
「
第
五
省
察
」
は
共
通
世
界
の
確
信
の
成
立
を
語
ろ

う
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
骨
子
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
る
。

共
通
世
界
論
＝
間
主
観
性
論
か
ら
出
て
く
る
帰
結

　

こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
共
通
世
界
の
信
念
の
成
り
立
ち
を
考

え
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
は
重
要
な
帰
結
が
い
く
つ
か
導
か
れ
て
く

る
。

　

ま
ず
一
点
目
。
人
は
、
実
存
的
態
度
と
客
観
的
態
度
の
二
重
の
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

度
を
と
り
つ
つ
生
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
一
方
で
は
〈
世
界
は
私
に
と
っ
て
あ
り
、

そ
れ
は
私
が
死
ね
ば
消
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
〉
と
い
う
実
存
的
な

態
度
を
人
は
も
っ
て
い
る
。
他
方
で
、〈
人
び
と
の
共
同
体
が
あ
り
、

自
分
は
そ
の
な
か
の
一
員
と
し
て
あ
る
〉（
間
主
観
性
（
と
信
じ
ら

れ
る
の
で
、
私
が
見
た
り
感
じ
た
り
す
る
世
界
―
私
に
と
っ
て
は

世
界
の
す
べ
て
と
い
っ
て
い
い
も
の
―
は
、
同
時
に
、
皆
の
住
ん

で
い
る
客
観
的
世
界
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
と
し
て
も
意
味
づ

け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
世
界
は
、
私
を
含
む
皆
に
と
っ
て
あ
る
客

観
的
な
存
在
で
あ
り
、
私
が
見
て
い
る
の
は
そ
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ

ず
、
こ
の
世
界
は
私
が
死
ん
で
も
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
く
〉
と
い

う
客
観
的
態
度
が
成
り
立
つ
。
こ
の
二
重
の
態
度
が
成
り
立
つ
機
制

を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
初
め
て
指
摘
し
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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ち
な
み
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
＂
反
科
学
主
義
＂
で
は
な
い
。

私
た
ち
が
た
え
ず
互
い
の
知
覚
や
情
報
を
つ
き
合
わ
せ
つ
つ
「
同
一

の
世
界
に
生
き
て
い
る
」
と
い
う
信
憑
を
形
づ
く
り
、
ま
た
他
の
人

び
と
と
の
共
同
性
の
な
か
に
生
き
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
科
学
の
営
み
が
あ
り
、
哲
学
の
営
み
も
ま
た
あ
る
。
つ
ま
り

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
、
一
見
す
る
と
極
端
な
主
観
主
義
に
み
え
る

が
、
客
観
的
世
界
の
信
憑
の
成
立
根
拠
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
む

し
ろ
自
然
科
学
が
成
立
す
る
根
拠
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
の
現
象
学
派
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
は
、「
実
存
的
な
態
度
こ
そ
が
真
正
な
態
度
で

あ
り
、
客
観
的
・
科
学
的
態
度
は
頽
落
で
あ
る
」
と
言
わ
ん
ば
か
り

の
姿
勢
が
現
れ
て
く
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
姿
勢
の
ほ
う
が
フ
ェ
ア
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
第
二
に
、
な
ぜ
知
覚
事
実
が
経
験
科
学
に
と
っ
て
の
エ
ビ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

デ
ン
ス
と
な
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の

共
通
世
界
論
＝
間
主
観
性
論
は
よ
く
理
解
さ
せ
る
。

　

ま
ず
、
知
覚
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、「
客
観
的
な
共
通
世
界
の
信
憑
」
を
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
信
憑
と
矛
盾
す
る
体
験
は
、
先
の
赤
い
靴
の
よ

う
に
共
通
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
こ
と

が
知
覚
事
実
と
認
め
ら
れ
た
段
階
で
、
そ
の
事
実
は
客
観
世
界
に
属

し
他
者
と
共
有
さ
れ
う
る
も
の
と
信
憑
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
た
っ
た

一
人
で
何
か
を
見
た
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
同
時
に
「
も
し
誰
か
が

こ
こ
に
い
れ
ば
同
じ
も
の
を
見
る
は
ず
だ
」
と
暗
々
裏
に
信
憑
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
逆
に
、
自
分
が
行
っ
た
こ
と
の
な
い
街
を
見
て
き
た
人
の
語

