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シ
ン
ボ
ル
的
直
観
と
再
現
前
化
作
用

――
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
の
研
究
――齊　

藤　
　

伸

Ⅰ
．
序
論
＝
問
題
点
の
指
摘

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
「
認
識
の
現
象
学
」（
一
九
二
九
）
に
お
い
て
、
彼
独
自
の
認
識
理
論
と
し
て

「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」（sym

bolische Prägnan

）
1
（z

）
の
思
想
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
の
著
書

で
述
べ
て
き
た
シ
ン
ボ
ル
哲
学
を
基
礎
づ
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念
と
平
行
し
て
理
解
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
精
神
に
お
け
る
「
再
現
前
化
作
用
」（R

epräsentation

）
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ

ル
哲
学
を
理
解
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
立
ち
入
っ
た
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
彼
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
作

用
す
る
「
再
現
前
化
作
用
」
と
の
関
連
の
解
明
を
試
み
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
意
味
す
る
「
シ
ン
ボ
ル

形
式
」
を
理
解
す
る
道
が
開
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
思
想
と
関
連
し
て
次
の
三
点
が
あ
ら
か
じ
め
理
解
さ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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339 シンボル的直観と再現前化作用

（
1
） 「
自
然
〔
本
性
〕
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」（natürliche Sym

bolik

）
と
「
人
為
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」（künstliche Sym

bolik

）
の
区

別
。
彼
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
「
言
語
」（
一
九
二
三
）
に
お
い
て
、
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
機
能
を
「
自
然
〔
本
性
〕
的
シ
ン

ボ
ル
機
能
」
と
「
人
為
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」
と
に
区
別
し
た
。

（
2
） 
そ
の
際
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
最
初
の
二
巻
に
お
い
て
、
主
に
中
心
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
は
言
語
と
神
話
で

あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
人
為
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」
が
考
察
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
こ
の
機
能
が
文
化
の
領
域
に
お
い
て
「
自
然
〔
本
性
〕
的
シ

ン
ボ
ル
機
能
」
と
関
係
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
は
解
明
さ
れ
ず
、
先
送
り
に
さ
れ
て
き
た
。

（
3
） 

し
か
し
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
自
身
は
、「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
の
構
想
に
お
い
て
「
自
然
〔
本
性
〕
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」
を
考
察
す

る
こ
と
の
重
要
性
を
明
瞭
に
認
識
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
我
々
が
人
為
的
な
シ
ン
ボ
ル
体
系
――
言
語
、
芸
術
、
そ
し
て
神
話
に
お
い
て
意
識
が
創
り
出
す
「
恣
意
的
な
」
記
号

――
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
第
一
に
「
自
然
的
な
」
シ
ン
ボ
ル
機
能
、
す
な
わ
ち
、
既
に
意
識
の
個
々
の
契

機
や
断
片
の
う
ち
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
素
質
と
し
て
備
え
ら
れ
て
い
る
意
識
全
体
を
表
示
す

る
あ
の
働
き
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
2
（

。

そ
こ
で
彼
は
「
自
然
〔
本
性
〕
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」
が
、
ど
の
よ
う
に
確
た
る
意
味
を
保
持
し
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
人
間
の
認
識
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
。

こ
の
理
論
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
の
研
究
者
で
あ
る
ク
ロ
イ
ス
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
の
問
題
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
シ

ン
ボ
ル
哲
学
全
体
の
基
礎
づ
け
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
）
3
（

。
本
稿
で
は
こ
の
理
論
を
上
述
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
著
作
に

即
し
て
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
然
〔
本
性
〕
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
」
を
可
能
な
か
ぎ
り
解
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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Ⅱ
．
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄
と
知
覚
世
界
の
構
築

人
間
の
知
覚
世
界
は
他
の
動
物
と
は
異
な
り
、
単
な
る
感
覚
体
験
の
蓄
積
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
現
前
し
て

い
る
感
覚
与
件
と
、
そ
の
対
象
へ
と
向
か
う
意
識
の
「
志
向
性
」、
そ
し
て
精
神
の
「
再
現
前
化
」（repräsentativ

）
の
機
能
を
前
提
と
し

て
い
る
。
人
間
の
知
覚
に
は
最
初
感
覚
を
通
し
て
未
分
化
で
直
接
的
な
印
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
精
神

の
表
出
機
能
と
結
び
つ
け
て
再
現
前
化
し
て
記
憶
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
初
め
て
印
象
が
表
象
と
し
て
そ
の
個
別
性
と
特
殊
性
を
損
な
う
こ
と

な
し
に
普
遍
的
な
形
式
を
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
認
識
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
再
現
前
化
」
ま
た

は
「
表
示
」
の
機
能
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
説
か
れ
る
。

（
一
）
再
現
前
化
と
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄

こ
の
再
現
前
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
印
象
の
全
体
を
一
つ
に
圧
縮
し
て
感
覚
的
印
象
と
は
相
違
し
た
、
非
感
性
的
な
シ
ン
ボ
ル
に
ま
で
至
ら

せ
る
機
能
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
感
覚
与
件
と
精
神
の
創
造
的
な
表
出
機
能
と
が
結
合
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う

に
言
う
、「
一
つ
の
全
体
現
象
を
う
ま
く
そ
の
諸
契
機
の
一
つ
に
い
わ
ば
圧
縮
し
、
シ
ン
ボ
ル
に
ま
で
濃
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
全

体
的
現
象
を
こ
の
個
別
的
契
機
の
う
ち
に
、
ま
た
個
別
的
契
機
の
も
と
に
含
蓄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
〈
保
持
す
る
）
4
（

〉」
と
。

ヘ
ル
ダ
ー
と
の
比
較　
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
主
張
し
た
「
反
省
」
の
作
用
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
た
。
ヘ

ル
ダ
ー
は
意
識
が
対
象
を
「
注
視
」（A

ufm
erksam

keit

）
す
る
と
い
う
機
能
の
中
に
言
語
を
生
み
出
す
精
神
の
最
初
の
萌
芽
を
見
出
し
た
。
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341 シンボル的直観と再現前化作用

し
か
し
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
「
注
視
」
が
行
わ
れ
る
以
前
に
ま
で
遡
っ
て
、
い
っ
そ
う
正
確
な
出
発
点
を
見
出
す
。
と
い
う
の

は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
説
く
「
注
視
」
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
意
識
が
注
視
す
る
対
象
が
既
に
措
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
こ

の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

こ
の
場
合
、
与
え
ら
れ
て
い
る
未
分
化
な
現
象
の
全
体
か
ら
特
定
の
要
素
を
取
り
だ
し
、
そ
の
都
度
特
殊
な
「
注
視
」
の
作
用

に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
意
識
が
向
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
決
定
的
な
の
は
、
こ
の
全
体
か
ら
一

つ
の
契
機
が
抽
象
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
同
時
に
全
体
の
代
表
ま
た
は
「
表
出
」
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
）
5
（

。

そ
れ
ゆ
え
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
も
と
で
は
、
心
的
契
機
は
必
然
的
に
表
出
機
能
と
結
び
つ
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
単
な
る
個

別
的
な
も
の
か
ら
持
続
性
を
も
っ
た
現
象
と
し
て
注
視
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
同
時
に
再
認
の
作
用
（
再
現
前
化
）
が
機
能

し
て
い
る
と
説
か
れ
る
。

「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」　
そ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
語
哲
学
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
よ
り
確
か

な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
知
覚
と
意
味
の
統
一
し
た
現
象
の
状
態
を
示
す
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」
と
い
う
概
念
を
導
入

す
る
）
6
（

。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

感
覚
経
験
と
し
て
の
知
覚
が
、
同
時
に
直
接
的
に
そ
し
て
具
体
的
に
表
象
す
る
特
定
の
非
直
感
的
意
味
を
含
ん
で
い
る
「
在
り

方
」（die A

rt

）
の
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
単
な
る
〈
知
覚
的
〉
な

所
与
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
後
か
ら
何
ら
か
の
「
統
覚
的
」
な
作
用
が
接
木
さ
れ
、
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
そ
れ
が
解
釈
さ
れ
た
り
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判
断
さ
れ
た
り
変
化
さ
れ
た
り
す
る
と
い
っ
た
事
態
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
知
覚
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
の
内
在
的

な
構
造
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
精
神
的
な
文
節
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
り
、
――
知
覚
は
後
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
意
味
の
領
野

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
は
じ
め
か
ら
こ
の
領
野
に
生
み
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
含
蓄
」

（Prägnanz

）
と
い
う
表
現
も
、
こ
こ
に
い
ま
与
え
ら
れ
て
い
る
個
別
的
な
知
覚
現
象
が
あ
る
特
徴
的
な
意
味
の
全
体
に
理
念

的
に
織
り
あ
わ
さ
れ
、
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
事
態
を
名
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
7
（

。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄
」
と
い
う
概
念
は
、
人
間
と
対
象
ま
た
は
現
象
と
の
基
礎
的
な
関
係
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
別
的
対
象
が
も
つ
「
意
味
」
と
は
、
人
間
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
要
な
特
徴
が

見
出
さ
れ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
「
認
識
の
現
象
学
」
と
題
し
た
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
で
、
人
間
の
知
覚
世
界
が
構
築
さ
れ

る
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
認
識
を
可
能
と
さ
せ
る
精
神
的
な
力
の
み
な
ら
ず
、
認
識
さ
れ
る
対
象
の
側
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認

識
と
対
象
と
の
対
等
な
関
係
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
個
別
的
な
対
象
の
内
に
、
普
遍
的
な
「
意
味
」
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

