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240

共
同
感
情
と
間
主
観
性
理
論

――
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
他
我
知
覚
の
四
区
分
――

齊　

藤　
　

伸

は
じ
め
に
――
近
現
代
の
哲
学
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
問
題

本
小
論
の
主
な
関
心
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
の
基
礎
を
成
す
「
共
同
感
情
」
に
関
す
る
彼
の
思
想
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
人
間
学
は
一
般
に
「
愛
」
と
「
情
緒
的
な
生
」
の
人
間
学
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

を
可
能
に
さ
せ
る
条
件
が
「
共
歓
」
と
「
共
苦
」
に
代
表
さ
れ
る
「
共
同
感
情
」（Sym

pathie

）
だ
か
ら
で
あ
る
）
1
（

。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
ー

ラ
ー
の
人
間
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
我
々
が
共
同
感
情
の
考
察
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
は
確
た
る
意
義
と
正
当
性
が
存
す
る
。

と
こ
ろ
で
、「
主
観
」
と
「
客
観
」、「
精
神
」
と
「
生
命
」、「
認
識
」
と
「
対
象
」
と
い
う
ク
ラ
シ
カ
ル
な
二
元
論
を
超
克
し
よ
う
と
す

る
試
み
は
、
近
代
以
降
の
哲
学
が
取
り
組
ん
だ
主
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
だ
が
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
説
以
来
、「
主
観
」
の
分
析
的

探
求
か
ら
出
発
し
て
「
客
観
」
の
実
在
や
本
性
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
哲
学
が
も
っ
と
も
興
隆
し
た
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ

る
。
そ
の
た
め
「
世
界
」
は
人
間
の
主
観
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
顕
著
に
な
り
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
は

対
象
の
本
質
で
あ
る
「
物
自
体
」
は
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
超
感
性
的
な
領
域
に
属
す
る
も
の
と
理
解
し
た
。
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241 共同感情と間主観性理論

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
の
カ
ン
ト
の
試
み
は
、
人
間
が
純
粋
な
「
客
観
」
を
も
ち
得
な
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

の
証
明
で
あ
っ
た
。
彼
の
所
謂
「
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
回
」
は
、
従
来
の
対
象
と
認
識
と
の
関
係
、
つ
ま
り
模
写
説
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
よ
っ
て
全
て
の
認
識
の
対
象
を
主
観
に
よ
っ
て

創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
は
そ
れ
を
生
み
出
す
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
に

よ
る
客
観
性
の
放
棄
以
降
も
、
主
観
と
客
観
の
対
立
問
題
は
多
く
の
哲
学
者
た
ち
を
悩
ま
せ
続
け
た
が
、
そ
う
し
た
袋
小
路
に
迷
い
込
ん
だ

か
の
よ
う
な
探
求
に
対
し
て
新
た
な
視
座
を
与
え
た
の
が
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
現
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
人
間
が
自
己
の
主
観
の
み
に
よ
っ
て
は
客
観
を
認
識
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
主
観
の

う
ち
に
は
、
客
観
世
界
の
実
在
に
対
し
て
確
信
を
も
た
ら
す
「
疑
い
得
な
い
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
明
証
性
」
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
そ

し
て
世
界
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
明
証
性
は
、
個
々
の
主
観
の
み
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
つ
ま
り
自
己
の
主
観
に
と
っ

て
と
同
時
に
他
の
主
観
で
あ
る
他
者
に
も
妥
当
す
る
、
と
自
我
は
確
信
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
う
し
た
自
我
が
他
我
の
存
在
を
確
信

し
た
な
か
で
他
我
に
対
し
て
も
つ
意
識
を
「
間
主
観
性
」（intersubjektivität

）
と
呼
ん
だ
）
2
（

。
た
と
え
ば
、
彼
の
間
主
観
性
理
論
は
『
デ
カ

ル
ト
的
省
察
』
の
第
五
省
察
で
展
開
さ
れ
て
い
る
が
――
こ
う
し
た
彼
の
間
主
観
性
の
理
解
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
――
そ
こ
で
の
彼
の

議
論
は
超
越
論
的
な
間
主
観
性
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
中
心
的
な
関
心
と
な
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
一
八
七
四
―

一
九
二
八
）
に
と
っ
て
の
間
主
観
性
は
、
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
を
意
味
し
て
い
な
い
）
3
（

。
と
い
う
の
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
ま
た
現
象
学
的
な
手

法
を
用
い
て
間
主
観
性
の
理
論
を
展
開
す
る
が
、
そ
こ
で
の
彼
の
手
法
は
超
越
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
初
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
、
つ
ま

り
記
述
的
な
純
粋
現
象
学
の
手
法
だ
か
ら
で
あ
る
）
4
（

。
彼
は
人
間
の
生
活
に
お
け
る
情
緒
的
な
生
の
現
象
に
着
目
し
、
そ
こ
で
の
明
証
性
に
基

づ
い
て
独
自
の
現
象
学
を
展
開
す
る
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
他
者
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
な
、
自
己
の
意
識
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
超
越
論
的
他
者
で
は
な
い
）
5
（

。
む
し
ろ
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
自
我
と
他
我
は
根
源
的
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
。
こ
う
し

た
考
え
方
は
、
還
元
ま
た
は
エ
ポ
ケ
ー
（
判
断
停
止
）
に
よ
っ
て
明
証
を
得
る
「
純
粋
自
我
」
か
ら
出
発
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現

象
学
と
は
異
な
る
。
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と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
以
降
の
哲
学
で
は
、「
自
我
」
の
探
求
が
強
調
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
必
然
的
に
「
他
者
」
の
要
素
が
そ
の
背

後
に
ま
わ
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
貫
し
て
主
張
し
た
よ
う
に
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
「
社
会

性
」
を
も
つ
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
同
様
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
自
我
」
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
己
自
身

と
は
「
異
他
な
」（frem

d

）
主
体
と
し
て
の
他
者
が
前
提
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
必
然
的
に
「
間
主
観

性
」
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
と
説
い
た
。
そ
の
た
め
現
象
学
に
よ
る
間
主
観
性
の
概
念
の
導
入
以
降
、「
人
間
と
は
な
に
か
」
と
い
う
人
間

学
最
大
の
問
い
の
射
程
が
、
自
己
の
領
域
だ
け
に
限
ら
れ
ず
に
、
そ
れ
を
超
え
て
拡
大
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
初
期
現
象
学
の
手

法
を
採
り
入
れ
て
、
新
た
に
「
間
主
観
的
な
」
探
求
と
し
て
の
人
間
学
を
創
始
し
た
の
が
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
あ
る
。
本
論
考
で

は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
る
間
主
観
性
理
論
の
基
礎
を
成
す
「
共
同
感
情
」
の
理
解
を
、
中
期
の
著
作
『
共
感
の

本
質
と
形
式
』（
以
下
『
共
同
感
情
』
と
呼
ぶ
）
6
（

）
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅰ
．
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
に
お
け
る
共
同
感
情

本
稿
の
主
な
関
心
事
の
考
察
へ
と
進
む
前
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
の
な
か
で
「
共
同
感
情
」
が
占
め
る
地
位
に
つ

い
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。「
共
同
感
情
」
の
考
察
が
間
主
観
性
に
関
す
る
哲
学
的
探
求
の
出
発
点
と
さ
れ
る
の
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に

と
っ
て
、
そ
れ
が
愛
を
基
礎
付
け
る
作
用
ま
た
は
機
能
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
に
お
け
る
愛
の
現
象
は
、
情
緒
的
な
生

命
の
過
程
の
現
象
学
的
考
察
か
ら
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
に
と
っ
て
中
心
的
な
問
題
と

な
る
。
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
愛
が
生
じ
る
た
め
に
は
発
生
的
に
、
ま
た
機
能
的
に
共
同
感
情
の
作
用
が

前
提
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
自
身
の
人
間
学
に
お
い
て
愛
の
秩
序
、
と
り
わ
け
愛
の
生
成
、
発
生
の
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
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243 共同感情と間主観性理論