る
言
葉
を
―
と
く
に
疑
う
必
要
が
な
い
か
ぎ
り
で
―
「
私
が
そ

こ
に
い
た
ら
同
じ
も
の
を
見
る
は
ず
だ
」
と
し
て
私
は
受
け
入
れ

る
。
つ
ま
り
、
間
主
観
性
に
よ
っ
て
私
は
自
分
の
知
覚
を
＂
拡
張
＂

す
る
の
だ
。
他
者
は
「
も
う
一
人
の
私
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
、

他
者
の
知
覚
を
私
の
知
覚
に
準
ず
る
も
の
と
み
な
し
て
、
私
は
受
け

入
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
が
一
人
で
知
覚
す
る
事
実
も
、
私
以
外
の

他
者
の
知
覚
す
る
事
実
も
、
そ
れ
が
客
観
世
界
に
つ
い
て
抱
か
れ
る

信
憑
と
矛
盾
し
な
い
な
ら
ば
、
客
観
世
界
の
あ
り
方
を
告
げ
る
エ
ビ

デ
ン
ス
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
実
際
に

は
、
そ
の
知
覚
が
書
き
留
め
ら
れ
て
記
録
に
な
る
必
要
が
あ
る
（。

三　

本
質
観
取
と
本
質
の
概
念
に
つ
い
て

本
質
観
取
と
は

　

次
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
法
の
批
判
的
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
ず
①
意
識
体
験
の
領
野
に

立
ち
戻
る
「
現
象
学
的
還
元
」
を
行
い
、
次
に
②
そ
の
意
識
体
験
に
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つ
い
て
「
本
質
観
取
」（
形
相
的
還
元
、
形
相
的
記
述
と
も
呼
ば
れ
る
（

を
行
う
、
と
い
う
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
る（

7
（

。

　

で
は
本
質
観
取
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
。『
デ
カ
ル

ト
的
省
察
』
§
34
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
あ
る
机
に
つ
い
て
の
事
実

的
で
具
体
的
な
知
覚
を
、
何
か
に
つ
い
て
の
知
覚
と
い
う
点
だ
け
を

保
持
し
な
が
ら
、
想
像
に
よ
っ
て
任
意
に
変
え
て
み
る
（
形
を
変
え

て
み
た
り
、
色
を
変
え
て
み
た
り
等
々
（。
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に

変
様
を
加
え
て
も
な
お
残
る
、
知
覚
の
「
一
般
的
類
型 allge-

m
eine T

ypus

」
が
獲
得
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
知
覚
の
「
純
粋

可
能
態 eine reine M

öglichkeit
」「
形
相 Eidios

」「
本
質 W

e-
sen

」
と
も
呼
ば
れ
る
（CM

§34, S. 72
（。

　

整
理
す
れ
ば
、
具
体
的
な
事
実
と
し
て
の
体
験
→
想
像
的
自
由
変

様
→
あ
ら
ゆ
る
体
験
す
べ
て
に
必
然
的
に
伴
う
「
一
般
的
類
型
」
と

し
て
の
形
相
・
本
質
を
取
り
出
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
う
え
で
こ
の
箇
所
で
は
、
現
象
学
の
追
究
す
る
目
標
に
つ
い

て
こ
う
語
ら
れ
る
。「
現
象
学
の
行
う
あ
ら
ゆ
る
本
質
研
究
は
、
超

越
論
的
自
我
一
般
の
普
遍
的
形
相
の
露
呈 Enthüllungen des 

universalen Eidos transzendentales Ego überhaupt 

に
ほ

か
な
ら
ず
、
こ
の
超
越
論
的
自
我
一
般
は
、
わ
た
し
の
事
実
的
自
我

の
あ
ら
ゆ
る
純
粋
な
可
能
な
変
様
態
と
こ
の
事
実
的
自
我
自
身
と

を
、
可
能
態
と
し
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
む
の
で
あ
る
」（CM

§34, S. 73f.