我
々
は
そ
れ
ら
を
理
解
し
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
操
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
た
人
間
と
対
象
と
の
関
係
、
換
言
す
れ
ば
人
間
と
自
然

的
シ
ン
ボ
ル
機
能
と
の
関
係
を
出
発
点
と
し
て
、
彼
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
こ
の
「
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄
」
と
い
う
機
能
は
ど
の
よ
う
に
し
て
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
感
覚
主
義
の
心

理
学
が
、「
感
覚
の
結
合
か
ら
知
覚
は
成
立
す
る
」
と
説
い
た
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
反
論
を
挙
げ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト

の
「
統
覚
」
の
機
能
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
の
現
象
学
で
は
「
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄
」
と
い
う
機
能
は
説
明
で
き
な
い
と
、
そ
れ
ら
を
も

批
判
す
る
。

（
1
）
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚　
カ
ン
ト
は
す
べ
て
の
表
象
が
悟
性
の
作
用
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
知
識
を
形
成
す
る
た
め
に
は
表
象
を

結
合
す
る
悟
性
に
は
根
源
的
な
「
統
覚
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
対
象
の
心
象
を
得
る
た
め
に
は
印
象
に
受
容
性
の
ほ
か
に
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343 シンボル的直観と再現前化作用

総
合
の
機
能
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
印
象
は
感
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
が
、
心
象
は
自
発
的
な
作
用
で
構
成
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る

（
構
成
説
）。
こ
の
作
用
は
悟
性
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
統
覚
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
主
観
的
な
観

念
論
の
特
質
は
「
何
ら
か
の
〈
統
覚
的
〉
な
作
用
が
接
木
さ
れ
る
」
と
想
定
す
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
）
8
（

。

カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
い
て
は
完
全
に
対
象
ま
た
は
現
象
に
含
ま
れ
て
い
る
「
意
味
」
の
問
題
が
度
外
視
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
「
批
判
的
・
現
象
学
的
問
題
が
存
在
の
問
題
に
、
つ
ま
り
純
粋
に
機
能
的
な
考
察
が
、
あ
る
実
体
的
な
考
察
に
す
り
替
え
ら
れ
て
し

ま
っ
た
）
9
（

」
と
主
張
す
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
う
し
た
対
象
に
お
け
る
意
味
の
欠
如
を
回
避
す
る
た
め
に
、
新
た
に
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る

意
味
〕
の
含
蓄
」
の
概
念
を
提
唱
し
、
認
識
の
問
題
全
体
に
新
た
な
る
転
換
を
与
え
る
と
共
に
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
問
題
点
を
克
服
し

た
。（

2
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学　
意
識
の
志
向
性
は
感
覚
作
用
と
い
う
最
初
の
知
覚
段
階
で
は
そ
れ
が
受
動
的
で
あ
る
と
説
か
れ
た
が
、

現
象
学
は
現
象
を
二
つ
の
層
に
分
け
、
こ
れ
を
「
素
材
的
な
層
」（hyletische Schicht

）
と
「
思
惟
的
な
層
」（noetische Schicht

）
と

よ
び
、
前
者
は
そ
れ
自
身
意
味
を
も
た
ず
、
意
味
付
与
の
機
能
に
よ
っ
て
意
味
が
与
え
ら
れ
れ
ば
後
者
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
思
惟
（N

oesis

）

が
質
料
（hyle

）
に
認
識
さ
れ
た
も
の
（N

oem
a

）
つ
ま
り
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
は
成
立
す
る
。
だ
が
全
く
意
味
を
も
っ
て

い
な
い
素
材
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
3
）
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
批
判　
彼
に
よ
る
と
質
料
と
形
式
の
区
別
は
意
識
の
分
析
に
は
不
可
欠
で
も
、
そ
れ
を
現
象
の
領
域
に
持
ち
込

む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
現
象
に
は
形
式
の
な
い
質
料
は
な
く
、
質
料
の
な
い
形
式
も
な
い
。
両
者
は
と
も
に
渾
然
一
体
で
あ
る
意
識
の
全

体
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
表
象
機
能
の
特
質
で
あ
る
形
式
と
質
料
と
の
相
関
性
は
あ
く
ま
で
も
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
意
識
内

容
は
単
に
現
前
す
る
（präsent

）
の
で
は
な
く
、
同
時
に
再
現
前
的
（repräsentativ

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
と
質
料
の
相
互
規
定

を
「
シ
ン
ボ
ル
が
意
味
を
孕
む
」
と
い
う
言
葉
で
彼
は
表
現
し
た
。

こ
の
こ
と
が
先
の
引
用
文
で
は
「
こ
の
知
覚
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
の
内
在
的
な
構
造
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
精
神
的
な
文
節
を
手
に
入
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れ
る
」
と
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
知
覚
世
界
の
構
築

人
間
に
お
け
る
全
て
の
知
覚
は
、
そ
の
全
て
に
「
志
向
的
」
な
側
面
を
含
ん
で
お
り
、
与
え
ら
れ
る
感
覚
的
な
印
象
を
、
単
に
そ
の
模
写

と
し
て
映
し
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
む
し
ろ
感
覚
知
覚
に
お
け
る
「〈
表
示
す
る
も
の
〉
か
ら
〈
表
示
さ

れ
る
も
の
〉
へ
赴
き
、
そ
し
て
再
び
〈
表
示
さ
れ
る
も
の
〉
か
ら
〈
表
示
す
る
も
の
〉
へ
と
立
ち
戻
る
と
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
両
者
間
を

往
復
す
る
）
10
（

」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
対
象
を
認
識
す
る
。
た
と
え
ば
我
々
が
あ
る
「
色
」
を
認
識
す
る
際
に
は
、
そ
れ
が
属
す
る
場
に
応

じ
て
異
な
っ
た
意
味
ま
た
は
「
価
値
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
も
つ
意
味
は
、
完
全
に
そ
れ
が
属
す
る
秩
序

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
人
間
が
そ
れ
を
認
識
す
る
以
前
か
ら
、
個
々
の
意
味
が
対
象
の
内
に
「
含
蓄
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
。
人
間
は

そ
う
し
た
対
象
に
あ
ら
か
じ
め
含
ま
れ
て
い
た
意
味
を
抽
出
し
、
現
前
と
再
現
前
と
の
協
働
作
用
に
よ
っ
て
対
象
を
知
覚
す
る
と
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
は
主
張
す
る
。
も
し
も
そ
う
し
た
シ
ン
ボ
ル
的
な
意
味
の
含
蓄
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
完
全
な
る
「
無
」
な
る
も
の
か
ら
、

あ
る
主
観
的
な
意
味
を
生
成
し
、
一
方
的
に
付
与
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
全
て
の
人
間
に
普
遍
的
な
意
味
を
備
え
た
一
定
の
知
覚
世
界
を

作
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
こ
う
し
た
対
象
と
精
神
と
の
不
可
分
性
を
考
慮
に
入
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
認
識
の
本
質
を
解
明
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
優
れ
た
認
識
論
的
な
洞
察
が
認
め
ら
れ
る
。

①
彼
に
よ
る
と
、
人
間
の
意
識
に
与
え
ら
れ
る
全
て
の
感
性
的
与
件
は
、
そ
れ
が
即
自
的
に
現
前
（präsent

）
し
て
い
る
こ
と
は
な
く
、

そ
こ
に
は
常
に
精
神
の
再
現
前
化
ま
た
は
表
出
の
作
用
を
伴
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
知
覚
に
お
い
て
対
象
の
側
か
ら
精
神
へ
と

一
方
的
に
感
覚
的
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
内
的
経
験
と
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
現
前
と
再
現
前
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化
と
の
不
可
分
の
協
働
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
が
可
能
と
な
る
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
）
11
（

。

②
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
現
前
す
る
感
覚
与
件
と
再
現
前
化
の
作
用
と
は
、
常
に
固
定
さ
れ
た
形
態
に
お
い
て
留
ま
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
く
無
関
係
に
変
化
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
感
性
的
与
件
が
、
あ
る
意
味
付
与
作
用
か
ら
、
も

う
一
方
の
意
味
付
与
作
用
へ
と
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ボ
ル
が
固
定
さ
れ
た
意
味
に
縛
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
も
し
も
こ
う
し
た
意
味
付
与
作
用
間
に
お
け
る
「
転
化
」（um

schlagen

）
が
起
こ
ら
ず
に
、
常
に
一
つ
の
意

味
内
容
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
て
お
り
、
人
間
精
神
の
創
造
的
側
面
を
否

定
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
）
12
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
印
象
は
、
そ
れ
が
い
か
に
再
現
前
化
の
作
用
す
な
わ
ち
、
創
造
性

と
判
断
の
機
能
と
に
結
び
つ
く
か
に
よ
っ
て
、
固
定
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
多
様
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
人
間
に
関
わ
っ
て
い
る
）
13
（

。

そ
の
た
め
人
間
の
知
覚
世
界
の
構
築
は
、
意
識
へ
と
与
え
ら
れ
る
個
々
の
印
象
が
「
多
彩
で
豊
か
な
意
味
機
能
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
）
14
（

」、
意
味
機
能
の
相
互
性
に
よ
っ
て
内
的
「
経
験
」
の
世
界
が
構
築
さ
れ
る
の
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。

Ⅲ
．
直
観
と
表
出
機
能

人
間
だ
け
で
は
な
く
他
の
動
物
も
ま
た
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
方
法
に
よ
る
表
出
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
人
間
と
動

