
初
期
フ
ッ
サ

i
ル
に
お
け
る
注
意
の
問
題

序

我
々
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
つ
い
う
っ
か
り
「
不
注
意
」
が
原
因

で
失
敗
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
深
刻
な
問
題
と
し
て
は
交

通
事
故
で
、
自
動
車
運
転
中
の
前
方
不
注
意
に
よ
り
人
身
事
故
を
引
き

起
こ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
過
失
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
責
任
が
問
わ

れ
る
。
本
来
注
意
を
払
う
べ
き
状
況
の
な
か
で
そ
れ
を
怠
り
、
そ
れ
が

原
因
で
大
き
い
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
責
任
問
題
が
生
じ
る
。

そ
の
意
味
で
は
注
意
と
責
任
と
の
間
に
は
明
確
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、

常
識
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
実
際
に
車
の
逆
転
を
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
い
わ
ば

常
識
で
あ
ろ
う
が
、
逆
転
中
は
、
前
方
を
い
つ
も
確
認
し
続
け
て
運
転

に
専
念
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
そ
れ
な
り
に
注
意
を
払
い
な

が
ら
、
運
転
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
(
そ
う
で
な
い
な
ら
、
運
転

を
覚
え
た
て
の
持
に
路
上
運
転
に
出
た
と
き
の
よ
う
に
、
す
ぐ
に
く
た

木

康

文

く
た
に
な
り
、
逆
に
注
意
が
散
没
に
な
る
だ
ろ
う
)
。

ま
た
、
近
年
の
認
知
心
理
学
で
得
ら
れ
た
知
見
で
よ
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
現
象
に
、
「
変
化
富
」
、
「
不
注
意
富
」
が
あ
り
、
そ
の
実

験
に
よ
れ
ば
視
野
に
入
っ
て
い
る
(
見
え
て
い
る
)
に
も
か
か
わ
ら
ず

認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
い
わ
ば
白
が
「
節
穴
」
の
よ
う
な
状
態
が

生
じ
、
一
般
常
識
で
は
推
し
量
れ
な
い
く
ら
い
に
、
わ
れ
わ
れ
は
知
覚

に
よ
っ
て
は
も
の
を
見
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た。

初期フッサールにおける注意の問題

こ
の
よ
う
に
、
知
覚
に
お
け
る
注
意
/
不
注
意
に
つ
い
て
は
、
常
識

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
実
体
験
に
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
ま
た

責
任
問
題
に
発
展
す
る
事
象
に
つ
い
て
も
、
注
意
/
不
注
意
に
帰
す
る

こ
と
が
ど
の
程
度
妥
当
か
再
考
を
要
す
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
注
意
が
、
た
と
え
ば
知
覚
や
想
像
の
よ
う
な
特
定
の
一
作
用
で

は
な
く
、
あ
る
作
用
の
下
で
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
働
き
そ
の
も
の
を

対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
図
難
さ

を
増
し
て
い
る
。
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本
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ

i
ル
の
初
期
の
知
覚
と
注
意
に
関
す
る

論
考
を
分
析
し
て
、
注
意
現
象
を
現
象
学
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か

考
察
し
た
い
(
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
フ
ッ
サ

i
ル
は

変
化
富
と
い
っ
た
現
象
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
し
、
そ
う
い
っ
た
現
象

の
存
在
も
知
ら
な
か
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
知
覚
に
お
け
る
注
意

が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
不
注
意
が
ど
の
よ

う
に
見
な
さ
れ
る
べ
き
か
は
分
析
を
通
し
て
規
定
で
き
よ
う
)
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
論
理
学
期
化
九
』
(
以
下
『
論

研
』
と
略
記
、
初
版
一
九

O
O
/
O
一
年
、
改
訂
版
一
九
一
三
/
二
一

年
、
フ
ッ
サ

i
ル
全
集
第
一
八
、
一
九
巻
)
を
資
料
に
し
て
、
そ
の
知

覚
論
を
素
描
し
(
第
一
章
)
、
さ
ら
に
注
意
現
象
を
ど
の
よ
う
に
提
え

て
い
た
の
か
を
示
す
(
第
二
章
)
。
た
だ
し
『
論
研
』
に
お
い
て
は
、

直
接
あ
る
事
物
・
対
象
を
見
る
と
い
う
知
覚
に
お
い
て
注
意
現
象
を
分

析
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
フ
ッ
サ

i
ル
の
注
意
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
の
線
認
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
一
九

O
四
/
O
五
年
に
な
さ
れ
た
『
知
覚
と
注
意
』
講
義
録

(
全
集
第
三
八
巻
)
を
資
料
と
し
て
、
知
覚
に
お
け
る
注
意
機
能
の
概

略
を
考
察
す
る
。
フ
ッ
サ

i
ル
は
注
意
を
大
き
く
思
念
と
し
て
の
注
意

と
関
心
と
し
て
の
注
意
に
区
分
し
て
い
る
の
で
、
第
三
章
に
お
い
て
、

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
概
説
し
、
特
に
思
念
と
統
握
の
一
住
分
か
ら
知
覚
に

お
け
る
注
意
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
四
章
に
お
い
て
は
、

知
覚
に
お
け
る
関
心
の
機
能
を
明
確
に
し
て
、
さ
ら
に
思
念
と
関
心
と

が
い
か
に
知
覚
に
お
け
る
対
象
認
識
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
示
す
。

以
上
に
よ
り
、
注
意
に
関
し
て
も
た
れ
る
、
暗
が
り
の
な
か
で
ス
ポ

ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
と
い
う
比
倫
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
注
意
現
象
を

詰
る
に
あ
た
っ
て
不
十
分
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
弊
害
を
も
た
ら
す
こ