（

　

つ
ま
り
、
想
像
的
自
由
変
様
に
よ
っ
て
「
超
越
論
的
自
我
一
般
の

形
相
＝
純
粋
可
能
態
」
が
取
り
出
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
的
自
我
は

そ
れ
の
変
様
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
質
と
い
う
概
念
へ
の
疑
念
と
、
本
質
観
取
の
実
例

　

し
か
し
、
こ
の
本
質
観
取
の
方
法
に
対
し
て
は
多
く
の
疑
念
が
寄

せ
ら
れ
て
き
た
。
い
く
つ
か
主
要
な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
。

1
．
本
質
な
ど
は
な
い
：
本
質
な
ど
は
な
く
、
家
族
的
な
類
似
性

が
あ
る
だ
け
だ
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（。
永
遠
不
変
の

本
質
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
じ
つ
は
社
会
的
な
権
力
関

係
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
社
会
構
築
主

義
（。

2
．
記
述
の
不
可
能
：
意
識
体
験
に
内
在
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
本

質
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
言
葉

で
写
し
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
に
す
る
こ
と
は
、
も
と

の
体
験
か
ら
離
れ
る
こ
と
だ
か
ら
（
デ
リ
ダ
（。

3
．
主
観
一
般
へ
の
到
達
は
不
可
能
：
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
観
取

は
孤
独
な
自
己
反
省
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
、
ど

ん
な
主
観
に
も
妥
当
す
る
本
質
記
述
に
な
り
う
る
の
か
？

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
一
つ
ひ
と
つ
答
え
る
か
わ
り
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
じ
っ
さ
い
に
ど
の
よ
う
に
本
質
観
取
を
行
っ
て
い
る

か
を
見
て
お
こ
う
。
事
物
知
覚
の
本
質
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
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語
っ
て
い
る
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①　

事
物
知
覚
の
一
種
で
あ
る
視
覚
は
、
対
象
の
あ
り
あ
り
感

（Leibhaftigkeit　

あ
り
あ
り
と
生
身
で
あ
る
こ
と
：
渡
邊
二

郎
訳
（
を
伴
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
対
象
そ
の
も
の
」
を

見
て
い
る
と
感
じ
、
対
象
の
像
を
見
て
い
る
と
は
感
じ
な
い
。

事
物
知
覚
に
お
け
る
事
物
の
「
自
体
所
与
性 Selbstgege-

benheit

」。（『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
§
39
（

②　

し
か
し
、
自
分
の
事
物
知
覚
の
経
験
を
反
省
し
て
み
る
な

ら
、
対
象
の
一
面
だ
け
が
見
ら
れ
て
い
る
（
与
え
ら
れ
て
い
る
（

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
前
面
は
見
え
て
い
る
が
、
背
面
は
見

え
て
い
な
い
。（『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
§
41
（

③　

だ
か
ら
、
事
物
知
覚
は
、
外
的
事
物
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も

直
接
的
で
原
的
な
経
験
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
な
ん

ら
か
の
予
料
な
い
し
未
規
定
な
地
平
を
も
っ
て
い
る
。（ibid.

（

④　

同
時
に
、
事
物
知
覚
は
、
暗
々
裏
に
把
握
さ
れ
た
背
景
を

伴
っ
て
い
る
。（『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
§
35
（

⑤　
〈
知
覚
さ
れ
た
事
物
は
客
観
的
世
界
の
一
部
で
あ
り
、
だ
か

ら
、
私
以
外
の
だ
れ
で
も
そ
こ
に
居
合
わ
せ
れ
ば
同
じ
も
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
信
憑
が
事
物
知
覚
に
は
伴
っ
て

い
る
（『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』

§
47
（

　

こ
れ
ら
の
記
述
を
読
ん
だ
者
は
、
自
分
自
身
の
事
物
知
覚
の
体
験

を
思
い
出
し
、
こ
の
記
述
が
確
か
に
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か

を
、
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
そ
し
て
イ
エ
ス
と
い
う
だ
ろ
う
（。

つ
ま
り
、「
本
質
な
ど
は
な
い
」「
本
質
記
述
の
不
可
能
」
と
い
う
批

判
に
反
し
て
、
た
し
か
に
本
質
記
述
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
孤
独
な
自
己
反
省
」
か
ら
「
確
か
め
あ
い
へ
」

　

事
実
的
・
個
別
的
な
知
覚
を
記
述
し
た
も
の
（
あ
る
と
き
の
花
瓶

の
知
覚
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
（
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
そ
れ
が

正
し
い
か
ど
う
か
を
究
極
的
に
は
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
ウ

ソ
を
つ
く
こ
と
が
で
き
る
（。
し
か
し
本
質
記
述
に
な
る
と
、
反
省

的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
も
と
づ
き
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
「
主
観
一
般
」