物
の
間
に
お
け
る
表
出
機
能
の
差
異
は
、
単
な
る
量
的
な
拡
大
で
は
な
く
完
全
な
質
的
な
相
違
で
あ
る
。
原
初
的
な
表
出
機
能
か
ら
、
よ
り

高
次
の
宇
宙
と
し
て
の
「
文
化
」
の
領
域
へ
と
踏
み
出
す
人
間
に
は
、
こ
れ
を
可
能
と
さ
せ
る
「
客
観
的
形
態
化
作
用
」
の
探
求
が
求
め
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
神
話
の
世
界
を
取
っ
て
み
て
も
そ
れ
は
未
だ
に
直
観
的
な
表
情
機
能
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
発
達
し
て
豊
か

な
姿
に
な
る
に
つ
れ
て
、「
現
実
は
自
己
完
結
的
な
一
つ
の
〈
宇
宙
〉（K

osm
os

）
と
な
る
）
15
（

」。
つ
ま
り
神
話
は
現
実
を
個
別
的
な
特
性
や
性
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格
の
単
な
る
総
体
と
し
て
で
は
な
く
、
諸
形
態
か
ら
な
る
一
つ
の
全
体
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
的
な

意
識
に
お
い
て
、
最
も
原
始
的
な
形
態
の
も
の
を
指
し
て
ウ
ゼ
ナ
ー
は
「
瞬
間
神
」（A

ugenblickgötter

）
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
現
れ
て
は

消
え
る
、
一
切
の
恒
常
性
と
普
遍
性
を
も
た
な
い
個
別
的
な
現
象
の
神
化
で
あ
る
。「
瞬
間
神
」
が
自
己
同
一
的
な
神
的
存
在
と
な
り
得
る

に
は
、
神
話
的
思
考
の
み
な
ら
ず
、
言
語
の
発
達
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
象
の
「
再
発
見
と
再
認
識
の
可
能
性
を
初
め

て
与
え
て
く
れ
る
の
が
言
語
）
16
（

」
で
あ
る
か
ら
。
個
別
的
な
契
機
が
、
移
ろ
い
ゆ
く
不
確
か
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
静
止
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
普
遍
的
な
も
の
へ
と
昇
華
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
自
身
の
領
域
か
ら
超
え
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
表
示
」
と
し
て
再
現
前
化
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
神
話
に
お
け
る
人
間
の
表
示
機
能
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
二
つ
の
異
な
っ
た
方
向
へ
と
展
開
し
、
互
い
に
対

極
性
を
保
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
表
示
は
神
話
を
そ
の
生
き
た
直
接
性
に
お
い
て
捉
え
現
前
化
し
、
も
う
一
方
で
は
再
現
前
化
と

し
て
機
能
す
る
）
17
（

。
し
た
が
っ
て
人
間
は
与
え
ら
れ
た
対
象
を
、
そ
の
直
接
性
に
よ
っ
て
個
別
的
な
与
件
と
し
て
認
識
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
こ
に
は
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」
に
よ
っ
て
普
遍
性
を
備
え
た
意
味
を
も
同
時
に
認
識
す
る
。
そ
の
た
め
神
話
の
み
な
ら

ず
、
対
象
一
般
に
お
い
て
も
同
様
に
直
観
に
よ
る
認
識
と
平
行
し
て
再
現
前
化
の
機
能
が
働
い
て
い
る
）
18
（

。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
表
出
機
能
」
の
存
在
は
、
言
語
の
使
用
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
全
て
の
言

語
が
、
こ
う
し
た
形
式
の
も
と
に
収
束
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
原
始
心
性
に
お
け
る
言
語
、
ま
た
は
い
わ
ゆ

る
「
動
物
言
語
」
を
、
文
化
的
人
間
が
用
い
て
い
る
文
節
さ
れ
た
言
語
と
同
じ
次
元
に
お
い
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
）
19
（

。
原
初
状
態
の

言
語
に
お
い
て
は
、
論
理
的
ま
た
は
抽
象
的
な
要
素
よ
り
も
、
表
情
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
ら
は
、
情
動
的
な
領
域
か

ら
抜
け
だ
し
て
お
ら
ず
、
単
な
る
感
情
の
「
告
知
」
に
過
ぎ
な
い
）
20
（

。
ま
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ケ
ー
ラ
ー
が
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
用
い
て
行
っ

た
実
験
の
結
果
は
、
こ
う
し
た
言
語
に
お
け
る
区
分
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
）
21
（

。

し
か
し
な
が
ら
人
間
が
用
い
て
い
る
言
語
で
さ
え
も
、
動
物
言
語
が
属
す
る
領
域
、
す
な
わ
ち
表
情
と
情
動
の
領
域
か
ら
完
全
に
隔
絶
し
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た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
最
高
度
に
客
観
化
さ
れ
た
言
語
の
内
に
も
、
動
物
言
語
が
も
つ
表
情
的
な
性
格
は
必
然
的
に
含
ま
れ
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
。
言
語
の
音
声
は
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
音
調
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
も
つ
意
味
は
変
貌
し
得
る
し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
も
つ
表
情

的
な
側
面
に
よ
っ
て
こ
そ
、
表
示
の
意
味
が
確
定
さ
れ
、
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
す
ら
も
あ
る
。
そ
の
た
め
人
間
が
操
る
言
語
に
お
い
て
は

論
理
的
な
性
格
が
、
感
性
的
な
側
面
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
規
定
し
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は

「
ロ
ゴ
ス
の
身
体
化
（Verkörperung des Logos

）」
を
捉
え
て
い
る
）
22
（

。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
言
語
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
様

相
の
間
に
は
機
能
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
感
性
的
な
感
覚
の
領
域
に
お
い
て
は
、
彼
を
取
り
巻
く
環
境
か
ら
与
え

ら
れ
る
外
的
な
刺
激
を
そ
の
直
接
性
に
お
い
て
捉
え
て
現
前
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
環
境
へ
と
適
応
し
て
い
る
。
も
う
一
方
で
論
理

的
な
思
考
の
領
域
に
お
い
て
は
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
再
現
前
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
の
対
象
と
自
身
と
に
距
離
を

置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
対
象
」
と
し
て
認
識
す
る
。
そ
の
た
め
人
間
は
他
の
動
物
と
は
異
な
り
、
対
象
を
単
に
「
即
自
的
」（an 

sich

）
に
、
つ
ま
り
そ
の
ま
ま
で
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
対
自
的
」（für sich

）
に
、
つ
ま
り
自
覚
的
に
も
捉
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
情
動
的
な
言
語
か
ら
人
間
の
言
語
に
到
達
す
る
た
め
に
は
精
神
の
諸
力
が
一
定
の
水
準
ま
で
発
達
す
る
こ
と
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
子
供
に
お
い
て
見
ら
れ
る
最
初
の
言
語
は
、
い
か
な
る
例
外
も
な
く
そ
の
子
供
の
情
動
の
み
を
意
味
し
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
、
文
節
さ
れ
た
言
語
を
用
い
始
め
て
も
な
お
、
彼
ら
の
応
答
は
対
象
を
指
示
す
る
こ
と
よ
り
も
、
欲
求
ま
た
は
拒
否
を
意

味
し
て
い
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
な
情
動
表
出
の
次
元
か
ら
人
間
独
自
の
次
元
へ
の
移
行
を
、
盲
目
で
聾
唖
で
あ
っ
た
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
事

例
が
明
瞭
に
、
か
つ
印
象
的
に
示
し
て
い
る
。
ヘ
レ
ン
の
事
例
が
我
々
に
与
え
た
も
の
は
、
単
な
る
個
人
心
理
学
的
な
領
域
を
遥
か
に
超
え

て
お
り
、
主
観
的
な
表
情
世
界
か
ら
、
人
間
の
み
に
与
え
ら
れ
た
客
観
的
な
表
象
世
界
へ
の
門
出
の
瞬
間
を
明
示
し
て
い
る
）
23
（

。
さ
ら
に
ヘ
レ

ン
の
事
例
は
、
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
表
示
機
能
が
、
何
か
特
定
の
感
覚
印
象
の
み
に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
同
時
に

示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
認
識
の
起
源
が
感
覚
に
あ
る
と
す
る
感
覚
論
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
盲
目
で
聾
唖
で
あ
っ
た
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ヘ
レ
ン
が
健
常
者
と
同
等
の
知
的
水
準
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
表
示
の
機
能
は
個

別
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
に
お
い
て
は
感
覚

印
象
を
、
現
前
さ
れ
た
そ
の
直
接
性
に
お
い
て
の
み
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
再
現
前
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
き
に
初
め

て
、
他
の
動
物
を
超
え
た
存
在
と
し
て
の
次
元
へ
と
達
す
る
。
そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
な
ん
ら
か
の
個
別
的
な
感
覚
印
象

が
シ
ン
ボ
ル
的
に
使
用
さ
れ
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
る
瞬
間
こ
そ
、
い
わ
ば
新
た
な
る
世
界
の
夜
明
け
な
の
で
あ
る
）
24
（

」。

Ⅳ
．
反
省
と
表
出
機
能

言
語
哲
学
の
古
典
と
も
な
っ
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
言
語
起
源
論
』（
一
七
七
二
）
は
、
有
名
と
な
っ
た
概
念
を
用
い
て
人
間
を
「
欠
陥
動
物
」