と
を
導
く
。

16 

第
一
章

『
論
研
」

の
知
覚
現
象
の
分
析
に
つ
い
て

『
法
制
研
』
は
、
知
党
現
象
に
つ
い
て
、
二
つ
の
方
向
か
ら
論
述
し
て

い
る
。
ひ
と
つ
は
、
書
名
の
「
論
理
学
研
究
」
か
ら
推
察
で
き
る
よ
う

に
、
判
断
論
を
論
じ
る
た
め
の
い
わ
ば
手
引
き
と
し
て
導
入
さ
れ
、
そ

の
際
、
表
現
さ
れ
た
内
容
が
そ
の
ま
ま
知
覚
さ
れ
認
識
に
も
た
ら
さ
れ

る
事
象
を
議
論
し
て
い
る
(
そ
こ
に
は
、
知
覚
に
お
け
る
名
辞
、
命
題

が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
)
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
知
党
に
お
い
て
認
識
が
成

立
す
る
条
件
と
そ
の
意
識
の
状
態
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
り
、
感
覚
与

件
が
事
物
認
識
と
し
て
い
か
に
成
立
す
る
か
(
す
な
わ
ち
対
象
の
構
成
)

が
論
じ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
表
現
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
意
味
が
与
え
ら

れ
、
そ
れ
が
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
に
至
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は

与
件
を
介
し
た
認
つ
誠
の
成
立
が
関
わ
れ
る
。

本
稿
で
主
題
と
す
る
「
注
意
」
問
題
は
、
宗
一
川
一
州
』
で
は
前
者
の
議

論
の
な
か
で
登
場
し
、
そ
の
な
か
で
注
意
現
象
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
本
来
、
本
稿
で
問
わ
れ
る
べ
き
(
外
部
)
知
党
の
な
か
で
の
注
意



現
象
は
直
一
接
的
に
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
分
析
に
よ
り
、

注
意
の
一
端
は
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
、
知
覚
の
言
語
的
表
現
か
ら
出
発
し
て
み
よ
う
。
フ
ッ
サ

i
ル

が
事
例
と
し
て
述
べ
て
い
る
書
か
れ
た
文
字
表
現
か
ら
考
察
を
始
め
る

(
戸
以
円
以
¥
H
8
P
品N
O
戸

ωω
∞
円
)
。
た
と
え
ば
、
「
イ
ン
ク
査
」
と
書
か

れ
た
記
号
表
現
は
、
紙
に
ま
同
か
れ
た
ま
さ
に
イ
ン
ク
の
シ
ミ
で
あ
り
、

そ
れ
を
ま
ず
は
物
理
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

表
現
を
表
現
と
し
て
い
る
の
は
、
記
号
と
し
て
の
意
味
で
あ
り
、
意
識

の
作
用
と
し
て
は
意
味
志
向
に
お
い
て
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
表
現
は
、
文
字
通
り
た
だ
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
現
実
の
対
象
物
と
し
て
の
「
イ
ン
ク
査
」
へ
の
関
係
を
も
示
し
て

い
る
。
表
現
は
、
た
だ
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
対
象
に
対
す
る
志

向
的
関
係
を
有
す
る
。

さ
ら
に
こ
れ
に
た
と
え
ば
知
覚
(
作
用
)
な
ど
の
直
観
が
関
わ
る
。

実
際
に
呂
の
前
に
イ
ン
ク
査
を
自
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
に
一
主

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
志
向
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
充

実
」
(
出
岳
口
に
コ
ぬ
)
さ
れ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。

ま
た
知
覚
し
た
も
の
が
イ
ン
ク
歪
だ
っ
た
と
思
っ
た
が
、
よ
く
見
る

と
、
そ
れ
が
キ
ャ
ン
デ
ィ
箱
だ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
「
的
外
れ
」
だ
っ

た
こ
と
と
な
り
、
認
識
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
丸
い
凶
角
」
と
い
う
表
現
は
意
味

と
し
て
は
理
解
さ
れ
る
が
、
実
際
に
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

し
か
も
そ
れ
が
知
覚
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
、
そ
の
「
円
い
凶
角
」
と
い

う
意
味
自
身
が
規
定
し
て
い
る
。
認
識
し
え
な
い
、
つ
ま
り
意
味
充
実

さ
れ
え
な
い
こ
と
は
、
意
味
自
身
が
、
対
象
へ
の
関
係
性
、
意
味
充
実

の
仕
方
も
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
戸
同
只

¥-sc。

ま
た
知
覚
作
用
な
ど
藍
観
は
、
あ
く
ま
で
も
意
味
を
規
定
す
る
作
用

で
あ
り
、
意
味
を
内
蔵
す
る
作
用
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
(
同
・
以
円
以
¥
N
S
N
)
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
見
ら
れ
た
対
象

を
(
そ
れ
を
見
る
こ
と
の
な
か
で
て
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
可
能
で
あ
り
、

多
様
な
意
味
的
な
規
定
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
表
現
を
介
し
た
知
覚
に
よ
る
対
象
認
識
に
は
、
記
号
表
現
、

表
現
さ
れ
た
意
味
、
そ
の
直
観
、
意
味
と
直
観
の
合
致
に
よ
る
認
識
の

成
立
が
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。

フ
ッ
サ

i
ル
は
、
こ
の
事
態
を
整
理
し
て
い
る
笛
所
が
あ
る
の
で
、

以
下
そ
れ
を
使
っ
て
概
説
し
て
み
よ
う
(
戸
同
只
ー
¥

N

S

品・〈民一-

同
-
M
H
M
¥日
品
、
三
)
。

表
意
作
用
や
直
観
作
用
は
、
客
観
を
目
指
す
の
で
「
客
観
化
作
用
」

と
呼
ば
れ
る
。
註
観
作
用
は
さ
ら
に
知
覚
、
想
像
作
用
な
ど
に
区
分
さ

れ
る
。
こ
の
客
観
化
作
用
が
対
象
に
関
係
す
る
仕
方
は
ま
ず
、

(
1
)