は
、
ま
ず
も
っ
て
共
同
感
情
と
は
何
か
を
現
象
学
的
に
明
証
な
事
実
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
彼
は
『
共
同
感
情
』
第
二
版
の
序
言
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
以
前
の
思
想
界
に
お
い
て
「
共
同
感
情
」
が
ま
っ
た

く
不
当
な
扱
い
を
受
け
、
多
く
の
誤
謬
に
満
ち
た
理
論
の
後
ろ
盾
と
さ
れ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
後
述
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
倫

理
学
や
、
心
理
学
者
た
ち
は
、
共
同
感
情
を
一
方
で
は
た
だ
経
験
的
・
発
生
的
に
考
察
し
、
ま
た
他
方
で
は
倫
理
学
の
基
礎
付
け
に
用
い

よ
う
と
し
た
た
め
に
、
未
だ
真
正
な
意
味
で
の
現
象
学
的
考
察
の
対
象
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
研
究
の
出
発
点
と
し

て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
の
初
版
の
序
言
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
彼
自
身
の
意
図
を
明
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
以
下
の
研
究
は
、
哲
学
的
倫

理
学
に
現
象
学
的
な
基
盤
を
与
え
よ
う
と
す
る
諸
研
究
の
大
が
か
り
な
連
関
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
関
か
ら
一
応
は

な
れ
、
こ
の
連
関
を
提
示
す
べ
き
仕
事
に
先
立
っ
て
以
下
の
研
究
を
公
刊
す
る
に
あ
た
り
、
著
者
と
し
て
は
、
か
な
ら
ず
や
、
こ
の
研
究
の

対
象
が
倫
理
学
者
だ
け
で
な
く
、
共
同
感
情
、
愛
、
お
よ
び
憎
し
み
と
い
う
諸
事
実
の
も
つ
価
値
的
側
面
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
を
は
ら
わ

な
い
認
識
論
の
専
門
家
や
心
理
学
者
に
対
し
て
も
、
十
分
に
魅
力
あ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
）
7
（

」
と
。
こ
の
言
葉
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
意
図
は
単
に
認
識
に
お
け
る
共
同
感
情
の
役
割
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
ま
た

は
そ
れ
を
倫
理
学
の
機
軸
と
な
る
べ
き
主
要
概
念
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
純
粋
に
現
象
学
的
な
手
法

を
用
い
て
、
そ
う
し
た
様
々
な
分
野
か
ら
独
自
に
な
さ
れ
て
き
た
探
求
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
間
主
観
性
理
論
の
構
築
を
試
み

る
。
だ
が
、
彼
が
主
張
す
る
共
同
感
情
の
概
念
に
は
、
彼
自
身
の
用
語
上
の
曖
昧
さ
が
存
在
し
て
い
る
し
、
ま
た
彼
の
難
解
に
し
て
複
雑
な

論
述
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
）
8
（

。
そ
の
た
め
我
々
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
外
的
な
表
現
の
み
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な

く
、
む
し
ろ
彼
の
本
来
的
な
意
図
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
が
意
図
す
る
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
共
同
感
情
」

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
「
愛
」
の
現
象
学
に
と
っ
て
も
有

意
義
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
上
述
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
基
本
思
想
を
出
発
点
と
し
て
、
続
く
考
察
で
詳
細
な
解
明
を
試
み
た
い
。
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Ⅱ
．
共
同
感
情
と
倫
理
的
価
値
判
断

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
人
間
に
お
け
る
情
緒
的
生
活
の
価
値
を
現
象
学
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
第
一
に
愛
憎
（Liebe und H

aß

）
と
「
共
同

感
情
」（M

itgefühl/Sym
pathie

）
を
区
別
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
人
間
の
共
歓
や
共
苦
と
い
っ
た
「
共
同
感
情
」
は
、
道
徳

的
―
倫
理
的
価
値
に
対
し
て
原
理
の
上
で
は
盲
目
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
愛
憎
」
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
人
間

は
、
善
や
悪
と
い
っ
た
道
徳
的
な
価
値
と
は
い
っ
さ
い
無
関
係
に
共
同
感
情
を
抱
く
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
価
値
・
無
価

値
を
必
然
的
に
そ
の
内
に
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
「
愛
」
や
「
憎
し
み
」
は
、
共
同
感
情
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

区
別
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
『
共
同
感
情
』
の
構
造
的
な
区
分
、
す
な
わ
ち
第
一
部
「
共
同
感
情
」、
第
二
部
「
愛
と
憎
し
み
」
そ

し
て
第
三
部
「
他
我
に
つ
い
て
」
と
い
う
三
つ
の
構
成
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
分
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
こ
う
し
た
的
確
な
区
別
に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
倫
理
や
、
ル
ソ
ー
、
そ
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
展
開
し
た
所

謂
「
同
情
倫
理
」
は
、「
共
同
感
情
」
の
中
に
道
徳
的
確
信
の
基
礎
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
最
も
高
い
道
徳
的
価
値
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
。

そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
学
問
に
お
い
て
は
、
社
会
内
で
の
共
同
感
情
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
べ
き
特
定
の
価
値
が
あ
ら
か
じ
め
前

提
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
も
ま
た
、
そ
う
し
た
前
提
を
も
っ
て
出
発
し
た
。
ス
ミ
ス
は
人
間
が
自
己
に
対
し
て
正
し
く
倫

理
的
価
値
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
常
に
第
三
者
的
な
「
公
平
な
観
察
者
」
の
な
か
へ
と
自
己
を
投
入
し
、
そ
の
観
察
者
の
視
点

に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
は
社
会
が
誤
る
は
ず
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
、
社
会
の
「
万
能

性
」
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
な
社
会
へ
の
信
頼
が
明
ら
か
な
幻
想
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
社
会
全
体
が
幾

度
と
な
く
、
倫
理
的
価
値
判
断
を
誤
っ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
反
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
示
し
て
い
る
）
9
（

。
し
た
が
っ
て
純
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245 共同感情と間主観性理論

粋
な
倫
理
的
価
値
判
断
を
社
会
的
多
数
性
の
み
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
内
で
の
感
情
伝
播
を
通
じ
て
浸
透
し
た
「
社
会
的
暗
示
」

（soziale Suggestion

）
が
真
実
を
覆
い
隠
し
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、「
自
己
評
価
が

同
情
的
作
用
の
介
入
な
し
に
遂
行
さ
れ
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
――
他
者
の
評
価
も
ま
た
、
決
し
て
共
同
感
情
を
通
し
て
遂
行
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
）
10
（

」
と
言
う
。

（
一
）
共
感
の
諸
機
能 

こ
う
し
て
共
同
感
情
は
、
倫
理
的
な
価
値
判
断
と
は
異
な
る
領
域
に
置
か
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
共
同

感
情
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
前
節
に
お
い
て
倫
理
的
な
価
値
判
断
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
共
同
感
情
」
は
、
よ
り
厳
密
な
表
現

を
用
い
れ
ば
、
続
く
考
察
に
お
い
て
「
共
感
」（Sym

pathie

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
こ
れ
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
自
身
の
語
法
が
一

貫
し
て
い
な
い
た
め
に
、「
共
同
感
情
」（M

itgefühl

）
と
「
共
感
」
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
が
、「
共
感
」
は
「
共
同
感
情
」
を
包

含
す
る
よ
り
広
義
な
概
念
で
あ
り
）
11
（

、
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
共
歓
お
よ
び
共
苦
と
呼
ば
れ
る
過
程
、
ま
た
は

我
々
に
と
っ
て
他
な
る
存
在
者
の
体
験
が
直
接
〈
理
解
〉
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
、
し
か
も
我
々
が
そ
れ
に
〈
参
与
す
る
〉（Teilnehm

en

）

過
程
」
で
あ
る
、
と
）
12
（

。
こ
う
し
た
定
義
は
、
狭
義
の
「
共
同
感
情
」
に
も
妥
当
す
る
部
分
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
相
違
は
、「
共
感
」
は