に
当
て
は
ま
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
は
公

共
的
な
討
論
し
う
る
次
元
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
事
実
的
な
意
識
体
験
か
ら
本
質
へ
の
移
行
に
つ
い

て
、『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
34
節
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
こ
こ
で
次

の
こ
と
は
、
十
分
に
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
わ

た
し
の
自
我
か
ら
自
我
一
般
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
範

囲
の
他
我
た
ち
の
現
実
性
も
可
能
性
も
前
提
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
我
の
形
相
の
範
囲
は
、
わ
た
し
の

自
我
の
自
己
変
様 Selbstvariation 

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
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（CM

§34, S. 74

（。

　

つ
ま
り
、
自
我
一
般
に
共
通
す
る
構
図
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
の

事
実
的
自
我
を
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
変
様
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
得

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
者
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

た
し
か
に
事
物
知
覚
や
数
学
の
認
識
な
ど
に
つ
い
て
は
、
自
己
反

省
の
み
に
よ
っ
て
「
本
質
」
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ど
の
主
観
も
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
仕
方
で

行
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
価
値
や
情
緒

に
つ
い
て
ど
ん
な
主
観
に
も
共
通
す
る
本
質
を
取
り
だ
そ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
自
己
の
体
験
の
反
省
に
加
え
て
、
相
互
の
「
確
か
め
あ
い
」

が
欠
か
せ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
法
を
価

値
や
情
緒
へ
も
応
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
孤
独
な
自
己
反
省
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
転
換
す
る
必
要
が
出
て
く
る
と
考
え
る
。

本
質
の
〝
観
点
相
関
性
〟

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
〈
本
質
な
ど
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
存
在
し

な
い
〉
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、

本
質
を
「
永
遠
不
変
な
イ
デ
ア
的
な
も
の
」
と
み
な
し
た
う
え
で
、

そ
う
し
た
イ
デ
ア
的
な
存
在
を
認
め
な
い
（
認
め
た
く
な
い
（
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、〈
現
象
学
と
は
、
意
識
体
験

に
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在
し
て
い
る
永
遠
不
変
な
も
の
と
し
て
の
本
質

を
直
観
し
、
そ
れ
を
記
述
に
よ
っ
て
鏡
の
よ
う
に
写
し
取
ろ
う
と
す

る
も
の
だ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
ご
ろ
ん
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
し
て
い
る
本
質

の
写
し
取
り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
質
観
取
に
お
い
て
実
際
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
そ
も
そ
も
、
問
い
や

0

0

0

観
点
な
し
に
本
質
を
取
り
出
す
こ
と
は
不
可
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
か
ら
だ
。
本
質
観

取
は
問
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
問
い
に
ふ
さ
わ
し

い
仕
方
で
、
ど
ん
な
人
の
体
験
世
界
に
も
共
通
な
構
図
を
取
り
だ
そ

う
と
す
る
努
力
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
先
ほ
ど
み
た
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
§
3（
で
は
、
あ
た
か

も
、
具
体
的
で
事
実
的
な
知
覚
に
想
像
的
な
自
由
変
様
を
行
っ
て
い

け
ば
、
ど
の
知
覚
に
も
共
通
す
る
本
質
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
言

い
方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
問
い
や
観
点
な
ど
な
く
て
も
本

質
観
取
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
意
識
体
験
に

ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在
し
て
い
る
本
質
を
取
り
出
す
と
い
う
印
象
を
強

く
抱
か
せ
る
言
い
方
に
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
じ
つ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
描
く
事
物
知
覚
の
本
質
記
述

も
、
明
ら
か
に
認
識
論
的
な
関
心

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
真
偽
の
種
類
や
真
偽
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

決
定
さ
れ
る
条
件
へ
の
問
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
、

経
験
科
学
の
真
理
性
を
数
学
の
真
理
性
と
対
比
し
つ
つ
解
明
し
よ
う

と
す
る
意
図
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
あ
っ
た
。
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経
験
科
学
の
基
礎
と
な
る
の
は
実
験
と
観
察
で
あ
り
、
つ
ま
り
は

事
物
や
事
態
の
「
知
覚
」
で
あ
る
。
知
覚
こ
そ
が
事
物
や
事
態
を
直

接
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
与
え
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
経
験
科
学
の
認
識
に
お
い
て
は
た
え
ず
新
た
な
見
方
が