作
用
性
質
(
〉
}
2
2
c
丘一門
U
F
ρ
g
E
r
号
門
〉
宮
め
)
と

(
2
)
作
用
質

料
(
〉

E
E己
3
0
)
(あ
る
い
は
代
表
象
(
宮
古
早
足
ロ
g
t
o
ロ
)
)
の
契

機
に
規
定
さ
れ
る
。

(
1
)
作
用
性
質
は
、
作
用
が
措
定
的
か
、
非
措
定
的
か
を
規
定
す
る
。

初期フッサールにおける注意の問題17 



信
湿
な
の
か
、
あ
る
い
は
壊
疑
な
の
か
、
願
望
な
の
か
、
あ
る
い
は
保
穏

な
の
か
、
そ
の
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

(2)
作
用
一
貸
料
・

代
表
象
は
意
味
に
関
わ
る
が
、

(a)
統
握
形
式
(
〉
に
怠
訟
に
ロ
志
向
。
コ
ロ
)
、

(
b
)
統
握
一
貸
料
(
〉

CFωωgmω
ヨ
2
2
5
)
、
(
C
)

統
握
さ
れ
た
内

容
(
(
一

5
2
Rぇ
g
ω
E
D
E
E
Z
)
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。

(
a
)

統
握
形
式
は
、
対
象
が
表
象
さ
れ
る
仕
方
の
こ
と
で
、
表
意
的
か
、
笹

観
的
か
、
あ
る
い
は
両
者
の
混
合
し
た
仕
方
で
表
象
さ
れ
る
か
に
よ
る
。

(
b
)
統
握
質
料
は
、
対
象
が
ど
の
特
定
の
「
意
味
」
で
表
象
さ
れ
て

い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
向
じ
対
象
が
、
異
な
る
意
味
で
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
る
(
「
統
握
意
味
」
と
も
表
さ
れ
る
)
。

(
C
)

統
揺
さ
れ
た

内
容
は
、
対
象
が
、
ど
の
記
号
、
あ
る
い
は
ど
の
呈
示
的
内
容
(
任
命

乱

Rω
百
辛
口
号

D
E
E一
日
)
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、

後
者
は
い
わ
ゆ
る
感
覚
内
容
・
ヒ
ュ
レ

i
を
指
し
て
い
る
。

フ
ッ
サ

i
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
作
用
の
構
成
要
素
を
区
分
し
た
上
で
、

さ
ら
に
す
べ
て
の
客
観
化
作
用
が
代
表
象
を
内
蔵
し
て
お
り
、
ま
た
ど

の
作
用
も
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
客
観
化
作
用
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
客

観
化
作
用
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。

第
二
章

『
弘
蹄
研
』
に
お
け
る
「
注
意
」
現
象
の
分
析

以
上
認
川
研
』
に
お
け
る
知
覚
、

る
諸
契
機
を
簡
単
に
規
定
し
た
。

表
意
な
ど
の
客
観
化
作
用
に
関
す

注
意
現
象
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
表
現
さ
れ
た
意
味
の
問

題
(
第
一
、
五
、
六
研
究
)
と
拙
象
と
注
意
の
問
題
(
主
に
第
二
研
究
)

と
い
う
こ
つ
の
事
象
を
分
析
す
る
な
か
で
議
論
し
て
い
る
。
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(a)
表
現
さ
れ
た
意
味
の
も
と
で
の
注
意

ま
ず
こ
の
表
現
さ
れ
た
意
味
の
な
か
で
、
「
注
意
」
現
象
を
分
析
し

て
み
よ
、
つ
(
出
・
河
口
ハ
¥
】
h
F
N
2
・)。

た
と
え
ば
、
先
の
事
象
の
よ
う
に
、
紙
の
上
の
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た

記
号
(
シ
ミ
)
を
見
た
り
、
あ
る
い
は
(
単
な
る
音
で
は
な
く
)
語
音

を
開
い
た
り
し
て
、
そ
の
意
味
を
川
仕
解
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場

合
、
イ
ン
ク
の
シ
ミ
自
身
は
、
物
理
的
な
客
体
で
あ
り
そ
れ
を
見
る
が
、

さ
ら
に
そ
れ
を
介
し
て
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
表
現
と

意
味
付
与
作
用
と
を
両
方
包
含
し
結
合
す
る
作
用
が
働
い
て
い
る
。
し

か
も
日
常
的
に
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
意
味
理
解
に
い
わ
ば
意
識
が
向

い
て
い
る
。
こ
の
複
数
の
作
用
の
結
合
の
う
ち
で
、
あ
る
作
用
の
遂
行

に
没
頭
す
る
こ
と
が
、
「
注
意
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
あ
る
対
象
に

注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

フ
ッ
サ

i
ル
は
、
こ
の
注
意
を
あ
る
作
用
と
は
み
な
さ
ず
、
あ
る
作

用
の
遂
行
状
態
と
し
て
作
用
に
属
す
る
「
際
立
た
せ
る
機
能
」

(
2
2

2
お
立
与
三
え
め

P
5
Z
5乙
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
(
出
M
M
M
¥日

お
ω)
。
こ
れ
は
上
述
し
た
事
例
に
お
い
て
も
ま
ず
は
表
現
と
意
味
付
与

作
用
が
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
作
用
の
存
在
の
う
え
で
、
注
意
が
な
さ