「
共
同
感
情
」
と
は
異
質
な
感
情
を
も
含
む
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
共
感
」
の
諸
機
能
の
理

解
を
考
察
し
て
み
た
い
。

（
1
）
相
互
感
得
（M

it-einanderfühlen

）

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
頻
繁
に
「
共
同
感
情
」
と
混
同
さ
れ
る
の
が
こ
の
「
相
互
感
得
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
叙
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述
は
簡
略
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
共
同
感
情
と
は
「
現
象
学
的
に
異
な
る
二
つ
の
事
実
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
た
め
に
重
要
な
区
分

で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
わ
が
子
の
亡
骸
の
傍
ら
に
立
つ
二
人
の
親
を
例
に
し
て
説
明
す
る
。
彼
ら
は
互
い
に
「
同
じ
」
苦
し
み
、
悲
し
み
を

感
じ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
親
A
の
苦
し
み
を
親
B
が
共
苦
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
場
に
第
三
者
と
し
て
の
C
が
現
れ
、
両
親
A
B

と
「
共
に
」
そ
の
「
両
親
の
苦
痛
を
」
苦
し
む
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
C
に
と
っ
て
A
B
の
苦
痛
は
「
対
象
化
」
さ
れ
て
い
る
が
、
A
と

B
は
互
い
の
苦
痛
を
決
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
相
互
に
苦
し
み
を
感
得
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
非
対
象
的
な
感
情
を
感
得
す

る
こ
と
を
彼
は
「
相
互
感
得
」
と
呼
ぶ
。

（
2
）
共
同
感
情
と
追
感
得

続
い
て
「
共
同
感
情
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
広
義
の
「
共
感
」
に
も
、
ま
た
狭
義
の
「
共
同
感
情
」
に
も
同
様
に
妥

当
す
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
他
者
と
共
同
感
情
を
も
つ
行
為
、
す
な
わ
ち
「
共
同
感
得
」（M

itfühlen

）
は
、「
追
体
験
」（N

acherleben

）

や
「
追
感
得
」（N

achfühlen

）
と
は
異
な
る
行
為
で
あ
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
は
他
者
の
体
験
を
認
識
す
る
態
度
（Verhalten

）

だ
け
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
捉
え
る
の
は
対
象
化
さ
れ
た
他
者
の
感
情
の
「
性
質
」
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
が

言
う
よ
う
に
、「
我
々
は
共
に
苦
し
む
こ
と
な
し
に
他
者
の
苦
し
み
の
質
を
感
得
す
る
し
、
共
に
喜
ぶ
こ
と
な
し
に
他
者
の
喜
び
の
質
を
感

得
す
る
）
13
（

」、
ま
た
は
「
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
十
分
追
感
得
で
き
ま
す
が
、
し
か
し
決
し
て
あ
な
た
と
の
共
苦
は
も
ち
ま
せ
ん
）
14
（

」
と

い
う
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
に
よ
る
と
、
自
己
が
他
者
と
共
歓
や
共
苦
を
も
つ
た
め
に
は
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
共
同
感
得

が
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
追
感
得
や
追
体
験
に
お
い
て
は
、
感
情
の
主
体
（
他
我
）
と
は
ま
っ
た
く
無
関
心
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ

こ
で
は
他
者
の
人
格
へ
の
「
思
い
遣
り
」（Teilnehm

en

）
を
含
む
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
共
同
感
情
は
、
他
者
の
歓
び

や
苦
し
み
を
感
得
し
よ
う
と
す
る
「
志
向
」（intention

）
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に

特
徴
付
け
る
。
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247 共同感情と間主観性理論

共
同
感
情
は
そ
れ
自
体
で
「
感
得
」（Fühlen

）
と
し
て
次
の
よ
う
な
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
他

人
が
苦
し
み
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
判
断
や
、
そ
う
し
た
表
象
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
く
――
む
し
ろ
、

そ
れ
は
他
者
の
苦
し
み
を
目
の
当
た
り
に
し
て
生
起
す
る
の
み
な
ら
ず
、ま
た
そ
の
他
者
の
苦
し
み
を
「
思
念
し
」（m

einen

）、

そ
し
て
そ
れ
は
感
得
す
る
機
能
そ
の
も
の
と
し
て
思
念
す
る
よ
う
に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
）
15
（

。

し
た
が
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
共
同
感
情
は
、
同
時
に
共
同
感
得
で
あ
り
、
そ
れ
は
感
性
的
な
感
覚
印
象
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
「
感
得
」
で
あ
る
た
め
に
、
志
向
的
性
格
を
も
ち
、
そ
の
際
に
志
向
の
対
象
と
な
る
他
者
の
感
情
は
相
互
感
得
の
場
合
と

は
異
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
挙
げ
た
例
を
再
び
用
い
れ
ば
、
同
一
ま
た
は
同
質
の
苦
し
み
を
共
有
す
る
両
親
A
B
は
互

い
の
感
情
を
相
互
感
得
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
者
で
あ
る
C
は
、
追
体
験
に
よ
っ
て
A
B
の
身
に
起
き
た
不
幸
を
追
感
得
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
苦
し
み
を
共
同
感
得
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
際
に
C
が
感
得
す
る
感
情
は
、
A
B
と
同
質
の
感
情
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
16
（

。
そ
の
た
め
本
節
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
他
者
の
何
ら
か
の
感

情
を
看
取
す
る
だ
け
の
「
追
感
得
」
は
、
共
歓
や
共
苦
と
い
っ
た
共
同
感
情
を
も
つ
「
共
同
感
得
」（M

itfühlen

）
と
は
異
な
る
と
説
く
。

こ
う
し
て
追
体
験
お
よ
び
追
感
得
は
、
共
同
感
情
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
機
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
無
し
で
共
同
感
情
が
成
立
す
る
の
で
も

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
先
に
引
い
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
葉
の
冒
頭
で
、「
共
同
感
情
は
そ
れ
自
体
で
〈
感
得
〉
と
し
て
」

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
共
同
感
情
と
同
一
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
含
ま
れ
、
そ
れ
の
上
で
成
り
立
つ
一
つ
の
機
能
で
あ
る
。
ま

た
、
さ
ら
に
そ
の
追
感
得
は
、「
一
体
感
」（E

insfühlung

）
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と
彼
は
言
う
。
つ
ま
り
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理

解
で
は
、
自
我
と
他
者
と
の
関
わ
り
合
い
は
、
大
き
く
分
け
て
四
つ
の
段
階
に
区
分
さ
れ
、
下
層
か
ら
順
に
①
一
体
感
、
②
追
感
得
、
③
共

同
感
情
、
④
愛
と
な
る
。
だ
が
次
の
考
察
で
は
、
も
っ
と
も
本
源
的
な
他
者
体
験
と
言
わ
れ
る
「
一
体
感
」
に
進
む
前
に
、
既
に
倫
理
的
価
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値
判
断
の
考
察
に
お
い
て
言
及
し
た
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
感
情
伝
播
」
を
先
に
考
察
し
て
み
た
い
。

（
3
）
感
情
伝
播
（G

efühlsansteckung

）

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
感
情
伝
播
は
相
互
感
得
と
同
様
に
、
共
同
感
情
と
は
異
な
る
現
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頻
繁
に
そ
れ
と

混
同
さ
れ
て
き
た
）
17
（

。
単
な
る
感
情
伝
播
と
、
共
同
感
情
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
不
随
意
的
に
生
じ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
必
ず
し
も

他
者
の
感
情
体
験
を
必
要
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
一
見
す
る
と
他
者
の
苦
し
み

0

0

0

0

0

0

が
私
に
伝
播
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
他

者
の
苦
し
み
と
し
て
で
は
な
く
、「
私
の
苦
し
み
」
と
し
て
生
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
共
同
感
情
は
あ
く
ま
で
も
「
他