出
て
く
る
し
、
訂
正
が
加
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
数
学
の
認

識
で
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
が
行
っ
て
も
正
し
い
認
識
が
可

能
で
あ
る
。

　

こ
の
ち
が
い

0

0

0

を
解
明
す
る
た
め
に
、
事
物
知
覚
に
注
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
事
物
知
覚
は
対
象
そ
れ
自
体
を
与
え
る
と
い
う
感
触
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
一
定
の
予
料
を
含
み
込
ん
で
い
る
」

と
い
う
本
質
が
取
り
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
経
験
科
学
の
基
礎
と
な
る

の
は
知
覚
で
あ
っ
て
、
想
像
や
幻
覚
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
知
覚

と
想
像
・
幻
覚
と
の
ち
が
い
に
着
目
す
れ
ば
、「
知
覚
に
は
＂
あ
り

あ
り
感
＂
が
伴
う
」「
知
覚
が
現
実
知
覚
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
時

間
空
間
的
に
首
尾
一
貫
し
た
客
観
的
世
界
の
信
憑
（
世
界
信
憑
（
と

調
和
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
っ
た
本
質
が
取
り
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
ま
た
、〈
知
覚
は
世
界
を
ど
の
よ
う
に
分
節
し
て
い
る
の

か
〉
と
い
っ
た
観
点
か
ら
知
覚
の
本
質
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
た
と
え
ば
あ
る
人
に
と
っ
て
単
な
る
「
木
」
に
包
括
さ
れ
て
し

ま
う
も
の
が
、
い
つ
も
山
に
入
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
さ
ま
ざ
ま

な
言
葉
で
呼
び
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
「
知
覚
に
お
け
る
世
界
の

分
節
と
、
主
体
の
関
心
と
の
関
係
」
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

か
ら
事
物
知
覚
の
本
質
を
考
え
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
な
し
た
の
と

は
異
な
っ
た
記
述
が
得
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
用
在
性 

Zuhandenheit

」
を
、
主
体
の
関
心
に
よ
る
分
節
と
い
う
点
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

み
た
事
物
知
覚
の
本
質

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

病
体
験
の
本
質
記
述

　

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、
本
質
観
取
は
、
な
ん
ら
か
の
体

験
や
対
象
の
な
か
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
本
質
が
あ
っ
て
そ
れ

を
取
り
出
す
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
問
う
者
の
問
い
の
方
向

（
観
点
（
に
応
じ
て
本
質
と
し
て
記
述
さ
れ
る
べ
き
内
容
は
変
わ
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
一
つ
の
実
例
に
則
し
て
確
認
し
て
お

こ
う
。

　

救
急
医
学
の
専
門
家
で
あ
る
行
岡
哲
男
は
、
病
体
験
の
本
質
に
つ

い
て
、
三
つ
の
契
機
を
示
し
て
い
る（

（
（

。
す
な
わ
ち
、
①
身
体
の
不
都

合
：
で
き
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
②
不
条
理
感
：「
な
ぜ
私
だ

け
が
こ
ん
な
目
に
」「
自
分
は
役
立
た
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

い
う
否
定
的
な
感
情
、
③
自
己
了
解
の
変
様
の
要
請
：
そ
れ
ま
で
の

自
己
了
解
（
生
の
物
語
（
を
新
た
に
作
り
替
え
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
、
で
あ
る
。

　

こ
の
三
点
の
指
摘
は
、
医
療
が
「
身
体
の
不
都
合
」
の
是
正
、
つ

ま
り
治
療
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、
不
条
理
感
や
自
己
了
解
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の
変
様
に
対
す
る
支
援
が
同
時
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
さ

せ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
「
支
援
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
観

点
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
本
質
と
い
え
る
。

　

し
か
し
ま
た
、
同
じ
病
体
験
と
い
っ
て
も
、
急
性
で
死
の
危
険
に

さ
ら
さ
れ
る
場
合
と
、
慢
性
の
病
と
で
は
病
体
験
の
質
が
大
き
く
ち

が
い
、
必
要
な
支
援
も
異
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
支
援
の
観

点
か
ら
、
急
性
の
病
の
本
質
と
慢
性
の
病
の
本
質
と
を
取
り
出
す
こ

と
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
観
点
な
い
し
問
い
に
対
し
て
い
か
に
ふ
さ
わ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
い
仕
方
で
共
通
点
を
取
り
出
す
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
仕
方
で
本
質
を
考
え