れ
る
か
ら
で
あ
る
。
注
意
自
身
が
い
わ
ば
一
作
用
と
し
て
機
能
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
こ
の
事
象
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
注
意
を
向
け
か
え
、
た
と

え
ば
イ
ン
ク
の
シ
ミ
に
着
目
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は

意
味
付
与
作
用
そ
れ
自
身
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
複

数
の
作
用
の
内
で
あ
る
作
用
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
注
意
の
特
質
と
さ

れ
る
。
ま
た
た
だ
後
者
の
場
合
は
、
作
用
そ
の
も
の
を
い
わ
ば
対
象
と

し
て
規
定
し
そ
の
う
え
で
注
意
(
関
心
)
を
向
け
て
い
る
。
つ
ま
り
注

意
し
う
る
の
は
、
何
ら
か
の
作
用
の
志
向
的
な
対
象
だ
け
と
い
う
こ
と

に
な
る
(
戸
M
M
M
¥
H
h
お
と
。

(
b
)
抽
象
と
注
意

ま
た
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
雲
照
明
』
の
第
二
研
究
に
お
い
て
抽
象
と
注

意
に
関
す
る
唯
名
論
的
解
釈
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
注
意
概
念
を
分
析

し
て
い
る
。

フ
ッ
サ

i
ル
に
よ
れ
ば
、
抽
象
概
念
は
二
義
的
で
あ
り
、
混
同
さ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
注
意
に
よ
る
際
立
た
せ
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
ス
ペ
チ
ェ
ス
を
把
握
す
る
こ
と
で
「
イ
デ

i
化

的
拙
象
」
と
表
現
さ
れ
る
(
出
・
白
沢

¥
H
g
g
。

注
意
に
よ
る
際
立
た
せ
と
は
、
事
物
の
色
や
形
、
た
と
え
ば
チ
ョ
ー

ク
の
赤
色
な
ど
は
、
具
体
的
な
部
分
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
に
着
目
し
、
そ
れ
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
「
赤
色
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
(
赤
色
そ
の
も
の
は
、
チ
ョ
ー
ク
と
い
う
物
か
ら

分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
あ
え
て
そ
れ
に
着
白
す
る
こ
と

か
ら
抽
象
と
も
い
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ

デ
!
化
的
抽
象
と
は
、
そ
の
見
ら
れ
て
い
る
赤
い
チ
ョ

i
ク
と
い
っ
た

他
物
の
直
観
か
ら
、
「
赤
色
」
と
い
う
ス
ペ
チ
ェ
ス
を
把
握
す
る
こ
と

で
あ
る
(
経
験
か
ら
抽
象
を
通
し
て
ス
ペ
チ
ェ
ス
と
し
て
の
意
味
が
生

じ
る
。
最
初
の
注
意
に
よ
る
際
立
た
せ
も
、
実
は
、
赤
色
を
捉
え
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
、
イ
デ

i
化
的
抽
象
が
す
で
に
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
な
る
)
。

フ
ッ
サ

i
ル
は
こ
こ
で
英
国
経
験
論
を
批
判
し
、
本
来
的
な
抽
象
の

機
能
を
捉
え
る
こ
と
を
本
態
と
し
、
そ
れ
に
付
随
す
る
形
で
注
意
概
念

を
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
注
意
に
つ
い
て
、
網
羅
的
に
あ
つ
か
っ

て
い
な
い
が
、
着
目
す
べ
き
点
を
二
つ
指
摘
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
そ
の
機
能
の
拡
が
り
の
大
き
き
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ

は
、
際
立
た
せ
と
い
う
表
現
か
ら
推
測
さ
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
と
い

う
比
倫
に
つ
い
て
、
若
干
距
離
を
お
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
彼
自
身

は
照
明
を
当
て
る
と
い
っ
た
比
倫
も
用
い
て
い
る
し
、
後
の
著
作
「
イ

デ
i
ン』

I
(
S
H
ω
)
に
お
い
て
も
、
注
意
に
つ
い
て
「
照
明
す
る
光
」

(
日
¥
目
白
ω)
と
い
う
比
駄
に
一
定
程
度
そ
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
)
。

ひ
と
つ
め
の
指
摘
で
あ
る
が
、
注
意
自
身
は
、
直
観
さ
れ
た
も
の
に

注
意
が
働
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
思
考
さ
れ
た
も
の
に
も
及
ぶ
と
し
て

い
る
。
思
考
さ
れ
た
も
の
の
事
例
と
し
て
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
で
あ

初期フッサールにおける注意の問題19 



る
と
か
数
学
的
な
事
例
も
挙
げ
て
お
り
、
つ
ま
り
は
、
注
意
は
何
ら
か

の
諸
作
用
を
遂
行
さ
せ
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
な
か

で
、
あ
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
集
中
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

注
意
し
気
付
く
機
能
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
直
観
作
用
や
、
思
考
作
用

を
含
む
す
べ
て
の
表
象
作
用
の
全
領
域
に
及
ぶ
こ
と
と
な
る

(
Z

凶

H
M
¥
-
一志∞)。

も
う
ひ
と
つ
の
指
摘
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
注
意
を
「
照
明

し
際
立
た
せ
る
機
能
」
(
立
円
高
岳
止
め
に
め
立
。
己
主
宮
古
江

2
8含

司
C
D
一2
5
D
)

と
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
狭
す
ぎ
る
だ
ろ
う
と
述
べ

て
い
る
(
戸
河
口
ハ
¥
H
5
S
。

対
象
が
意
識
に
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
意
識
に
、
「
対

象
的
志
J

同
に
よ
っ
て
初
め
て
構
成
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
心
的
内
容

と
し
て
現
存
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
心
的
内
容
も
、
そ
れ

J

自
身
が

対
象
化
す
る
に
は
、
思
念
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
注
意
さ
れ
て
初