者
の
感
情
」
へ
の
志
向
、
つ
ま
り
他
者
の
感
情
に
対
し
て
共
歓
し
た
り
共
苦
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に

よ
る
と
感
情
伝
播
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
感
情
伝
播
に
お
い
て
は
「
他
人
の
喜
び
や
苦
し
み
へ
の
感
情
志
向

0

0

も
、
他
人

の
体
験
へ
の
何
ら
の
思
い
遣
り
も
成
り
立
た
な
い
。
む
し
ろ
伝
播
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
感
情
状
態

0

0

相
互
の
間
に

の
み
生
じ
る
こ
と
、
他
者
の
喜
び
に
関
す
る
知0

を
そ
も
そ
も
前
提
し
な
い
点
で
あ
る
）
18
（

」。

先
に
感
情
伝
播
は
「
不
随
意
に
生
じ
る
」
と
述
べ
た
が
、
確
か
に
一
種
の
感
情
伝
播
で
あ
る
社
会
や
世
論
の
動
向
な
ど
を
、
個
人
の
恣
意

に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
つ
ま
り
個
人
の
感
情
は
、
彼
を
取
り
巻
く
周
囲
の
感
情
に
「
引
き
込
ま
れ
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
が
本
来
は
異
他
な
対
象
で
あ
る
世
論
の
感
情
で
あ
っ
た
も
の
を
、
そ
の
感
情
に
引
き
こ
ま
れ
た
――
彼
が
そ
の
こ
と
自
体
に

気
づ
い
て
い
よ
う
と
も
、
い
な
く
と
も
――
自
己
自
身
の
感
情
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

感
じ
る
の
で
あ
る
）
19
（

。
こ
こ
に
感
情
伝
播
を
共
同
感
情
か
ら
決
定
的
に

区
別
す
べ
き
異
質
な
要
素
が
見
出
さ
れ
る
）
20
（

。

（
4
）
一
体
感
（E

insfühlung

）

 

一
体
感
は
人
間
の
み
な
ら
ず
、
他
の
生
物
か
ら
も
同
様
に
見
出
さ
れ
る
生
き
生
き
と
し
た
他
者
体
験
の
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
的
な
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高
揚
や
、
特
殊
な
状
況
下
に
お
い
て
生
じ
る
「
自
己
自
身
の
自
我
と
、
他
者
の
個
体
的
自
我
と
の
真
の
一
体
感

0

0

0

〈
な
い
し
一
体
的
投
入
〉」

で
あ
る
）
21
（

。
そ
の
た
め
一
体
感
に
お
い
て
は
、
単
に
他
者
の
感
情
が
自
己
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
己

と
他
者
が
完
全
に
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
極
端
な
事
例
」（G

renzfall

）
で
あ
る
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、

「
精
神
」
と
「
生
命
」
と
い
う
二
元
論
的
構
図
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
生
命
の
領
域
の
み
に
属
す
る
現
象
で
あ
る
）
22
（

。

リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
説　
　

と
こ
ろ
で
、
Th
・
リ
ッ
プ
ス
は
こ
う
し
た
一
体
感
が
「
感
情
移
入
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
説
い
た
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
サ
ー
カ
ス
に
お
け
る
綱
渡
り
の
演
目
に
お
い
て
、
観
客
が
自
己
の
感
情
を
投
射
的
に
演
者
の
な
か
に
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
体
感
が
成
立
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
リ
ッ
プ
ス
に
よ
る
仮
説
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
彼
が
そ
れ
を
無
批
判

的
に
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
「
感
情
移
入
」
と
い
う
用
語
は
晩
年
ま
で
放
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
た
）
23
（

。
し
か
し
な

が
ら
リ
ッ
プ
ス
の
こ
う
し
た
考
え
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
一
体
感
」
と
は
異
な
る
。
と
い
う
の
も
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
既
に
E
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
感
情
移
入
論
の
新
し
い
問
題
』（
一
九
一
七
）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
観
客

は
演
者
と
一
体
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
意
識
が
演
者
の
側
に

0

0

立
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
）
24
（

。

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
一
体
感
」
理
解　
　

そ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、「
一
体
感
」
と
は
リ
ッ
プ
ス
が
説
く
よ
う
な
瞬
間
的
で
偶
然
的
な
出
来

事
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
恒
常
的
な
性
格
を
も
つ
現
象
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
こ
で
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
提
示
す
る
例
の
い
く
つ
か
を
考
察
し

て
み
た
い
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
体
感
は
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
異
な
っ
た
型
に
よ
っ
て
現
象
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
は
特
発
性
型

（idiopathischer T
ypus

）
で
あ
り
、
他
方
は
異
発
生
型
（heteropathischer T

ypus

）
で
あ
る
）
25
（

。
前
者
は
自
我
が
他
我
を
取
り
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
る
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
一
体
感
は
「
特
発
的
一
体
感
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
後
者
は
そ
の
反
対
、
つ
ま
り
自
我
が

他
我
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

取
り
込
ま
れ
て
生
じ
る
一
体
感
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
異
発
的
一
体
感
」
と
呼
ば
れ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
ら
二
つ
の
型
に

お
け
る
「
一
体
感
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
例
を
用
い
て
解
説
し
て
い
る
）
26
（

。
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し
か
し
な
が
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
一
体
感
の
現
象
に
は
、
こ
う
し
た
主
―
客
関
係
の
一
体
感
の
ど
ち
ら
に
も
分
類
さ
れ
な
い

一
体
感
が
存
在
す
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
を
「
相
関
的
融
合
現
象
」（gegenseitiges Verschm

elzungsphänom
en

）
に
よ
る
一
体
感

で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
を
「
真
の
一
体
感
」
と
呼
ぶ
）
27
（

。
シ
ェ
ー
ラ
ー
よ
る
と
、
相
関
的
融
合
現
象
に
よ
る
一
体
感
は
、「
愛
に
満
た
さ
れ

た
性
行
為
」
に
お
い
て
――
何
ら
か
の
目
的
に
よ
っ
て
動
機
付
け
、
ま
た
は
方
向
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
――
人
格
を

陶
酔
的
絶
頂
の
う
ち
に
忘
我
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
秘
教
の
加
担
者
た
ち
が
全
て
の
生
命
を
「
能
産
的

自
然
」
と
い
う
源
泉
に
全
て
の
個
体
性
を
解
消
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
相
関
的
融
合
に
よ
る
一
体
化
の
現
象
は
、
性

愛
の
領
域
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
未
組
織
な
集
団
の
心
理
か
ら
も
見
出
さ
れ
る
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。

愛
の
一
体
化
説
︱︱
母
と
子
の
一
体
感　
　

母
と
子
の
一
体
感
は
、
両
者
の
生
に
お
け
る
合
一
、
ま
た
は
適
合
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
愛
や

保
育
本
能
と
は
異
な
る
一
体
感
が
存
在
す
る
。
乳
児
に
お
け
る
空
腹
の
リ
ズ
ム
が
、
母
親
の
乳
房
が
張
っ
て
き
て
ふ
く
ま
せ
よ
う
と
す
る
リ

ズ
ム
と
一
致
す
る
の
は
、
両
者
の
間
に
「
経
験
を
超
え
た
結
び
つ
き
」
が
存
す
る
か
ら
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
生
理

学
的
な
一
体
感
と
は
別
に
、
母
と
子
の
間
に
は
心
理
的
一
体
感
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
母
親
以
外
の
人
間
に
は
ま
っ
た
く
感
知
さ
れ
な
い

よ
う
な
、
生
命
過
程
に
お
け
る
「
有
機
的
な
記
号
体
系
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
両
者
が
共
有
し
得
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ

ば
、
母
親
は
子
供
の
発
病
に
対
し
て
、
医
者
が
驚
く
ほ
ど
の
直
感
的
な
予
見
的
診
断
を
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
足
音
な
ど
の
子
供
が
た

て
る
微
か
な
物
音
に
対
し
て
特
異
的
な
ほ
ど
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
が
あ
る
）
28
（