で
あ
る
と
規
定
し
た
。
彼
は
言
語
の
起
源
を
解
明
す
る
試
み
に
お
い
て
、
言
語
が
人
間
を
他
の
動
物
か
ら
区
別
す
る
絶
対
的
契
機
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
他
の
動
物
と
の
相
違
点
を
更
に
細
か
く
探
求
す
る
と
い
う
手
法
以
外
に
、
そ
れ
へ
と
至
る
道
は
な
い
と
断
じ
た
。
そ

こ
で
彼
は
人
間
が
他
の
動
物
と
比
べ
て
本
能
と
衝
動
の
領
域
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
た
め
に
、
母
な
る
自
然
か
ら
、
そ
の
欠
陥
の
「
代
償
と

な
る
胚
珠
」（K

eim
 zum

 E
rsatze

）
が
授
け
ら
れ
た
と
論
じ
た
）
25
（

。
人
間
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
単
に
本
能
的
な
衝
動
に
従
う
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
捉
え
得
る
意
識
の
「
自
由
」
を
獲
得
し
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し

た
「
自
由
」
の
獲
得
が
、
人
間
を
他
の
動
物
と
は
異
な
っ
た
次
元
、
す
な
わ
ち
理
性
的
言
語
を
用
い
る
存
在
へ
と
導
く
契
機
と
な
っ
た
。

外
界
か
ら
与
え
ら
れ
る
印
象
を
、
そ
の
直
接
性
に
お
い
て
捉
え
て
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
直
観
内
容
を
規
定
し
、
そ
れ
を
一
つ
の

像
と
し
て
作
り
あ
げ
る
人
間
の
精
神
の
力
を
彼
は
「
反
省
」（R

eflexion

）
ま
た
は
「
内
省
意
識
」（B

esonnenheit

）
と
呼
ん
だ
。
ヘ
ル

ダ
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
内
省
意
識
が
特
徴
と
し
て
人
間
に
固
有
で
あ
り
、
か
れ
の
種
族
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
）
26
（

」
と
主
張
し
、
最
も
原
初
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的
で
あ
り
な
が
ら
も
人
間
の
み
に
固
有
な
こ
の
意
識
の
中
に
、
人
間
言
語
の
起
源
を
見
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な
反
省
の
意
識
は
、
認
識
し

た
「
対
象
」
か
ら
、
そ
れ
が
他
と
区
別
さ
れ
る
「
徴
表
」（M

erkm
al

）
を
抽
出
し
、
真
偽
の
判
断
を
下
す
。
こ
れ
こ
そ
「
魂
の
言
葉
」
で

あ
り
、
こ
れ
が
意
識
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
な
内
省
の
最
初
の
徴
表
と
な
っ
た
と
論
じ
た
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
の
「
魂
の

言
葉
」
を
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
た
め
に
、
既
述
の
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
の
〕
含
蓄
」
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の

徴
表
に
は
対
象
の
代
理
を
す
る
機
能
が
あ
っ
て
、
対
象
の
個
別
性
ま
た
は
特
殊
性
を
損
な
う
こ
と
な
し
に
そ
の
代
理
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
の
代
理
機
能
に
は
普
遍
的
な
形
式
と
し
て
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
対
象
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
扱
う
こ
と
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
対
象
か
ら
抽
出
さ
れ
る
徴
表
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
対
象
と
の
間
接
的
な
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
流
動
的
で

完
全
に
個
別
的
で
あ
っ
た
対
象
が
、
初
め
て
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
持
続
性
と
普
遍
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
う
し
て
人
間
は
物
理
的
で
直
接
的
な
世
界
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
シ
ン
ボ
ル
の
世
界
に
生
き
、
文
化
の
世
界
に
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
）
27
（

。
こ
の
よ
う
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
に
お
い
て
人
間
精
神
の
反
省
ま
た
は
再
認
の
機
能
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
用
い
た
「
内
的

反
省
」
を
超
え
て
拡
大
さ
れ
、
人
間
の
内
側
だ
け
に
で
は
な
く
、
同
様
に
外
側
へ
も
向
か
う
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
は
単
に
印
象

を
言
語
へ
と
鋳
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
印
象
を
文
節
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
直
観
世
界
そ
の
も
の
を
文
節
す
る
精
神
の
根
源
的
な
力
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
精
神
の
反
省
す
る
機
能
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
。

「
反
省
」
と
い
う
根
本
能
力
は
、
そ
の
作
用
の
各
々
に
お
い
て
、「
内
面
」
と
「
外
面
」
の
両
方
向
へ
と
同
時
に
作
用
す
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
能
力
は
、
一
方
で
は
音
声
の
文
節
化
あ
る
い
は
言
語
運
動
の
文
節
化
や
律
動
化
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
他
方
で
は
表

象
世
界
の
絶
え
ず
精
密
化
し
て
ゆ
く
差
異
化
と
対
照
化
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
一
方
の
課
程
が
絶
え
ず
他
方
の
過
程
に
働
き

か
け
、
ま
さ
に
こ
の
生
き
生
き
と
し
た
動
的
相
互
関
係
か
ら
こ
そ
、
次
第
に
意
識
の
あ
る
新
た
な
均
衡
が
生
じ
て
き
て
、
一
つ

の
安
定
し
た
〈
世
界
像
〉
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
28
（

。
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こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
反
省
の
機
能
は
、
内
面
と
外
面
の
両
方
向
へ
と
作
用
し
て
ゆ
き
、
言
語
の
み
な
ら
ず
、
直
観

世
界
そ
の
も
の
を
も
同
時
に
文
節
的
に
規
定
す
る
力
と
な
る
）
29
（

。
さ
ら
に
こ
の
働
き
は
、
対
象
を
そ
れ
が
も
つ
性
質
に
よ
っ
て
統
一
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
が
含
有
し
定
立
さ
れ
て
い
る
諸
特
徴
を
一
つ
の
全
体
へ
と
ま
と
め
あ
げ
、「
い
っ
そ
う
高
次
な
形
成
体
」
す
な
わ
ち
シ
ン

ボ
ル
へ
と
統
合
す
る
。
こ
う
し
た
人
間
に
お
け
る
知
覚
の
初
期
過
程
に
お
い
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
が
言
語
で
あ
り
、「
反
省
」

は
そ
れ
を
創
造
す
る
精
神
の
基
礎
的
な
機
能
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
）
30
（

。

そ
の
た
め
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
に
お
い
て
「
反
省
」
と
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
そ
れ
に
与
え
た
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
精
神
の
奥
底
に
備

わ
っ
た
根
本
的
契
機
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
直
観
的
ま
た
は
対
象
的
世
界
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
次
の
よ
う
な
結
論

に
至
る
。「
精
神
が
直
観
的
世
界
像
の
創
造
と
同
様
に
言
語
の
創
造
へ
、
現
実
に
つ
い
て
の
対
象
的
直
観
と
同
様
に
そ
の
〈
論
証
的
な
〉

（diskursiven

）
理
解
へ
と
高
ま
り
う
る
の
も
、
結
局
は
同
じ
一
つ
の
基
本
的
な
働
き
〔
す
な
わ
ち
反
省
の
力
〕
に
よ
る
）
31
（

」
の
で
あ
る
と
。

Ⅴ
．
人
間
に
お
け
る
空
間
と
時
間
の
再
現
前
化
作
用

（
一
）
空
間
と
時
間
の
三
類
型

全
て
の
有
機
的
生
命
体
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
空
間
と
時
間
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
制
限
を
超
越
し
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
よ
る
支
配
は
全
て
の
生
命
に
同
等
、
同
質
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
人
間

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
精
神
的
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
異
な
っ
た
様
相
を
示
す
か
ら
。
空
間
と
時
間
に
よ
る
支
配
は
、
論
理
的
な
思
考
の
下
で
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生
き
る
者
よ
り
も
、
神
話
的
思
考
の
下
で
生
き
る
者
の
方
が
、
い
っ
そ
う
鮮
明
に
そ
し
て
劇
的
に
作
用
す
る
。
な
ぜ
な
ら
神
話
的
思
考
に
お

け
る
空
間
と
時
間
は
、
単
に
観
念
的
で
、
非
自
然
的
概
念
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
生
活
の
み
な
ら
ず
、
神
々
を
も
支
配
す
る
絶
対
的
で
物

理
的
な
「
力
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
。
そ
れ
に
対
し
て
論
理
的
思
考
を
も
つ
人
間
に
と
っ
て
空
間
と
時
間
は
、
他
の
有
機
的
生
命
を

取
り
巻
い
て
い
る
も
の
と
は
、
質
的
に
異
な
っ
た
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
動
物
の
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
の
知
能
の
程

度
に
応
じ
て
、
階
層
的
な
相
違
が
あ
る
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
そ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
人
間
』
に
お
い
て
、
所
謂
「
下
等
生

物
」
が
も
つ
空
間
と
時
間
を
「
有
機
的
な
空
間
お
よ
び
時
間
」、
高
等
動
物
が
も
つ
そ
れ
ら
を
「
知
覚
的
な
空
間
と
時
間
」、
そ
し
て
論
理
的

思
考
を
も
つ
人
間
か
ら
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
を
「
シ
ン
ボ
ル
的
な
空
間
と
時
間
」
ま
た
は
「
抽
象
的
な
空
間
と
時
間
」
と
の
三
段
階
に
区

分
し
た
。『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
空
間
と
時
間
の
議
論
を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
こ
の
三
類
型
の
区
分
を

明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
1
）	「
有
機
的
な
空
間
と
時
間
」　
こ
の
次
元
に
生
き
る
生
物
は
、
一
切
の
観
念
的
な
空
間
や
時
間
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら

は
、
何
ら
か
の
経
験
に
よ
っ
て
空
間
と
時
間
を
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
種
に
固
有
な
本
能
的
衝
動
に
よ
っ
て
、
先
験
的
に
そ
れ
ら
を
認
識

す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
生
物
は
完
全
に
そ
の
空
間
と
時
間
に
順
応
し
て
お
り
、
僅
か
な
外
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
自
ら
を
環
境
に
適
応

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）	「
知
覚
的
な
空
間
と
時
間
」　
こ
れ
は
類
人
猿
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
高
度
な
知
能
を
も
っ
た
動
物
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
空
間

と
時
間
の
認
識
で
あ
り
、
前
述
の
「
有
機
的
な
空
間
と
時
間
」
と
は
異
な
り
、
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
な
ど
複
数
の
感
覚
的
な
印
象
を

含
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
ケ
ー
ラ
ー
の
実
験
に
お
い
て
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
あ
る
程
度
の
未
来
を
予
想
し
、
行
動
を
計
画
し
得
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
空
間
と
時
間
を
実
際
的
な
活
動
に
即
し
て
把
握
す
る
。

（
3
）	「
シ
ン
ボ
ル
的
空
間
と
時
間
」　
こ
の
知
覚
は
人
間
の
み
に
与
え
ら
れ
た
空
間
と
時
間
の
認
識
で
あ
り
、
本
能
的
衝
動
に
お
い
て
、

他
の
生
物
よ
り
も
劣
る
人
間
は
、
空
間
と
時
間
を
そ
の
直
接
性
に
お
い
て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
複
雑
な
思
考
を
経
て
一
つ
の
観
念
と
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し
て
そ
れ
ら
を
認
識
す
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
人
間
独
自
の
観
念
と
し
て
の
空
間
と
時
間
は
、
我
々
の
理
論
的
知
識
の

領
域
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
人
間
自
身
を
も
文
化
全
体
を
切
り
開
く
道
へ
と
方
向
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
類
型
に
基
づ
き
、

こ
こ
で
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
人
間
に
固
有
な
空
間
、
時
間
知
覚
と
し
て
の
「
シ
ン
ボ
ル
的
空
間
と
時
間
」
を
考
察
す
る
。

（
二
）
対
象
と
空
間
直
観

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
人
間
に
お
け
る
対
象
世
界
の
構
築
は
、
流
動
的
な
現
前
と
し
て
の
感
覚
印
象
が
再
現
前
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
知
覚
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
そ
れ
に
必
然
的
に
含
ま

れ
て
い
る
も
の
が
空
間
直
観
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
象
の
知
覚
と
空
間
の
知
覚
は
精
神
に
お
い
て
同
時
に
行
わ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
あ
る
現
象
が
個
別
的
な
特
徴
ま
た
は
属
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
属
性
的
統
一
と
平
行
し
て
空
間
的
統
一
が
成
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

物
が
ま
さ
し
く
こ
の
一
つ
の
物
で
あ
り
、
こ
の
一
つ
の
物
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
我
々
に
明
ら
か
に
な

る
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
我
々
が
直
観
空
間
の
全
体
の
う
ち
に
そ
の
「
場
所
」
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
事
物
に
そ
の
都
度
特
定
の
位
置
を
認
め
、
――
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
の
位
置
の
総
体
そ
の
も
の
を
再
び
一
つ
の
直
観

的
全
体
に
ま
と
め
あ
げ
、
こ
れ
が
対
象
の
運
動
を
法
則
的
に
規
定
さ
れ
た
恒
常
的
変
化
と
し
て
我
々
に
表
示
し
て
く
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
が
そ
の
都
度
、
空
間
内
の
固
定
的
な
一
点
に
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
の
位
置
が

「
現
実
の
」
空
間
内
に
、
他
の
全
て
の
対
象
の
位
置
と
相
関
的
に
規
定
さ
れ
て
現
れ
て
く
る
の
と
同
様
に
、
我
々
は
物
に
そ
の

空
間
的
な
「
大
き
さ
」
や
「
形
態
」
を
も
そ
の
客
観
的
規
定
と
し
て
付
与
す
る
）
32
（

。
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353 シンボル的直観と再現前化作用

こ
う
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
空
間
に
関
す
る
問
題
設
定
は
、
そ
れ
を
単
に
自
然
科
学
的
な
問
い
と
し
て
設
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間

の
精
神
的
な
過
程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
他
の
精
神
諸
力
と
の
協
働
か
ら
空
間
直
観
が
獲
得
さ
れ
る
の
か
に
力
点
が
お
か
れ
る
。

そ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
空
間
を
一
つ
の
経
験
的
直
観
ま
た
は
経
験
的
な
対
象
世
界
の
「
形
式
」
と
捉
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
空
間
と
は
何

か
間
接
的
な
記
号
に
よ
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
で
は
な
く
、「
表
示
作
用
の
固
有
な
様
式
」
ま
た
は
「
表
示
作
用
の
特
殊
な
図

式
的
要
約
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
空
間
と
は
、
精
神
に
発
達
の
方
向
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方
向
性
に
従
っ
て
、
現
実
を
客
観

化
す
る
過
程
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
は
空
間
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

意
識
に
含
蓄
さ
れ
て
い
た
諸
対
象
の
「
意
味
」
が
理
解
可
能
と
な
る
。
彼
は
そ
こ
に
意
味
の
変
化
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
人
間
に
お
け
る
一
般
的
な
空
間
意
識
の
方
向
性
は
、
言
語
と
神
話
的
思
考
で
は
異
な
っ
た
方
向
へ
と
進
ん
で
い

る
。
と
い
う
の
も
神
話
に
お
け
る
空
間
意
識
は
、
空
間
に
表
情
的
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
遠
近
、
高
低
、
左
右
と
い
っ
た
空
間
的
な
対

比
は
、
単
な
る
物
理
的
連
関
に
お
け
る
相
違
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
自
然
と
の
地
位
を
規
定
す
る
呪
術
的
な
環
と
し

て
理
解
さ
れ
る
。

一
方
で
言
語
は
、
こ
う
し
た
神
話
的
思
考
が
属
す
る
空
間
直
観
の
領
域
か
ら
完
全
に
隔
絶
し
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
神
話
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
表
情
―
空
間
（A

usdrucks

―R
aum

）
と
い
う
関
係
か
ら
、
表
示
―
空
間
（D

arstellungs

―R
aum

）
と
い
う
関
係
へ

の
転
回
が
見
出
さ
れ
る
）
33
（

。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
言
語
の
発
達
と
共
に
「
空
間
的
秩
序
」
が
現
れ
、
そ
こ
で
は
「
思
考
様
式
の
革
命
」

（R
evolution der D

enkart

）
と
し
て
の
図
式
的
空
間
把
握
が
可
能
と
な
る
。
論
理
的
な
思
考
を
も
つ
人
間
の
み
に
固
有
な
空
間
把
握
は
、

こ
う
し
た
言
語
ま
た
は
シ
ン
ボ
ル
の
機
能
に
よ
っ
て
、
単
な
る
外
的
に
現
前
す
る
印
象
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
再
現
前
化

の
作
用
が
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
動
的
な
印
象
の
断
片
が
一
つ
の
「
表
示
」
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
独
自
の
空

間
構
造
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。「
表
示
の
二
つ
の
根
本
契
機
――
表
示
す
る
も
の
と
表
示
さ
れ
る
も
の
、
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〈
表
出
す
る
も
の
〉
と
〈
表
出
さ
れ
る
も
の
〉――
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
こ
そ
、
そ
れ
が
成
長
し
完
全
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
空
間
の
世
界
が
純
粋
直
観
の
一
つ
の
世
界
と
し
て
出
現
し
て
く
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
そ
の
萌
芽
が
含
ま
れ
て
い
る
）
34
（

」
と
。

（
三
）
時
間
直
観
と
再
現
前
化
作
用

あ
ら
ゆ
る
現
象
は
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
機
的
な
連
関
を
も
つ
持
続
現
象
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
。
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
対
象
一
般
を
規
定
す
る
相
関
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
が
「
時
間
」
で
あ
る
と
し
、

そ
こ
で
の
悟
性
と
感
性
の
連
関
を
超
越
論
的
図
式
と
し
て
基
礎
づ
け
た
。
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
図
式
を
明
ら
か
に
し
た

り
、
そ
れ
を
操
作
し
た
り
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
も
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
が
「
時
間
」
と
い
う
直
接
的
な
所
与
を
、
反
省
の
領

域
、
ま
た
は
自
然
科
学
の
領
域
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
場
合
に
は
、
か
な
ら
ず
言
語
ま
た
は
記
号
を
用
い
て
空
間
的
な
図
式
へ
と

変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
言
語
よ
り
も
神

話
的
な
世
界
の
ほ
う
が
、
時
間
そ
の
も
の
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
に
い
っ
そ
う
長
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
神
話
は
時
間
の
根
源
的
形
式

の
う
ち
に
留
ま
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
神
話
は
世
界
を
硬
直
し
た
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
断
の
生
起
と
し

て
捉
え
る
か
ら
で
あ
り
、
出
来
上
が
っ
た
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
常
に
更
新
さ
れ
る
変
容
と
し
て
捉
え
る
か
ら
）
35
（

」
と
彼
は
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
論
理
的
な
思
考
を
も
つ
人
間
に
お
け
る
時
間
直
観
は
、
上
述
の
よ
う
に
そ
れ
を
空
間
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
考
察