め
て
」
思
念
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
注
意
す
る
働
き
は
、
そ
の
内
容

を
目
指
す
働
き
と
し
て
ま
さ
に
一
一
位
の
表
象
作
用
」
と
い
わ
れ
る
。
注

意
は
対
象
化
す
る
さ
い
の
志
向
作
用
の
一
翼
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
機

能
の
も
と
で
初
め
て
対
象
構
成
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
，
逆
に
い
う
と

い
わ
ゆ
る
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
と
い
う
比
除
だ
け
で
は
、
注
意
機
能
が
記

述
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
か
じ
め
す
で
に

対
象
が
ど
の
よ
う
な
様
態
で
あ
れ
成
立
し
て
お
り
、
注
意
は
そ
れ
に
い

わ
ば
照
明
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
が
強
調
さ
れ
、
確
実
に
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
る
な
ら
、
事
象
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
「
弘
一
州
研
』
出
版
後
の
フ
ッ
サ

i
ル
の

注
意
論
の
展
開
を
、
講
義
録
『
知
覚
と
注
意
』
を
使
っ
て
探
究
し
て
み

よ、っ。

20 

第
三
章

『
知
覚
と
注
意
』

|
|
l
思
念
と
し
て
の
注
意

『
論
研
」
に
よ
り
、

雑
認
さ
れ
た
。

し
か
し
特
に
本
稿
で
課
題
と
し
た
い
外
部
知
覚
に
お
け
る
事
物
認
識

に
働
く
注
意
に
つ
い
て
は
、
『
論
研
』
で
は
十
分
に
展
開
し
て
い
な
い
(
知

覚
自
身
は
主
題
と
し
て
論
議
さ
れ
て
い
る
が
)
。

こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
『
論
研
』
刊
行
後
行
わ
れ
た
講
義
(
『
知
覚

と
注
意
』
と
い
う
講
義
録
)
に
そ
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
フ

ッ
サ

i
ル
は
知
党
に
お
い
て
、
注
意
を
、
「
思
念
(
す
る
こ
と
)
」

(
云
立
ロ
5
p
ζ
2
5
コ
)
と
し
て
の
注
意
と
、
「
関
心
」
(
円
三

2
gお
)

と
し
て
の
注
意
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
述
し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
し
た
が

っ
て
考
察
を
試
み
る
。

た
だ
し
、
思
念
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
や
、
『
論
併
』
と
は
力
点
が
異
な
る
こ
と
、
あ
く
ま
で
も
注

意
が
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
の
遂
行
状
態
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
思
念
と

フ
ッ
サ

i
ル
の
注
意
概
念
の
概
略
や
枠
組
み
が



言
つ
で
も
そ
の
思
念
に
お
け
る
様
態
と
し
て
注
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
初
に
サ
イ
コ
ロ
を
事
例
と
し
て
事
物
知
覚
を
考
察
し
て
み
よ
う

(
Z・何
M
M
ぐ
口
H

N
小
門
)
。

自
の
前
に
完
全
に
静
止
し
て
い
る
サ
イ
コ
ロ
を
見
て
い
る
と
す
る
。

し
か
し
実
際
に
自
に
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
(
立
方
体
と

し
て
の
)
サ
イ
コ
ロ
の
そ
の
前
回
に
し
か
す
ぎ
ず
、
そ
の
裏
面
に
つ
い

て
は
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
見
ら
れ
た
前
面
を
通

し
て
サ
イ
コ
ロ
を
見
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
意
識
に
与
え
ら
れ
体
験
さ

れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
前
面
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
実
は
そ
れ
も
意
識
に

お
い
て
体
験
さ
れ
て
い
る
感
覚
内
容
(
色
彩
体
験
)
を
介
し
て
、
当
の

色
彩
体
験
を
サ
イ
コ
ロ
の
前
田
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
象
を
逆
に
感
覚
か
ら
み
て
み
る
と
、
多
様
な
感
覚
は
統
握

(〉
c
p
ω
ω
C
コ
間
)
さ
れ
て
、
あ
る
対
象
の
契
機
と
な
る
。
知
覚
に
よ
っ
て
、

体
験
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
が
単
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を

超
え
て
対
象
の
内
容
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
統
握
に
つ
い
て
は
、
こ
の

感
覚
を
対
象
と
化
し
生
化
す
る
(
寸

2
2一
g)
と
い
う
統
握
性
格

(〉
c
F
ω
ω
「

5
m
R
E
Z一
内
定
円
)
と
、
そ
の
統
接
さ
れ
た
意
味
内
容
と
し

て
の
統
握
意
味
(
〉
三
が
あ
ω
g
m
g
E
D
)
の
二
契
機
に
区
分
さ
れ
る
。

こ
れ
は
先
に
述
べ
た
『
論
研
』
の
統
握
形
式
と
統
握
質
料
に
対
応
し
て

い
る
と
見
な
せ
る
。

知
覚
は
、
物
の
側
面
に
つ
い
て
実
際
に
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
隠

れ
た
り
し
な
が
ら
も
、
同
一
の
事
物
と
し
て
見
ら
れ
絞
け
て
い
る
。
こ

の
見
え
隠
れ
と
い
う
点
で
、
見
え
て
い
る
側
面
は
、
本
来
的
に
現
出
し

て
い
る
が
、
見
え
て
い
な
い
側
面
も
、
見
え
て
い
な
い
と
い
う
仕
方
で
、

一
定
程
度
規
定
さ
れ
て
お
り
、
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
え
て
い

な
い
側
面
に
つ
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
感
覚
と
し
て
は
直
哉
現
前
し
て
い