。
そ
れ
は
、
母
が
子
に
対
し
て
感
情
移
入
を
す
る
と
か
、
あ
る

い
は
子
の
自
我
を
母
親
が
吸
い
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
象
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
、
母
と
子
の
間
に

は
第
三
者
に
よ
っ
て
は
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
何
ら
か
の
「
生
命
心
理
的
統
一
」
が
存
在
す
る
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。

ア
ナ
蜂
と
ア
オ
虫
の
一
体
感
︱︱
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
共
応
説
」　　
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
『
昆
虫
記
』
か
ら

導
出
し
た
生
物
間
で
の
「
共
応
」（Sym

pathie

）
と
い
う
考
え
方
を
受
容
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ナ
蜂
は
自
身
の
卵
を
ア
オ
虫
な
ど

に
植
え
付
け
る
。
そ
の
際
に
ア
ナ
蜂
は
、
卵
管
で
あ
る
「
針
」
で
ア
オ
虫
を
刺
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
箇
所
は
必
ず
ア
オ
虫
が
死
な
ず
に
麻
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痺
す
る
だ
け
の
急
所
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
極
め
て
精
巧
に
、
ま
た
画
一
的
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ア
オ
虫
が
死
な
ず
に
麻
痺
す
る
急

所
を
ア
ナ
蜂
が
「
知
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
知
は
決
し
て
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
知
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
）
に
お
い
て
、
全
体
的
な
生
の
流
れ
と
い

う
関
係
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ア
ナ
蜂
と
ア
オ
虫
の
関
係
は
、
単
な
る
二
つ
の
異
な
る
有
機
体
間
と
し
て
で
は
な
く
、
二
つ
の
異
な

る
活
動
間
で
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
生
の
中
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
ち

ら
か
一
方
が
他
方
に
自
己
を
投
射
し
て
得
ら
れ
た
知
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
オ
虫
は
自
ら
刺
さ
れ
る
べ
き
急
所
を
知

ら
せ
、
ま
た
ア
ナ
蜂
は
「
共
応
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
解
を
受
容
し
て
、
次
の
よ
う
に
主

張
す
る
。「
こ
こ
で
問
題
に
な
り
得
る
こ
と
は
、
た
だ
ア
オ
虫
の
生
の
過
程
と
身
体
の
中
へ
入
り
込
む
ス
ズ
メ
蜂
の
或
る
種
の
一
体
感
、
す

な
わ
ち
単
一
の
生
命
中
枢
か
ら
発
現
し
、
ア
オ
虫
の
神
経
組
織
な
ら
び
に
身
体
感
覚
を
も
自
分
の
身
体
に
よ
っ
て
規
定
し
、
導
い
て
い
る
統

一
的
な
生
の
過
程
へ
の
一
体
感
だ
け
で
あ
る
」
と
）
29
（

。

発
達
と
一
体
感
の
関
係　
　

近
代
的
な
人
間
に
お
け
る
一
体
感
、
と
り
わ
け
大
人
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
生
物
や
子
供
が
も
ち
得
る

一
体
感
の
多
く
を
失
っ
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、「
人
間
は
〈
知
性
〉
の
肥
大
化
の
た
め
に
動
物
の
特
殊
化
す
る
一
体
感
の
能
力

や
多
く
の
〈
本
能
〉
を
、
文
明
人
は
未
開
人
の
、
成
人
は
子
供
の
、
一
体
感
の
能
力
を
ほ
と
ん
ど
全
て
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
）
30
（

」。
こ
う
し
た

感
覚
意
識
は
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
段
階
に
よ
っ
て
は
代
替
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
現
代
の
文
明
化
さ
れ
た
人
間
は
、
以
前
の
時
代
が
発
見
し
て
直
観
し
た
も
の
――
た
と
え
ば
宗
教
的
・
超
越
的
な
感

覚
――
を
、
た
だ
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
保
持
す
る
こ
と
だ
け
が
可
能
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
で
は
、「
発
展
と
は

決
し
て
単
な
る
進
歩
で
は
な
く
、
耐
え
ざ
る
退
廃
で
も
あ
る
）
31
（

」
と
説
か
れ
る
。

一
体
感
が
現
象
す
る
場　
　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
一
体
感
は
、
随
意
的
に
生
じ
る
現
象
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
自
動
的

に
」（autom

atisch

）
に
生
じ
る
。
そ
の
た
め
そ
れ
は
、
ノ
エ
シ
ス
（
意
味
付
与
）
的
な
契
機
と
は
関
係
な
し
に
、「
生
命
的
因
果
性
」
に
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従
っ
て
現
象
す
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
人
間
に
お
け
る
一
体
感
が
生
じ
る
の
は
、
人
間
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
の
間
の
「
中
間
領

域
」
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
人
格
的
な
精
神
と
、
身
体
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
れ

を
「
生
命
意
識
」（vitalbew

ußtsein

）
と
呼
ぶ
）
32
（

。
そ
し
て
一
体
感
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
人
間
的
な
意
識
の
二
つ
の
領
野
――
意
識
の
「
ノ

エ
シ
ス
的
」
な
精
神
と
理
性
の
領
野
、
ま
た
は
身
体
的
感
覚
と
（
感
性
的
）
感
情
の
領
野
――
が
「
空
虚
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
彼
は
、「
人
間
は
一
体
感
に
達
す
る
た
め
に
、
彼
の
身
体
お
よ
び
身
体
に
と
っ
て
重
要
な
一
切
の
も
の
を
超
え
て
、〈
勇
ま
し
く
〉

高
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
33
（

」
と
言
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
体
感
は
生
命
の
領
域
に
属
す
他
者
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
達
す

る
た
め
に
は
人
間
に
固
有
な
精
神
的
な
尊
厳
を
放
棄
し
て
生
命
の
流
れ
に
身
を
任
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
そ
れ
は
常
に
確
実
な

出
発
点
と
し
て
の
自
我
を
前
提
す
る
共
同
感
情
や
追
感
得
な
ど
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅲ
．
共
同
感
情
の
発
生
的
秩
序

こ
れ
ま
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
他
者
経
験
の
理
解
を
類
型
的
に
考
察
し
て
き
た
。
彼
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
特
質

を
も
つ
現
象
と
し
て
要
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
他
者
経
験
で
あ
る
「
一
体
感
」、
他
者
の
感
情
を
自
己
の
感
情
と
し

て
生
起
さ
せ
る
「
感
情
伝
播
」、
ま
た
純
粋
に
他
者
の
感
情
状
態
へ
志
向
し
て
、
そ
の
質
を
感
得
す
る
だ
け
の
「
追
感
得
」、
そ
し
て
広
義
で

の
「
共
同
感
情
」
に
は
、
他
者
と
現
象
学
的
に
同
等
・
同
質
の
感
情
を
感
得
す
る
「
相
互
感
得
」
と
、
他
者
と
共
歓
・
共
苦
す
る
「
共
同
感

情
」
と
に
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
構
造
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、（
1
）一
体
感

は
追
感
得
を
基
礎
付
け
、（
2
）追
感
得
は
共
同
感
情
を
基
礎
付
け
る
。
ま
た
、（
3
）共
同
感
情
は
愛
を
基
礎
付
け
る
）
34
（

。
こ
れ
が
シ
ェ
ー
ラ
ー

の
人
間
学
に
お
け
る
共
同
感
情
か
ら
愛
へ
と
発
展
す
る
他
者
経
験
の
発
生
的
秩
序
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
既
に
考
察
し
た
そ
れ
ぞ
れ

ky5231共同感情cB偶数.indd   252 12.8.17   5:11:59 PM



253 共同感情と間主観性理論

の
他
者
経
験
の
特
質
を
前
提
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
想
に
お
け
る
共
同
感
情
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
一
）
一
体
感
は
追
感
得
を
基
礎
付
け
る

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
機
能
的
秩
序
に
お
い
て
も
、
ま
た
発
生
的
秩
序
に
お
い
て
も
一
体
感
は
追
感
得
を
基
礎
付
け
て
お
り
、
ま
た
前