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
じ
め
て
、
現
象
学
の

本
質
観
取
の
方
法
は
「
信
頼
し
う
る
共
通
了
解
」
を
形
作
る
も
の
と

し
て
大
き
な
可
能
性
を
獲
得
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

私
自
身
は
、
本
質
観
取
の
方
法
を
用
い
て
、
な
つ
か
し
さ
・
嫉
妬

の
よ
う
な
「
情
緒
」
の
本
質
、
ま
た
、
自
由
・
正
義
・
幸
福
な
ど
の

「
諸
価
値
」
の
本
質
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
こ
れ
ま
で

行
っ
て
き
た
。
そ
の
具
体
的
な
よ
う
す
や
手
法
に
つ
い
て
も
語
り
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
が
尽
き
た
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
他
日
を
期
し
た
い（

9
（

。
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了
（

　
　
《
注
》

（
1
（ 

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
引
用
は
、
以
下
か
ら
行
い
、
Ｃ
Ｍ
と
略

記
す
る
。E. H

usserl, Cartesianische M
editationen, in Ge-

sam
m

elte Schriften/Edm
um

d H
usserl, Bd. （, hrsg. von 

Elizabeth Ströker, H
am

burg: M
einer.

（
2
（ 

木
田
・
野
家
・
村
田
・
鷲
田
編
『
現
象
学
辞
典
』
弘
文
堂
、

一
九
九
七
年
、
七
一
○
頁
以
下
に
、『
哲
学
お
よ
び
現
象
学
研
究
年

報
』
の
詳
細
な
目
次
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
（ 

Ｉ
Ｈ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
（International H

um
an Science Research Con-

ference

（
と
い
う
国
際
会
議
が
毎
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
と

で
交
互
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
人
間
科
学
に
現
象
学
を
応
用
し
よ
う

と
す
る
、
心
理
・
看
護
学
・
介
護
・
医
療
・
教
育
・
哲
学
な
ど
の
研

究
者
・
実
践
家
が
集
ま
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ア
メ
デ
ィ

オ
・
ジ
オ
ル
ジ
（
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
現
象
学
的
心
理
学
の
草
分

け
（
ら
が
創
始
し
た
。

（
4
（ 

ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
』
工
藤
和
男
・
中
村

拓
也
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
○
○
三
年
、
を
参
照
せ
よ
。

（
5
（ 

た
と
え
ば
、
斎
藤
清
二
『
医
療
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
エ
ビ
デ

ン
ス
―
対
立
か
ら
調
和
へ
』、
遠
見
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
を
参

照
せ
よ
。

（
6
（ 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
野
家
啓
一
監
訳
、

産
業
図
書
、
一
九
九
三
年
の
第
二
部
第
四
章
「
特
権
的
表
象
」
を
参

照
せ
よ
。

（
7
（ 
「
本
質
観
取 W

esenserschauung

」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て

は
、『
経
験
と
判
断
』
§
（7
以
下
を
参
照
せ
よ
。

（
（
（ 

行
岡
哲
男
『
医
療
と
は
何
か
』
河
出
ブ
ッ
ク
ス
、
二
○
一
二
年
、
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第
一
章
を
参
照
せ
よ
。

（
9
（ 

私
の
行
っ
た
本
質
観
取
の
実
例
と
し
て
は
、〈
社
会
〉
の
本
質
に

つ
い
て
、
西
研
『
哲
学
の
練
習
問
題
』
河
出
文
庫
、
二
○
一
三
年
、

二
一
二
～
二
一
八
頁
、 〈
正
義
〉
の
本
質
に
つ
い
て
は
同
書
二
一
九

～
二
四
七
頁
。
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Phenomenological Method For Making
‘Reliable Common Understanding’

Ken NISHI

 How can we create ‘reliable common understandings’ on human lived 
worlds and society? This is a very important problem, and I believe that Hus-
serlian phenomenology presents a strong answer for it. In this paper I would 
like to show the possibility of phenomenological method as follows: firstly phe-
omenolgy presents a new idea of science on human lived world, which is based 
not on ‘empirical-scientific evidence’ such as experiment and observation, but 
on ‘self-reflective evidence’.  Secondly ‘phenomenolgical essential insight’ is a 
useful method for explicating common characteristics of values or sentiments 
in human lived worlds.
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