な
い
。
し
か
し
感
覚
さ
れ
た
内
容
が
、
一
方
で
は
前
面
と
し
て
現
前
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
隠
れ
た
側
面
を
隣
接
(
穴
g
t
m
c一
尽
門
)
関

係
に
お
い
て
、
い
わ
ば
記
号
と
し
て
示
し
て
い
る
(
Z
-
M
同
同
〈
出
目

ω
印)。

フ
ッ
サ

i
ル
は
知
覚
に
お
い
て
、
こ
の
統
握
に
か
か
わ
る
概
念
と
し

て
、
思
念
、
お
よ
び
「
性
質
」

(
C
S一
一
汁
常
)
を
規
定
し
て
い
る
。

性
一
質
は
信
念
性
格
の
こ
と
で
、
対
象
の
存
在
が
確
実
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
疑
わ
し
い
の
か
等
々
、
存
在
に
対
す
る
信
念
で
区
分
さ
れ
る
。

そ
れ
は
対
象
の
側
か
ら
す
る
な
ら
、
存
在
性
格
に
対
応
す
る

2

M
M
M
〈
口
日
同
一
戸
)
{
印
)
。

思
念
は
、
そ
れ
自
身
は
多
義
的
に
使
わ
れ
る
概
念
で
、
も
っ
と
も
広

義
に
解
さ
れ
る
と
、
あ
る
対
象
を
思
念
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を

志
向
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
志
向
性
と
同
義
に
な
る
場

合
も
あ
る
(
戸
以
河
内
〈
日
寸
ω)
。
た
だ
し
『
知
覚
と
注
意
』
で
論
述
さ

れ
る
の
は
、
特
別
な
思
念
と
し
て
の
注
意
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
課

題
と
し
て
い
る
(
た
だ
し
、
思
念
作
用
が
そ
の
ま
ま
注
意
作
用
で
あ
る

と
す
る
点
は
、
保
留
と
す
べ
き
だ
ろ
う
)
。

知
覚
に
お
い
て
は
、
思
念
す
る
こ
と
は
、
統
握
作
用
よ
り
も
よ
り
高

初期jフッサールにおける注意の問題21 



次
で
あ
り
、
統
握
を
前
提
と
し
て
思
念
が
形
成
さ
れ
、
統
濯
な
し
に
は

思
念
な
し
と
い
わ
れ
る
(
出
・
M

ハ
リ
ハ
円
三
口
∞
日
)
。

そ
し
て
思
念
作
用
が
初
め
て
統
握
作
用
に
自
立
性
の
性
格
を
与
え
る
。

す
な
わ
ち
注
意
を
通
し
て
初
め
て
我
々
に
あ
る
対
象
が
自
立
し
て
(
苫
門

巴
与
)
そ
こ
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
(
戸
×
凶
同
〈
呂
己
小
)
。

知
覚
対
象
に
つ
い
て
は
、
統
握
は
対
象
の
意
味
規
定
と
し
て
そ
の
一

般
的
な
統
一
性
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
注
意
と
し
て
の

思
念
が
あ
っ
て
初
め
て
、
対
象
物
の
そ
の
対
象
物
と
し
て
の
独
立
し
た

認
識
が
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。
思
念
は
「
同
一
性
の
統
こ
の
も
と

で
一
致
し
、
思
念
の
充
実
(
つ
ま
り
対
象
が
そ
れ
だ
け
で
自
立
し
て
い

る
こ
と
の
認
識
)
は
、
自
一
I
L
所
与
性
の
意
識
の
某
一
に
伏
在
し
て
い
る

(
同
-
M
U
ハ
阿
〈
ロ
-

M

M

5

0

統
握
の
領
域
は
、
特
別
な
思
念
で
あ
る
注
意
の
領
域
を
超
え
て
到
達

す
る
(
Z
-
H
M
M
〈
口
日
目
N

H

)

。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
対
象
に
つ
い
て
は

未
規
定
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
あ
る
類
型
性
を
示
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
思
念
は
そ
れ
に
加
え
て
、
境
界
付
け
す
る
働
き
を
担
っ
て

お
り
、
際
立
た
せ
、
規
定
し
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
の
自
立
性

が
成
り
立
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
統
握
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
変
わ
ら
な
い
ま
ま
で
、
忠
念
は
変
様
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
、

焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
認
識
も
変
様
す
る
こ
と
と

な
る
。
た
と
え
ば
、
見
ら
れ
た
サ
イ
コ
ロ
に
つ
い
て
、
注
意
を
巡
ら
し

た
り
し
て
よ
り
詳
細
な
規
定
が
な
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
思
念
と
し
て
の
注
意
は
、
知
覚
の
明
断
判
明

性
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
(
出
・
M
M
凶
〈
ロ
コ
当
)
。

ま
た
思
念
の
特
徴
と
し
て
は
、
強
さ
・
強
度
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ

る
(
町
内
同
同
一
円
三
口
己
∞
)
。
対
象
に
義
自
し
、
一
配
意
す
る
と
き
に
、
そ

れ
に
対
す
る
集
中
度
が
関
与
す
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ

i
ル
に
よ
れ
ば
、

こ
の
集
中
皮
に
関
与
す
る
の
は
、
関
心
(
と
し
て
の
注
意
)
で
あ
り
、

思
念
は
そ
う
で
は
な
い
。
思
念
は
あ
く
ま
で
も
対
象
の
独
立
性
・
そ
れ

だ
け
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
関
わ
る
機
能
で
あ
る
。
そ
れ
と

と
も
に
思
念
は
、
欲
求
な
ど
の
感
情
の
基
礎
を
も
た
ず
無
縁
で
あ
る
こ

と
が
言
わ
れ
る
。

な
お
思
念
と
し
て
の
注
意
と
い
う
表
現
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
れ
は