者
は
後
者
に
先
立
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
事
実
を
例
証
す
る
。
た
と
え
ば
、
ま
っ
た
く
素
朴
に
先
祖
を
追
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
先

祖
と
を
同
一
視
す
る
際
に
は
「
一
体
感
」
が
成
り
立
つ
が
、
そ
の
行
為
が
「
供
養
」
と
し
て
先
祖
を
対
象
化
し
た
場
合
、
そ
れ
は
最
早
一
体

感
で
は
な
く
先
祖
の
生
活
へ
の
「
追
感
得
」
と
な
る
。
さ
ら
に
、
既
に
一
体
感
に
関
す
る
考
察
の
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
体
感
が
不
随
意

0

0

0

に0

生
じ
る
現
象
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
追
感
得
は
常
に
随
意
的
に

0

0

0

0

行
わ
れ
る
「
他
者
の
感
情
の
性
質
へ
の
志
向
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
追
感

得
に
お
い
て
は
他
者
と
一
体
感
を
も
と
う
と
す
る
主
体
的
な
意
識
が
前
提
さ
れ
る
た
め
に
、
機
能
的
な
秩
序
に
お
い
て
も
一
体
感
が
追
感
得

を
基
礎
付
け
て
い
る
。

（
二
）
追
感
得
は
共
同
感
情
を
基
礎
付
け
る

人
間
の
他
者
経
験
が
追
感
得
か
ら
出
発
し
て
共
同
感
情
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
共
同
感
情
の
考
察
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
と

お
り
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
例
で
は
、
人
は
他
者
の
経
験
を
追
感
得
し
て
も
、
共
苦
を
も
た
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
追
感
得

を
行
っ
た
後
に
、
そ
れ
に
対
す
る
共
同
感
得
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
の
共
歓
・
共
苦
と
い
う
共
同
感
情
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
も

ま
た
、
機
能
的
に
も
発
生
的
に
も
追
感
得
は
共
同
感
情
に
先
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
証
で
あ
る
。
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（
三
）
共
同
感
情
は
人
間
愛
（
フ
マ
ニ
タ
ス
）
を
基
礎
付
け
る

シ
ェ
ー
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
人
間
愛
の
対
象
は
、「
す
べ
て
の
人
間
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
よ
れ
ば
「
真
の
人
間
愛
は
、
同
民
族

と
か
異
民
族
、
無
法
者
と
善
人
、
人
種
的
優
劣
、
教
養
と
無
教
養
、
さ
ら
に
善
と
悪
…
…
等
々
の
け
じ
め
を
つ
け
な
い
。
真
の
人
間
愛
は
、

共
同
感
情
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
す
べ
て
の
人
間
が
動
物
と
神
か
ら
区
別
さ
れ
た
特
殊
な
意
味
で
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
の
み
、
す
べ
て
の
人
間
を
包
括
す
る
）
35
（

」。
こ
う
し
た
人
間
愛
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
共
同
感
情
が
前
提
と
さ
れ
る
と
シ
ェ
ー

ラ
ー
は
言
う
。
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
間
愛
の
対
象
と
な
る
べ
き
他
者
の
実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
共
同
感
情
の
作
用
に

よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
）
36
（

。
追
感
得
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
者
の
感
情
の
質
を
感
得
す
る
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
他
我
の

実
在
の
確
信
に
至
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
共
同
感
情
は
、
私
た
ち
が
共
感
を
も
つ
他
我
が
、
現
に
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
態
度
へ

と
志
向
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
虚
構
」
や
「
イ
メ
ー
ジ
」
な
ど
に
対
し
て
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
。
す
な
わ
ち
、「
自
体
愛
、
お
そ
る
べ
き
自
己
中
心
主
義
、
本
物
の
独
我
論
、
そ
し
て
利
己
主
義
の
完
全
な
克
服
は
、
ま
さ
に
共
同
感
情

の
作
用
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

初
め
て
生
じ
る
）
37
（

」
と
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
で
は
、
愛
を
共
同
感
情
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
他

者
に
対
し
て
共
感
を
も
つ
行
為
（
共
同
感
得
）
を
通
じ
て
、
世
界
に
自
我
と
は
異
他
な
自
我
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
人
間
愛
が
運
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
説
か
れ
る
。
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
中
期
の
著
作
『
共
同
感
情
』
第
一
部
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
間
主
観
性
理
論
を
考
察
し
て
き
た
。
冒
頭

に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
の
人
間
学
は
近
代
以
降
の
純
粋
に
主
観
的
な
人
間
学
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は
相
互
に
関
わ
り
合
い
を
も
つ
存
在
と
し

て
の
人
間
の
考
察
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
人
間
の
生
活
に
お
け
る
実
際
的
な
関
わ
り
か
ら
、
自
己
が
他
者
の
感

情
と
関
わ
る
と
は
現
象
学
的
に
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
。
こ
う
し
た
探
求
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、

彼
の
人
間
学
が
主
要
な
問
題
に
据
え
る
「
愛
」
の
現
象
に
対
す
る
先
行
研
究
と
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
の
考
察
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
他
者
の
感
情
を
経
験
し
、
ま
た
そ
れ
に
参
与
す
る
こ
と
無
し
に
愛
は
生
じ
得
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
必
然
的
に
他
者

と
共
歓
し
た
り
、
ま
た
は
共
苦
し
た
り
す
る
共
同
感
情
が
前
提
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
共
同
感
情
』
に
お
け
る
功
績
は
、
た
だ
共
同
感
情
の
分
析
的
考
察
や
、
形
而
上
学
的
基
礎
付
け
に
終
始
し

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
も
基
礎
付
け
る
他
者
経
験
へ
と
遡
上
し
て
体
系
的
に
そ
の
構
造
を
解
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
「
一

体
感
」
に
関
す
る
考
え
方
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
リ
ッ
プ
ス
が
「
感
情
移
入
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
は
異
な
る
。
彼
が
真
の
一
体
感
と
呼
ん
だ

「
相
関
的
融
合
現
象
」
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
の
中
へ
と
埋
没
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
同
一
の
生
命
の
課
程
で
一
体
感
を
得
る
。

し
た
が
っ
て
彼
の
間
主
観
性
理
論
に
お
い
て
は
、
他
者
の
認
識
は
類
推
や
感
情
移
入
を
必
要
と
せ
ず
に
、
生
命
的
な
領
野
の
み
に
お
い
て
直

接
的
に
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
そ
の
た
め
彼
は
精
神
と
生
命
と
を
峻
別
し
、
二
元
論
的
な
学
説
を
展
開
し
た
。『
共
同
感
情
』
に
お
け

る
二
元
的
構
成
に
関
し
て
は
、
金
子
晴
勇
に
よ
っ
て
そ
の
特
質
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
間
主
観

性
学
説
は
人
格
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
生
命
の
心
的
領
野
に
お
い
て
展
開
し
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
領
域
で
形
而
上
学
的
基
礎
付
け
に
よ
っ
て
心
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的
経
験
の
共
通
の
領
野
が
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
間
主
観
性
の
心
的
領
野
に
お
い
て
自
他
の
自
我
が
一
つ
の
心
的
生
命
に
融
合

す
る
現
象
に
直
面
し
、
従
来
の
〈
感
情
移
入
〉（E

infühlung

）
説
に
替
わ
る
〈
一
体
感
〉（E

insfühlung

）
説
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
相
違
は
僅
か
に
s
一
字
の
挿
入
に
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
）
38
（

」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
間
主
観
性
理
論
に
お
け
る
一
体
感

は
、
そ
れ
ま
で
の
「
感
情
移
入
説
」
に
僅
か
に
「
s
」
を
一
つ
加
え
た
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
生
命
の
領
域
の
み
に
限
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
際
立
っ
た
二
元
論
的
な
特
質
を
帯
び
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る
形
而
上
学
的
な
二
元
論
で
あ
る
と