可
能
な
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
時
間
を
一
つ
の
存
在
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
「
現
在
」、「
過
去
」、「
未
来
」
と
い
っ
た

区
分
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
存
在
様
態
を
一
つ
の
静
止
し
た
点
と
し
て
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
主
張
に
従
っ
て
、
人
間
に
お
け
る
時
間
意
識
の
働
き
を
重
視
し
、
現
象
し
て
い
る
現
実
に
つ
い
て
の
、
人
間
の
意
識
を
考

察
す
る
。
彼
に
よ
る
と
現
在
、
過
去
、
未
来
と
い
う
時
間
に
関
す
る
表
現
上
の
区
別
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
三
つ
の
時
間
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が
存
在
す
る
と
い
っ
た
事
態
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
現
在
」
が
三
つ
の
異
な
っ
た
関
係
を
含
ん
で
お
り
、
意
識
に
お
い
て
は
「
現
在
」
に

つ
い
て
の
三
つ
の
異
な
っ
た
志
向
の
み
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
現
在
に
つ
い
て
の
意
識
が
起
こ
り
得
る
の
は
、
精
神

の
「
再
現
前
化
」
の
作
用
に
よ
る
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

現
在
な
い
し
今
は
、
再
現
前
化
の
働
き
に
よ
っ
て
の
み
、
つ
ま
り
、
現
在
な
い
し
今
が
含
ん
で
い
る
過
去
と
未
来
へ
の
指
示
に

よ
っ
て
の
み
現
在
と
し
て
の
性
格
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、「
再
現
前
化
作
用
」（R

epräsentation

）

は
「
現
前
作
用
」（Präsentation

）
に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
「
現
前
」（Präsenz

）
そ
の
も
の
の

内
実
と
核
心
を
成
し
て
い
る
）
36
（

。

こ
う
し
た
精
神
の
再
現
前
化
の
作
用
に
よ
っ
て
、
現
在
は
現
前
す
る
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
過

去
と
未
来
と
は
、
現
在
の
中
に
「
存
続
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
過
去
と
未
来
と
は
記
憶
と
想
起

と
い
う
人
間
精
神
の
二
つ
の
異
な
っ
た
方
向
へ
の
志
向
が
分
岐
す
る
こ
と
に
よ
る
力
動
的
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
時
間
と
は
現
実
に
は
未
だ
起
き
て
い
な
い
未
来
と
、
ま
た
は
既
に
過
ぎ
去
っ
て
い
て
存
在
し
な
い
過
去
と
が
、

現
在
へ
と
結
び
つ
く
契
機
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
間
独
自
の
時
間
直
観
の
契
機
と
し
て
の
「
シ
ン
ボ
ル
直
観
」
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
。
人

間
は
こ
の
シ
ン
ボ
ル
直
観
に
よ
っ
て
こ
そ
、
現
前
す
る
も
の
を
現
に
そ
こ
に
存
在
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
記
憶
と
し
て
の
過

去
の
過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
論
じ
る
。
そ
の
た
め
人
間
が
時
間
を
直
観
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
現
在
」
ま
た
は
「
今
」
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
現
前
す
る
と
思
わ
れ
る
時
間
の
内
に
、
再
現
前
化
作
用
が
働
い
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
時
間
を
シ
ン
ボ
ル
直
観
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
動
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
感
受
と
反
応
と
の

単
純
な
行
動
連
鎖
を
超
越
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
）
37
（

。
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Ⅵ
．
結
論

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
我
々
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
に
お
け
る
、
自
然
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
、
す
な
わ
ち

対
象
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
意
味
機
能
と
、
そ
れ
を
再
構
成
す
る
精
神
の
再
現
前
化
作
用
と
の
重
要
性
を
解
明
す
べ
く
試
み
て
き
た
。
彼
は
ヘ

ル
ダ
ー
の
思
想
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
言
語
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
と
精
神
と
の
緊
張
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の

協
働
に
よ
る
認
識
を
主
張
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
体
験
を
二
層
に
分
け
、
一
方
を
意
味
が
与
え
ら
れ
る
以
前
の
純
粋
に
感
覚
的
な
も
の
と
、

ま
た
も
う
一
方
を
志
向
性
の
も
と
に
あ
る
体
験
の
も
の
と
に
区
別
し
た
。
し
か
し
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
二
元
論
で
あ
る
と

し
て
退
け
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
精
神
を
人
為
的
に
区
分
し
た
考
察
の
手
法
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
形
式
な
き
質
料
」
や
「
質
料
な

き
形
式
」
な
ど
と
言
っ
た
考
え
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
真
に
現
象
学
的
な
視
点
を

目
指
し
、
現
象
を
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
全
体
的
経
験
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
の
た
め
現
象
全
体
か
ら
我
々
が
見
出
し
得
る
も
の
は
、
そ
こ
で
相
互
に
作
用
し
て
い
る
機
能
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
相
互
に
作
用
し
合
っ

て
い
る
も
の
を
区
別
し
て
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
象
の
死
滅
し
た
外
皮
の
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
内
的
連
関
の
機
能
を
見
出
し
規
定
す
る
手
法
は
、
全
て
の
現
象
を
一
つ
の
有
機
的
な
宇
宙
と
し
て
理
解
す
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

特
有
の
方
法
で
あ
り
、
認
識
論
に
お
い
て
も
そ
の
姿
勢
は
堅
持
さ
れ
た
。

ま
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
展
開
し
た
認
識
に
関
す
る
思
想
を
認
め
つ
つ
も
、
言
語
ま
た
は
対
象

が
も
つ
「
意
味
」
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題
を
超
克
し
た
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
、
ヘ
ル
ダ
ー
、
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
な
、
彼

以
前
の
哲
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
認
識
の
問
題
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
独
自
の
理
論
と
し
て
の
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「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
の
〕
含
蓄
」
を
基
礎
と
し
た
認
識
論
を
展
開
し
た
。

こ
う
し
て
彼
が
探
求
し
続
け
た
も
の
は
現
象
の
構
造
で
も
発
生
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
と
ド
イ
ツ
観
念
論
の
系
譜
に
従
い
つ
つ
、
そ
こ
で
働

く
精
神
の
機
能
で
あ
っ
た
）
38
（

。
そ
の
た
め
彼
が
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
お
よ
び
第
二
巻
で
主
に
扱
っ
た
対
象
は
「
言
語
」
と
「
神

話
的
思
考
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
人
間
文
化
の
創
造
に
い
か
に
影
響
を
与
え
、
規
定
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
シ
ン
ボ
ル
哲
学
の
基

礎
づ
け
よ
り
も
先
ん
じ
て
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
の
体
系
を
理
解
す
る
上
で
、
第
三
巻
「
認
識
の
現
象

学
」
が
も
つ
意
義
、
さ
ら
に
詳
し
く
言
う
な
ら
ば
、
客
観
的
思
考
に
至
る
前
段
階
と
し
て
の
自
然
的
シ
ン
ボ
ル
機
能
の
考
察
が
も
つ
意
義
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
こ
こ
で
提
唱
さ
れ
た
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」
の
概
念
は
、

こ
れ
に
よ
り
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
に
、
い
っ
そ
う
磐
石
な
基
礎
を
敷
き
、
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
文
化
哲
学
に
確
固
た
る
地
位
を

与
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

こ
れ
ま
で
の
邦
訳
書
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
「
認
識
の
現
象
学
」（
上
）
木
田
元
、
村
岡
晋
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
で
は
、

「
シ
ン
ボ
ル
の
含
蓄
」（sym

bolische Prägnanz

）
が
、「
シ
ン
ボ
ル
の
受
胎
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
主
張
す
る

「Prägnanz

」
の
概
念
に
、
日
本
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
受
胎
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
、
外
的
な
も
の
か
ら
内
的
な
も
の
へ
の
転
移
と
い
っ

た
、
力
動
的
な
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
人
為
的
な
記
号
付
与
作
用
に
関
わ
る
以
前
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
精
神
が

対
象
へ
と
向
か
う
以
前
か
ら
、
対
象
そ
れ
自
体
に
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、「Prägnanz

」
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を
こ
れ
ま
で
の
「
受
胎
」
で
は
な
く
、「
含
蓄
」
と
訳
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

加
え
て
、『
象
徴
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
「
言
語
」
生
松
敬
三
、
他
訳
、
竹
内
書
店
、
一
九
七
二
年
の
冒
頭
部
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、「
シ
ン

ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
全
三
巻
の
目
次
に
お
い
て
は
、「sym

bolische Prägnanz

」
は
「
象
徴
的
含
蓄
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, erster teil,

（W
issenschaftliche B

uchgesellschaft

）, 1977, S.41

（
七
九
頁
）

な
お
引
用
に
際
し
てR

alph M
anheim

に
よ
る
英
訳
書T

H
E

 PH
ILO

SPH
Y O

F SYM
B

O
LIC

 FO
R

M
S, Yale U

niversity Press

と
、
邦
訳

書
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
、
生
松
敬
三
、
木
田
元
訳
、
及
び
第
三
巻
、
木
田
元
、
村
岡
晋
一
訳
、
岩
波
書
店
を
参
照
し
た
。
以
下

邦
訳
で
の
出
典
箇
所
は
全
て
（　

）
内
に
て
記
す
。

（
3
） 

ク
ロ
イ
ス
は
「
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
〕
の
含
蓄
」
の
理
論
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
学
説
は
〈
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲

学
〉
に
確
か
な
、
そ
し
て
完
全
な
る
基
盤
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
に
関
す
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
構
想