誤
解
を
招
き
や
す
い
。
思
念
の
一
類
型
と
し
て
、
注
意
が
規
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
も
注
意
自
身
は
志
向
性
の
一

作
用
と
し
て
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
注
意
論
の
特
徴
と
し
て
は
、
知
覚
の
対
象
認
識
の
な
か
に
思

念
と
し
て
の
注
意
と
統
握
と
を
一
区
分
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
思
念
と

し
て
の
注
意
は
、
境
界
付
け
作
用
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
対

象
が
対
象
と
し
て
そ
れ
自
身
と
し
て
、
対
象
認
識
が
成
立
す
る
。
す
な

わ
ち
こ
れ
は
、
統
握
の
み
の
場
合
は
、
類
型
的
な
把
握
が
な
さ
れ
意
味

的
な
規
定
が
成
立
し
て
い
て
も
、
な
お
対
象
と
し
て
認
識
が
成
立
し
て

い
な
い
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
統
握
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
注
意
が
さ

れ
て
い
な
い
状
況
も
状
況
と
し
て
十
分
に
あ
り
得
る
わ
け
で
、
そ
の
際

22 



に
は
「
見
え
ど
も
見
え
ず
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
す
で
に
本
稿
第
二
章
で
も
示
唆
し
た
が
、
こ
の
解
釈
は
、
ま
た

注
意
に
つ
い
て
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
説
に
対
し
て
限
界
を
一
不
す
こ
と
に

な
ろ
う
。
注
意
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
説
は
、
あ
る
種
の
比
倫
で
あ
り
フ

ッ
サ

i
ル
も
そ
う
し
た
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
対
象

に
注
意
を
向
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
が
よ
り
明
碓
に
認
識
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ

l
ル

の
知
覚
に
お
け
る
思
念
と
統
握
機
能
の
区
分
の
分
析
に
よ
り
、
思
念
と

し
て
の
注
意
は
、
実
は
対
象
そ
の
も
の
が
注
意
に
よ
っ
て
初
め
て
認
識

さ
れ
規
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
対
象
認
識
そ
の
も
の
の
成
立

の
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
思
念
と

し
て
の
注
意
が
な
さ
れ
る
前
に
は
、
対
象
は
対
象
と
し
て
規
定
は
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
四
章

『
知
覚
と
注
意
』

i
i
l関
心
と
し
て
の
注
意

思
念
の
他
に
さ
ら
に

注
意
に
関
す
る
機
能
と
し
て
フ
ッ
サ

i
ル
は
、

関
心
を
挙
げ
て
い
る
。

フ
ッ
サ
!
ル
の
記
述
し
た
事
象
で
あ
る
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
書
庖
に
い

っ
た
事
例
を
も
と
に
し
て
考
察
を
進
め
よ
う
(
出
・
河
内
凶
〈
口
M

M

M

印)。

そ
こ
に
は
き
ら
び
や
か
な
書
籍
が
益
ん
で
い
て
、
楽
し
い
気
持
ち
を
い

だ
か
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
一
般
的
な
欲
望
(
出
認
め
可

2
)
を
も

つ
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
あ
る
本
を
手
に
と
る
と
、

定
の
規
定
さ
れ
た
欲
望
関
心
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

の
一
般
的
な
欲
望
関
心
は
消
失
す
る
こ
と
な
く
、

る。

そ
こ
に
あ
る
特

そ
の
場
合
、
最
初

そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ

こ
の
事
象
か
ら
注
意
と
し
て
の
関
心
を
導
き
出
す
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
関
心
は
、
欲
望
や
感
情
(
の
え
さ
一
)
等
と
産
結
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。ま

た
こ
こ
で
欲
望
関
心
が
ど
の
方
向
に
向
く
か
に
よ
っ
て
、
前
景
と

背
景
の
区
分
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
知
覚
に
お
い
て
推
移
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

あ
る
対
象
に
対
し
て
、
関
心
を
向
け
そ
し
て
そ
れ
を
認
議
す
る
と
い

う
な
か
に
は
、
「
志
向
l

充
実
」
と
い
う
枠
が
成
立
し
て
い
る
が
、
充

実
さ
れ
て
い
な
い
願
望
は
あ
る
種
緊
張

(ω

ヨ
E
5
m
)
が
あ
り
、
そ

れ
に
対
し
て
充
実
し
た
場
合
に
は
、
弛
緩
(
戸
含

gm)、
充
足
が
や
っ

て
く
る
。
こ
こ
に
は
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
が
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
リ
ズ

ム
か
ら
受
け
取
る
感
情
が
、
関
心
に
つ
い
て
の
本
来
的
原
動
力
と
源
泉

と
な
っ
て
い
る

(
Z・M
M

ハ
同
〈
ロ

-
5
3
0
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
こ
こ
で
は

感
情
に
よ
っ
て
対
象
認
識
ま
で
が
い
か
に
導
か
れ
る
か
と
い
う
い
わ
ゆ

る
受
動
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
論
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
す
で
に
認

識
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
感
情
を
抱
く
と
い
う
能
動
的
な

次
一
一
ん
で
論
じ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
関
心
は
「
気
付
き
の
作
用
を

促
す
力
」
(
戸
円
以
一
円
〈
日

5
∞
)
と
も
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
関
心

初期フッサールにおける注意の問題23 



を
持
た
れ
、
注
意
を
引
き
つ
け
、
関
心
が
あ
る
方
向
性
を
方
向
付
け
て

焦
点
を
当
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
結
果
と
し
て
気
付
き
を
生
み
出
し
て
い

く
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
関
心
と
し
て
の
注
意
は
、
こ
う
し
た
焦
点
化
に
と
ど
ま
る