し
て
退
け
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
一
般
的
に
認
め
る
よ
う
に
、
彼
の
「
一
体
感
」
を
基
礎
概
念
と
し
て
出
発
す
る
秩
序
立
っ
た
共
同
感
情
の
学

説
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
情
緒
的
生
の
根
源
現
象
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
視
座
を
与
え
た
と
い
う
点
に
お
い
て
優
れ
た
洞
察
を
含
ん

で
い
る
。
そ
の
た
め
こ
う
し
た
彼
の
間
主
観
性
理
論
の
基
礎
概
念
の
理
解
を
も
っ
て
初
め
て
、
我
々
の
探
求
は
人
間
に
独
特
な
現
象
と
し
て

の
「
愛
」
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「Sym

pathie

」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、
共
感
（
共
歓
）
と
同
情
の
両
方
を
意
味
し
て
い
る
た
め
に
、
我
が
国
の
言
葉
で
は

あ
ま
り
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
あ
え
て
そ
れ
ら
の
両
方
を
含
む
も
の
と
し
て
「
共
同
感
情
」
が
相
応
し
い
。
と
い
う
の
も
、「
共
感
」
や

「
同
情
」
と
い
う
語
は
そ
れ
ぞ
れ
一
面
的
な
他
者
の
感
情
へ
の
志
向
を
連
想
さ
せ
る
た
め
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
意
図
が
過
っ
て
理
解
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
） 

フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
と
こ
ろ
のintersubjektivität

は
、「
間
主
観
性
」
で
は
な
く
「
相
互
主
観
性
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
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石
田
三
千
雄
は
後
者
の
訳
語
を
用
い
て
『
フ
ッ
サ
ー
ル
相
互
主
観
性
の
研
究
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
を
著
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
よ
り
一
般
的
な
訳
語
で
あ
る
「
間
主
観
性
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
超
越
論
的
現
象
学
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
、「
相
互
主
観
性
」
の

ほ
う
が
よ
り
誤
解
を
生
み
に
く
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
飽
く
ま
で
も
自
己
の
意
識
の
中
で
生
じ
る

自
我
と
は
異
な
る
自
我
、
す
な
わ
ち
他
我
に
つ
い
て
の
主
観
性
で
あ
る
た
め
に
、
自
己
を
超
え
た
領
域
に
属
す
る
意
識
と
し
て
理
解
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。

（
3
） 

フ
ッ
サ
ー
ル
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
間
主
観
性
の
相
違
に
つ
い
て
、
ト
ー
マ
ス
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。「
し
た
が
っ

て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
間
主
観
性
に
関
す
る
考
え
方
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
は
認
識
論
的
に
他
の
主
観
の
実
在
を
〈
正
当
化
す

る
〉
と
い
う
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
問
題
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
に
困
難
を
も
た
ら
し
、
ま
た
彼
の
有
名
な
『
デ
カ
ル
ト
的
省

察
』
に
お
い
て
不
確
か
な
解
答
に
直
面
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
。T

hom
as J. O

w
ens, Phenom

enology and Intersubjectivity, C
ontem

porary 

Interpretations of the Interpersonal Situation, M
artinus N

ijhoff, T
he H

ague, 1970, p.54.

（
4
） 

当
初
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
様
に
、
師
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
現
象
学
を
是
と
し
て
採
用
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
二
人
は
、『
イ

デ
ー
ン
』
以
降
、
超
越
論
的
自
我
の
分
析
に
傾
倒
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
追
従
し
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
で

は
探
求
対
象
が
異
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
結
果
と
し
て
異
な
っ
た
方
向
へ
と
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
人
の
現
象
学

者
に
お
け
る
方
法
論
的
相
違
に
つ
い
て
は
、
金
子
晴
勇
『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
四
―
六
頁
を
参
照
。

（
5
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
態
度
は
、『
共
同
感
情
』
以
前
に
、
既
に
『
倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と
実
質
的
価
値
倫
理
学
』
に
お
い
て

表
明
さ
れ
て
い
る
。
金
子
晴
勇
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
的
な
倫
理
学
を
批
判
し
、
自
己
の
「
実
質
的
」
な

倫
理
学
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
彼
の
間
主
観
性
理
論
と
同
様
で
あ
り
、
観
念
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
、
実
質
的
な
人
間
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
彼
は
考
察
す
る
。
金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
6
） 『
共
感
の
本
質
と
諸
形
式
』
と
い
う
表
題
は
、
一
九
二
三
年
の
第
二
版
以
降
か
ら
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
一
三
年
の
初
版
で
は
『
共
感

感
情
の
現
象
学
と
理
論
に
よ
せ
て
、
な
ら
び
に
愛
と
憎
し
み
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
て
い
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
初
版
か
ら
第
二
版
へ
の
改
訂
時

に
、
時
代
の
変
遷
に
応
じ
て
第
三
部
「
他
我
に
つ
い
て
」
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
議
論
を
加
え
た
。M

ax Scheler, W
esen und Form

en der 

Sym
pathie, G

W
. B

d.7, Francke Verlag B
ern und M

ünchen, 1973, S.10

―11
（「
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
」
第
八
巻
、
青
木
茂
・
小
林
茂
訳
、

白
水
社
、
一
九
七
七
年
）、
一
七
―
一
八
頁
を
参
照
。
以
下
、
邦
訳
で
の
出
典
箇
所
は
（　

）
内
に
て
記
す
。
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（
7
） M

ax Scheler, op. cit., S.9.
（
8
） 
た
と
え
ば
『
共
同
感
情
』
の
第
一
版
の
表
題
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「
共
同
感
情
」（Sym

pathie

）
で
は
な
く
、「
共
感
感
情
」（Sym

pathie-

gefühle

）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
両
者
が
意
味
す
る
も
の
は
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
の
用
語
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
「
共
感

（
共
歓
）」
と
「
同
情
」
の
両
者
を
意
味
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
や
は
り
、Sym

pathie

を
単
純
に
「
同
情
」
と
い
う
語
に

よ
っ
て
置
き
換
え
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

（
9
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
こ
で
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
魔
女
裁
判
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
は
言
う
、「
多
く
の
魔
女
た
ち
が
み
ず
か
ら
魔
法
に

対
し
て
罪
責
感
を
も
ち
、
死
刑
の
宣
告
を
み
ず
か
ら
正
し
い
と
感
じ
た
と
き
の
事
情
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
」
と
。M

ax Scheler, op. cit., 

S.18

（
三
二
頁
）.

（
10
） M

ax Scheler, op. cit., S.18
（
三
三
頁
）.

（
11
） 

こ
の
よ
う
な
「
共
感
」
と
「
共
同
感
情
」
に
お
け
る
広
義
と
狭
義
の
区
別
は
、
石
田
三
千
雄
『
フ
ッ
サ
ー
ル
相
互
主
観
性
の
研
究
』
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
八
―
一
三
一
頁
を
参
照
。

（
12
） M

ax Scheler, op. cit., S.17

（
二
九
頁
）.

（
13
） M

ax Scheler, op. cit., S.20

（
三
六
頁
）.

（
14
） M

ax Scheler, op. cit., S.20

（
三
四
頁
）.

（
15
） M

ax Scheler, op. cit., S.24

（
四
二
頁
）.

（
16
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「
追
感
得
」
と
「
共
同
感
得
」
が
異
な
る
こ
と
を
「
残
忍
な
人
間
」
の
現
象
学
的
考
察
か
ら
証
明
す
る
。
つ
ま
り
、
残
忍
な
人

間
A
に
と
っ
て
の
「
快
」
は
、
他
者
B
の
苦
痛
を
追
感
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
に
A
が
B
に
対
し
て
共
同

感
情
、
つ
ま
り
共
苦
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
た
め
残
忍
な
人
間
は
、「
快
」
を
感
覚
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、「
無
感
得
」（fühllos

）
な
の
で
は
な
い

0

0

0

0

。

こ
う
し
た
例
証
は
極
め
て
特
殊
な
事
例
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
追
感
得
が
必
ず
し
も
共
同
感
得
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
を
現
象
学

的
に
証
明
し
て
い
る
。

（
17
） 

た
と
え
ば
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
H
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
誤
謬
を
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
人
間
の
共
同
感
情
を
、
動
物
の
「
群
れ
」

の
意
識
や
習
慣
か
ら
導
出
し
よ
う
と
試
み
た
た
め
に
、
伝
播
し
た
個
体
の
感
情
を
共
同
感
情
と
同
一
視
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
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（
18
） M

ax Scheler, op. cit., S.26

（
四
五
頁
）.