を
理
解
す
る
道
が
開
か
れ
る
」
と
。K

rois, C
A

SSIR
E

R

―SYM
B

O
LIC

 FO
R

M
S A

N
D

 H
IST

O
R

Y

―, Yale U
niversity Press, 1987, p.52

（
4
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, dritter teil,

（W
issenschaftliche B

uchgesellschaft

）, 1977, S.133

（
二
二
六
頁
）

わ
た
し
た
ち
に
な
じ
み
の
教
室
の
光
景
を
例
に
し
て
考
え
て
み
る
。「
黒
板
を
背
に
し
て
一
人
の
人
が
立
っ
て
い
る
」。
こ
れ
が
最
初
の
印
象

で
あ
る
。
次
に
同
じ
光
景
を
目
に
す
る
と
、「
彼
は
何
か
話
し
て
い
る
」。
こ
の
特
徴
か
ら
感
覚
与
件
に
は
な
か
っ
た
非
感
覚
的
な
教
育
の
シ
ン

ボ
ル
が
そ
こ
に
含
意
・
受
胎
・
含
蓄
さ
れ
、「
教
室
の
光
景
」
が
表
出
さ
れ
る
。

（
5
） C

assirer, op. cit., S.133

（
二
二
五
頁
）

（
6
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
感
覚
的
な
質
料
を
も
た
な
い
〈
感
覚
〉
は
な
く
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
意
味
を
も

た
な
い
感
覚
知
覚
も
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
知
覚
と
意
味
の
統
一
性
を
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
〈
シ
ン
ボ
ル
〔
に
よ
る
意
味
の
〕
含
蓄
〉
と
名

づ
け
た
の
で
あ
る
」
と
。Freudenthal, T

he m
issing C

ore of C
assirer ’s Philosophy: H

om
o Faber in T

hin A
ir, in; Sym

bolic Form
s and 

C
ultural Studies, 

―E
R

N
ST

 C
A

SSIR
E

R
’S T

H
E

O
R

Y
 O

F C
U

LT
U

R
E

―, ed. by H
am

lin and K
rois, Yale U

niversity Press, 2005, p.210

（
7
） C

assirer, op. cit., S.235

（
三
九
五
頁
）

（
8
） 

カ
ン
ト
は
そ
れ
ま
で
の
感
覚
論
的
な
認
識
論
と
は
異
な
り
、
人
間
の
知
覚
が
単
に
印
象
を
受
容
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
一

つ
の
心
像
を
作
り
上
げ
る
機
能
と
し
て
の
純
粋
悟
性
概
念
の
存
在
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
は
、
知
覚
へ
と
付
け
加
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
知
覚
の
構
成
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
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（
9
） C

assirer, op. cit., S.227

（
三
八
二
頁
）

（
10
） C

assirer, op. cit., S.236

（
三
九
六
頁
）

（
11
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。「
全
て
の
現
前
的
な
も
の
は
、
再
現
前
化
の
方
向
で
機
能
し
、
す
べ
て
の
再
現
前
化
は
、
意
識

に
現
前
し
て
い
る
も
の
に
結
び
つ
く
こ
と
を
要
求
す
る
。
魂
を
吹
き
込
み
〈
精
神
を
吹
き
込
む
〉
作
用
の
全
て
が
依
拠
し
て
い
る
も
の
は
、
こ

の
相
互
作
用
な
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
〈
形
式
〉
だ
け
で
も
、〔
意
識
の
主
観
的
作
用
と
し
て
の
〕〈
ノ
エ
シ
ス
的
契
機
〉
だ
け
に
で
も
な
い

の
で
あ
る
」
と
。（C

assirer, op. cit., S.232

）（
三
九
〇
頁
）

（
12
） 

こ
う
し
た
感
覚
与
件
内
容
の
「
転
化
」
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
視
覚
的
与
件
と
し
て
の
「
線
」
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
人

間
が
一
本
の
「
線
」
を
知
覚
す
る
際
に
は
、
そ
れ
を
純
粋
に
表
情
的
な
意
味
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
数
学

や
幾
何
学
の
領
域
か
ら
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
も
つ
内
的
な
意
味
を
完
全
に
度
外
視
し
、
グ
ラ
フ
な
ど
で
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
を

単
な
る
数
学
的
な
「
外
皮
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
そ
れ
を
、
神
的
な
標
識
と
し
て
、「
聖
」
と
「
俗
」
と
の
間
に
判

然
と
し
た
境
界
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
や
、
芸
術
に
お
い
て
は
そ
れ
を
一
切
の
個
別
的
な
意
味
を
超
え
た
も
の
と
し
て
、
美
的

な
認
識
だ
け
に
開
示
さ
れ
う
る
よ
う
な
意
味
を
も
含
蓄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
） 

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
視
覚
的
素
材
と
し
て
の
「
線
」
の
第
一
の
捉
え
方
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
純
粋
な
表
情
意
味
に
お
い
て
捉
え
る
方
法
に

つ
い
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

「
空
間
内
で
の
線
の
上
下
は
、
あ
る
内
面
の
働
き
を
、
あ
る
力
動
的
な
高
揚
と
沈
静
を
、
あ
る
心
的
存
在
と
心
的
生
活
を
お
の
れ
の
う
ち
に
含

ん
で
い
る
。
し
か
も
そ
の
際
に
、
我
々
は
単
に
お
の
れ
自
身
の
内
的
状
態
を
、
主
観
的
・
恣
意
的
な
仕
方
で
こ
の
空
間
形
態
に
持
ち
込
ん
で
感

じ
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
空
間
形
態
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
が
命
を
も
つ
全
体
と
し
て
、
つ
ま
り
自
立
し
た
生
の
現
わ
れ
と
し

て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。C

assirer, op. cit., S.232
―233

（
三
九
一
頁
）

（
14
） C

assirer, op. cit., S.222

（
三
七
四
頁
）

（
15
） C

assirer, op. cit., S.125

（
二
一
五
頁
）

（
16
） C
assirer, op. cit., S.126

（
二
一
七
頁
）

（
17
） 

こ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
主
張
し
て
い
る
「
表
示
」
の
二
極
性
に
お
け
る
前
者
に
つ
い
て
、
彼
は
表
示
と
は
与
件
の
単
な
る
摸
造
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
は
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
個
別
的
な
も
の
の
領
域
を
脱
却
し
、
普
遍
性
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
り
、
表
示
さ
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れ
た
も
の
の
中
で
機
能
す
る
神
性
は
、
神
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
、
彼
に
と
っ
て
表
示
は
一
方
で
認
識
の
直
接
的

な
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

（
18
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
今
や
我
々
は
、
形
象
の
具
体
的
な
個
別
性
を
通
し
て
こ
の
総
体
的
な
力
を
透
か
し
見
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
力
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
無
数
の
形
式
に
身
を
隠
そ
う
と
も
、
や
は
り
そ
う
し
た
形
式
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
自
己
同
一
性

を
保
持
し
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
力
は
そ
う
し
た
す
べ
て
の
形
式
の
う
ち
で
間
接
的
に
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
再
現
前
化
さ
れ
る
〉

（repräsentiert
）
よ
う
な
、
あ
る
確
固
た
る
〈
本
性
〉
と
存
在
性
と
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。C

assirer, op. cit., S.127

（
二
一
八
頁
）

（
19
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
晩
年
の
著
書
『
人
間
』（A

n E
ssay on M

an, 1944

）
に
お
い
て
、
前
者
の
言
語
を
指
し
て
「
情
動
言
語
」（em

otional 

language

）、
後
者
を
指
し
て
「
命
題
言
語
」（propositional language

）
と
呼
び
、
明
確
に
区
別
す
る
。
こ
の
人
間
の
言
語
と
動
物
の
言
語
と

の
区
別
は
、
既
に
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
言
語
起
源
論
』（A

bhandlung über den U
rsprung der Sprache, 1772

）
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
ヘ

ル
ダ
ー
の
言
語
論
を
継
承
し
て
い
る
。

（
20
） 

そ
の
た
め
そ
れ
は
、「〈
客
観
的
〉
現
実
の
な
ん
ら
か
の
個
別
的
性
質
を
〈
表
す
〉（bezeichnen

）
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
話
し
手
の
内
的
状
態

の
単
な
る
発
露
で
あ
り
、
そ
の
力
動
的
な
緊
張
の
直
接
的
な
放
電
」（C

assirer, op. cit., S.127

）（
二
一
八
―
二
一
九
頁
）
に
過
ぎ
な
い
。

（
21
） 

い
わ
ゆ
る
「
高
等
動
物
」
と
呼
ば
れ
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
用
い
る
言
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
も
つ
音
声
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
対
象
を

指
示
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
自
己
の
欲
求
の
み
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
ら
は
、
常
に
人
間
の
言
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
間
投

詞
」
の
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
類
人
猿
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ば
全
て
の
動
物
言
語
は
、
そ
こ
か
ら
ど
れ
ほ
ど
豊
な
表
情
性
と
表

現
性
が
見
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
対
象
を
指
示
す
る
標
識
ま
た
は
記
号
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ラ
ー
の
研
究

成
果
を
基
に
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、『
人
間
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
言
語
の
特
徴
を

な
し
、
人
間
言
語
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
一
要
素
が
欠
け
て
い
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
お
い
て
は
、
客
観
的
関
連
ま
た
は
意
味
を
も
つ
よ
う