（
19
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、「
苦
し
み
が
共
苦
に
よ
っ
て
伝
播
す
る
」
と
捉
え
た
点
に
誤
り
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

苦
し
み
自
体
は
決
し
て
共
苦
に
よ
っ
て
は
伝
播
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。M

ax Scheler, op. cit., S.28

（
四
九
頁
）
を
参
照
。

（
20
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
う
し
た
「
引
き
込
み
」
は
、
自
身
に
対
し
て
は
自
己
の
意
図
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
と
言
う
。
そ
こ
で
彼
が
挙
げ
る
例
は
、
人

が
自
己
の
「
気
晴
ら
し
」
の
た
め
に
、
に
ぎ
や
か
で
楽
し
げ
な
会
合
に
参
加
す
る
と
き
、
彼
は
決
し
て
周
囲
の
人
間
と
共
歓
を
も
と
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
歓
び
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
伝
播
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
場
合
も
ま
た
、
彼
が
抱
く
感
情
は

会
合
場
に
集
ま
っ
た
人
間
と
の
共
同
感
情
で
は
な
い
。M

ax Scheler, op. cit., S.27

―28

（
四
七
頁
）
を
参
照
。

（
21
） M

ax Scheler, op. cit., S.29

（
五
〇
頁
）.

（
22
） 

金
子
晴
勇
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
「
一
体
感
」
の
概
念
を
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。「
し
た
が
っ
て
生
命
的
一
体
感
の
領
域
は
精
神
層
と
身
体
的

感
覚
の
層
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
〈
人
間
の
生
命
層
〉
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
愛
は
人
格
の
間
に
生
起
交
流
す
る
作
用
で
あ
り
、
同
じ
生
命
の

中
に
融
合
す
る
一
体
感
と
は
本
質
的
に
領
域
を
異
に
し
て
い
る
現
象
で
あ
る
」
と
。
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
23
） 

浜
渦
辰
二
『
フ
ッ
サ
ー
ル
間
主
観
性
の
現
象
学
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、
二
三
六
頁
参
照
。

（
24
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
ま
た
、
類
推
説
や
Th
・
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
説
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「〔
類
推

と
感
情
移
入
と
い
う
〕
こ
の
二
つ
の
理
論
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
自
体
あ
る
特
定
の
理
論
的
解
釈
の
結
果
で
し
か
な
い
も
の
を
実
在
的
な
事
実
と

し
て
前
提
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
現
実
の
分
離
を
、
つ
ま
り
現
実
を
〈
外
部
〉
と
〈
内
部
〉、〈
物
理
的
〉
存
在
と
〈
心
的
〉
存
在

へ
二
元
論
的
に
区
分
す
る
こ
と
を
既
定
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
い
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
に
分
離
す
る
こ
と
自
体
の
可
能
性
の
諸
条

件
を
問
お
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
。E

rnst C
assirer, Philosophie der sym

bolischen Form
en, dritter Teil, Phänom

enologie der 

E
rkenntnis, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, D

arm
stadt, 1977, S.99

（『
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
、
一
七
二
頁
）.

（
25
） M

ax Scheler, op. cit., S.29

―30

（
五
一
頁
）
参
照
。

（
26
） 

た
と
え
ば
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
特
発
性
型
の
典
型
例
は
ト
ー
テ
ム
や
先
祖
と
の
歴
史
的
同
一
視
に
お
い
て
現
れ
る
。
多
く
の
地
域
や
民
族

か
ら
見
出
さ
れ
る
土
着
的
な
信
仰
と
し
て
の
「
先
祖
崇
拝
」
は
、
そ
れ
が
信
仰
の
「
対
象
」
と
さ
れ
る
以
前
の
形
態
に
お
い
て
は
、
自
己
を

今
こ
こ
で
生
き
る
先
祖
の
一
人
と
同
一
視
す
る
と
い
う
特
発
的
一
体
感
に
起
源
を
も
つ
。
そ
し
て
異
発
性
型
は
、
古
代
秘
教
の
儀
式
の
な
か
に
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見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
密
儀
に
よ
っ
て
一
人
の
人
間
が
男
神
、
女
神
、
生
お
よ
び
運
命
と
一
体
と
な
る
。M

ax Scheler, op. cit., S.30

―31

（
五
二
―
五
三
頁
）
参
照
。

（
27
） M

ax Scheler, op. cit., S.36

（
六
一
頁
）
参
照
。

（
28
） M

ax Scheler, op. cit., S.39

（
六
五
―
六
六
頁
）
参
照
。

（
29
） M

ax Scheler, op. cit., S.40

（
六
七
頁
）.

（
30
） M

ax Scheler, op. cit., S.42

（
七
一
頁
）.

（
31
） M

ax Scheler, op. cit., S.43

（
七
三
頁
）.

（
32
） M

ax Scheler, op. cit., S.45

（
七
六
頁
）
参
照
。

こ
の
「
生
命
意
識
」
に
関
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
補
足
し
た
説
明
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
客
観
的
・
有
機
的
な
生
命
過
程
の

意
識
的
な
ら
び
に
無
意
識
的
な
意
識
の
相
関
者
」
と
。M

ax Scheler, ibid.

（
33
） M

ax Scheler, op. cit., S.46

（
七
八
頁
）.

（
34
） 

こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
愛
」（Liebe
）
は
、
人
間
愛
（
フ
マ
ニ
タ
ス
）
と
「
人
格
お
よ
び
神
に
対
す
る
無
宇
宙
的
な
愛
」
と
に
区
別
さ
れ
、
前

者
が
後
者
を
基
礎
付
け
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
に
お
け
る
「
愛
」
の
問
題
は
、
金
子
晴
勇
『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
』

第
四
章
に
お
い
て
詳
細
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
淵
源
す
る
「
愛
の
秩
序
」
が
、
パ
ス

カ
ル
に
よ
っ
て
再
び
近
代
に
提
起
さ
れ
た
も
の
を
「
彼
の
全
思
想
を
統
合
す
る
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
」
と
し
た
。
前
掲
書
、
一
六
五
頁
以
下
参

照
。さ

ら
に
金
子
晴
勇
は
他
の
著
作
の
中
で
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
愛
」
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
現
代
の
思
想
家
の
中

で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
パ
ス
カ
ル
が
説
い
た
〈
愛
の
秩
序
〉
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
自
分
の
思
想
の
中
核
に
す
え
て
発
展
さ
せ
た
の
が
マ
ッ

ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、
愛
の
秩
序
の
思
想
史
に
お
い
て
最
も
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
ま
す
」
と
。
金
子
晴
勇
『
愛
の
秩
序
』
創
文
社
、

一
九
八
九
年
、
一
三
八
頁
。M

ax Scheler, op. cit., S.108

（
一
八
〇
頁
）
参
照
。

（
35
） M

ax Scheler, op. cit., S.107

（
一
七
九
頁
）.

（
36
） 

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
感
情
が
「
個
々
の
場
合
に
お
け
る
〈
他
我
一
般
〉
を
、
我
々
自
身

の
自
我
の
実
在
性
と
ま
っ
た
く
等
し
い
実
在
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
意
識
へ
も
た
ら
す
」
と
。M

ax Scheler, op. cit., S.107

（
一
七
八
頁
）.
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（
37
） M

ax Scheler, op. cit., S.107

（
一
七
八
頁
）.

（
38
） 
金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
。
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