な
記
号
は
何
も
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
。C

assirer, A
n E

ssay on M
an, Yale U

niversity Press, 1944, p.29

（『
人
間
』
宮
城
音
弥
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
七
二
頁
）

（
22
） 

こ
の
点
に
関
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
言
語
の
生
命
が
単
に
感
性
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
し
は
一
度
も
な
い
し
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
常
に
身
体
で
あ
る
と
同
時
に
心
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
つ

ま
り
ロ
ゴ
ス
の
身
体
化
（Verkörperung des Logos

）
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
。（C

assirer, op. cit., S.129

）（
二
二
一
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頁
）

（
23
） 
ヘ
レ
ン
の
教
師
で
あ
っ
た
サ
リ
ヴ
ァ
ン
婦
人
に
よ
る
と
、
ヘ
レ
ン
が
あ
る
時
に
、
そ
の
日
の
朝
に
顔
を
洗
っ
た
「
水
」
と
ポ
ン
プ
か
ら
流
れ
出

る
「
水
」
と
が
同
じ
「
水
」（w

ater

）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
同
時
に
全
て
の
事
物
が
各
々
異
な
っ
た
名
称
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
と
言
う
。
顔
を
洗
う
「
水
」
と
ポ
ン
プ
か
ら
流
れ
出
る
「
水
」
は
、
用
途
や
温
度
な
ど
、
異
な
っ
た
様
相
を
示
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
同
じ
「
水
」
と
い
う
同
一
の
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
時
に
初
め
て
彼

女
は
学
ぶ
こ
と
に
成
功
し
た
。
サ
リ
ヴ
ァ
ン
婦
人
は
こ
の
瞬
間
に
、「
彼
女
の
顔
に
新
た
な
る
光
明
が
現
れ
て
き
た
」と
述
べ
て
い
る
。（C

assirer, 

op. cit., p.33

―34 
参
照
）（『
人
間
』
七
九
―
八
一
頁
）

（
24
） C

assirer, op. cit., S.131
（
二
二
三
頁
）

（
25
） H

erder, A
bhandlung über den U

rsprung der Sprache

（JO
H

. G
O

T
T

E
R

. H
E

R
D

E
R

’S Sprachphilosophie A
usgew

ählte Schriften

）, 
FE

LIX
 M

E
IN

E
R

 V
E

R
LA

G
, 1964, S.19

参
照
（『
言
語
起
源
論
』
木
村
直
司
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
二
頁
）

（
26
） H

erder, op. cit., S.23

（
四
一
頁
）

（
27
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
く
。「
体
験
的
現
在
の
単
純
な
、
い
わ
ば
点
状
の
〈
こ
こ
〉
と
〈
い
ま
〉
の
う
ち
に
、
あ
る

別
の
も
の
、
つ
ま
り
〈
こ
こ
に
な
い
〉
や
〈
い
ま
は
な
い
〉
を
再
発
見
す
る
（w

iederzufinden

）
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
と
。（C

assirer, op. 

cit., S.133

）（
二
二
六
頁
）。
そ
の
た
め
こ
う
し
た
人
間
の
「
再
発
見
」
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
表
れ
て
は
消
え
る
一
時
的
、
ま
た
は
個
別
的
な

対
象
が
恒
常
的
な
意
味
を
も
ち
、
さ
ら
に
は
彼
の
直
観
的
世
界
を
も
文
節
す
る
。

（
28
） C

assirer, op. cit., S.134

（
二
二
七
頁
）

（
29
） 

こ
う
し
た
精
神
の
両
方
向
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
対
象
に
現
れ
た
徴
表
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
精
神
の
働

き
に
よ
っ
て
、
人
間
の
言
語
の
み
に
特
有
な
、
対
象
を
表
象
と
し
て
捉
え
る
領
域
に
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
思
考
へ
の
萌
芽
が
見
出
さ
れ
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
概
念
を
形
成
す
る
作
用
は
こ
う
し
た
精
神
の
内
外
へ
と
向
か
う
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と

え
そ
れ
が
完
全
に
感
性
的
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
受
動
的
な
知
覚
の
み
な
ら
ず
、
能
動
的
な
「
反
省
」
の
作
用
が
働
い
て
い
る
。

（
30
） 

ヘ
ル
ダ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
反
省
の
作
用
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
た
印
象
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
内
的
な
経
験
と
な
る
そ
の

瞬
間
に
対
象
を
他
の
印
象
と
区
別
す
る
作
用
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
た
め
に
、
完
全
に
内
的
に
の
み
作
用
す
る
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
知
覚
と
は
、
印
象
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
命
名
の
機
能
を
も
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
「
表
象
」
へ
と
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作
り
上
げ
る
活
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
参
照
）
し
か
し
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
上
述
の
よ
う
に
内
省
の
作

用
が
外
的
に
も
働
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
精
神
と
対
象
と
の
よ
り
確
実
な
関
係
性
、
す
な
わ
ち
共
に
「
反
省
」

の
作
用
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
両
者
間
に
お
け
る
共
通
の
根
を
見
出
し
た
。

（
31
） C

assirer, op. cit., S.136

（
二
二
六
頁
）

（
32
） C

assirer, op. cit., S.165

―166

（
二
八
一
頁
）

（
33
） C

assirer, op. cit., S.177

（
二
九
八
頁
）

（
34
） C

assirer, op. cit., S.188

（
三
一
一
頁
）

（
35
） C

assirer, op. cit., S.191
（
三
二
一
頁
）

（
36
） C

assirer, op. cit., S.198
―199
（
三
三
二
―
三
三
三
頁
）

（
37
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
く
。「
こ
れ
ま
で
は
反
応
の
硬
直
し
た
連
鎖
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
い
ま
や
流
動
的
で

動
的
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
中
心
へ
向
か
っ
て
収
束
し
、
自
己
完
結
的
な
系
列
、
つ
ま
り
そ
の
す
べ
て
の
項
が
全
体
へ
の
考
慮
に
よ
っ
て
の

み
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
系
列
に
組
み
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。〈
前
方
を
見
透
か
し
、
後
方
を
振
り
返
る
〉
こ
う
し
た
能
力
の
う
ち
に
こ
そ
、

人
間
〈
理
性
〉
の
真
の
使
命
と
根
本
機
能
と
が
存
す
る
」
と
。C

assirer, op. cit., S.213

―214

（
三
五
四
頁
）

（
38
） 

こ
の
よ
う
に
精
神
の
機
能
的
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
手
法
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
と
同
じ
く
カ
ン
ト
の
弟
子
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ

ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
の
手
法
を
継
承
し
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
最
も
有
名
な
言
葉
、「
言
語
は
エ
ル
ゴ
ン
〈
所
産
〉
で
は
な
く
、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

〈
能
産
〉
で
あ
る
」
は
、「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
の
出
発
点
に
お
け
る
基
軸
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ky46209シン�ル直観d偶.indd   362 10.4.2   1:58:51 AM



363 シンボル的直観と再現前化作用

　
　
　
参
考
文
献

C
assirer, Philosophie der sym

bolischen Form
en ,erster teil

（W
issenschaftliche B

uchgesellschaft

）, 1977

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一

巻　

言
語
、
生
松
敬
三
、
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

C
assirer, Philosophie der sym

bolischen Form
en, dritter teil

（W
issenschaftliche B

uchgesellschaft

）, 1977

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三

巻　

認
識
の
現
象
学
〈
上
〉
木
田
元
、
村
岡
晋
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

C
assirer, A

n E
ssay on M

an., Yale U
niversity Press, 1944

（『
人
間
』
宮
城
音
弥
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）

H
erder, A

bhandlung über den U
rsprung der Sprache

（JO
H

. G
O

T
T

E
R

. H
E

R
D

E
R

’S Sprachphilosophie A
usgew

ählte Schriften

）, FE
LIX

 

M
E

IN
E

R
 V

E
R

LA
G

, 1964

（『
言
語
起
源
論
』
木
村
直
司
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
二
年
）

K
rois, C

A
SSIR

E
R

―SYM
B

O
LIC

 FO
R

M
S A

N
D

 H
IST

O
R

Y

―, Yale U
niversity Press, 1987

H
am

lin and K
rois, Sym

bolic Form
s and C

ultural Studies, 

―E
R

N
ST

 C
A

SSIR
E

R
’S T

H
E

O
R

Y
 O

F C
U

LT
U

R
E

―, Yale U
niversity Press, 

2005

H
artm

an, C
A

SSIR
E

R
’S PH

ILO
SO

PH
Y O

F SYM
B

O
LIC

 FO
R

M
S, in; T

he Philosophy of E
R

N
ST

 C
A

SSIR
E

R
, ed. by Paul A

rthur Schilpp, 

O
PE

N
 C

O
U

R
T

 PU
B

LISH
IN

G
 C

O
M

PA
N

Y, 1949

H
am

burg, C
A

SSIR
E

R
’S C

O
N

C
E

PT
IO

N
 O

F PH
ILO

SPPH
Y, in; op. cit.

U
rban, C

A
SSIR

E
R

’S PH
ILO

SO
PH

Y O
F LA

N
G

U
A

G
E

, in; op. cit.

Leander, FU
R

T
H

E
R

 PR
O

B
LE

M
S SU

G
G

E
ST

E
D

 B
Y T

H
E

 PH
ILO

SO
PH

Y O
F SYM

B
O

LIC
 FO

R
M

S, in; op. cit.

ky46209シン�ル直観d偶.indd   363 10.4.2   1:58:52 AM


	カバーシート
	齊藤伸_シンボル的直感と再現前化作用_聖学院大学総合研究所紀要No.46