わ
け
で
は
な
い
。

先
述
の
事
象
で
述
べ
た
よ
う
に
、
た
だ
関
心
が
、
あ
る
対
象
に
向
い

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
以
前
も
た
れ
て
い
た
関
心
が

い
わ
ば
継
続
し
、
そ
の
ま
ま
一
定
の
傾
向
と
し
て
残
り
続
け
る
。
そ
し

て
我
々
が
い
わ
ば
、
関
心
を
別
の
方
向
に
切
り
柊
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
も
、
こ
の
背
景
化
し
た
関
心
に
よ
る
。

関
心
自
身
は
、
心
情
の
作
用
(
の
め
日
〔

E
一
巳
)
に
基
づ
き
、
そ
の
充

実
は
あ
る
種
の
満
足
感
に
よ
る
。
つ
ま
り
関
心
を
持
っ
た
も
の
が
実
際

に
知
覚
さ
れ
認
識
さ
れ
る
と
そ
こ
に
満
定
感
が
生
じ
、
そ
こ
に
は
、
一

定
の
強
度
が
あ
る
こ
と
が
維
認
さ
れ
る
。
よ
り
強
い
関
心
と
関
心
を
も

っ
た
客
体
に
対
す
る
さ
ら
な
る
集
中
が
生
じ
た
り
、
逆
に
充
足
と
と
も

に
関
心
が
薄
ら
い
だ
り
、
あ
る
い
は
べ
つ
の
事
象
に
関
心
が
移
っ
た
り

す
る
。と

こ
ろ
が
、
先
に
述
べ
た
思
念
に
お
い
て
は
、
そ
の
充
実
に
お
い
て

強
度
を
も
た
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
関
心
は
こ
の
強
度
を
も
つ
こ
と

が
思
念
と
の
大
き
な
差
異
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
集
中
力
が
関
心
に
か

か
わ
り
、
思
念
に
つ
い
て
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

ま
た
関
心
は
な
る
ほ
ど
認
識
へ
の
欲
求
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
が
、

知
覚
・
認
識
に
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
知
覚
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
対
象
の
自
己
所
与
性
を
呈
示
し
、
充
実
を
導
く
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち

対
象
認
識
の
成
立
で
あ
り
、
そ
の
自
立
性
の
保
定
に
関
与
す
る
思
念
は
、

認
識
の
妥
当
性
に
直
結
す
る
(
明
断
判
明
)
。
し
か
し
関
心
の
ほ
う
は
、

あ
く
ま
で
も
認
識
を
促
し
呼
び
覚
ま
す
力
で
あ
る
の
で
、
知
覚
自
身
に

は
関
与
し
な
い
。

た
だ
関
心
は
、
快

(T5門
)
と
同
根
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
な
る

ほ
ど
快
が
い
わ
ば
関
心
に
働
き
か
け
、
ま
た
そ
の
持
続
性
を
訴
え
る
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
快
そ
の
も
の
に
は
、
注
意
の
関
心
と
常
に
結
び
つ

け
る
も
の
で
は
な
い
。
関
心
と
関
わ
り
な
く
快
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
、

ま
た
快
を
伴
わ
な
い
関
心
に
よ
り
認
識
が
促
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

そ
れ
ゆ
え
両
者
の
関
係
に
必
然
性
が
あ
る
と
い
え
な
い
。

最
後
に
、
注
意
と
し
て
の
思
念
と
、
関
心
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
ょ

、つノ。
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関
心
は
認
識
に
お
け
る
「
気
付
く
こ
と
を
促
す
力
」
(
戸
凶
M
M
〈

E

5
∞
)
と
規
定
さ
れ
た
。
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
思
念
さ
れ
た
こ
と
と
気
付

か
れ
た
こ
と
と
を
同
一
視
し
て
い
る
(
戸
以
阿
同
〈
口
日
戸
寸
)
の
で
、
な

ん
ら
か
の
関
心
に
よ
っ
て
知
覚
に
お
い
て
対
象
認
識
が
促
さ
れ
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
実
際
に
認
識
が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
気
付
き
が
成
り

立
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
対
象
に
気
付
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
対
象
が
思
念
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
気
付
き
の
成
立
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
認
識
の
原
動
力
と
し
て
の
関
心
と
そ
の
成
果



と
し
て
の
気
付
か
れ
た
対
象
認
識
に
、

い
る
こ
と
と
確
認
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
方
向
に
お
い
て

は
思
念
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
も
そ
も
対
象
認
識
が
成
立
し
え
な
い

と
忠
わ
れ
、
た
だ
習
慣
性
の
な
か
で
一
定
の
類
型
性
が
保
持
さ
れ
て
い

る
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
解
釈
は
従
来
の
表
象
理
論
を
批
判

し
、
さ
ら
に
た
と
え
ば
変
化
盲
の
よ
う
な
事
象
が
成
り
立
ち
う
る
こ
と

を
示
す
も
の
と
な
る
。

関
心
と
思
念
が
常
に
関
わ
っ
て

我
々
は
、
初
期
ブ
ッ
サ

i
ル
の
著
作
と
講
義
録
を
資
料
に
し
て
、
彼

の
注
意
に
関
す
る
考
察
を
辿
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
注
意
は
志
向
性
の
よ
う
に
方
向
付
け
を
も
つ
が
、

し
か
し
志
向
性
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
際
立
た
せ
と
い
う
機
能
で

あ
り
、
知
覚
を
含
め
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
の
様
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
際
立
た
せ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
抽
象
作
用

と
も
異
な
っ
て
い
た
。

た
だ
注
意
す
る
と
い
う
一
般
的
な
表
現
か
ら
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
際
立
た
せ
る
と
い
う
機
能
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
注
意
の
機
能
に
よ
っ
て
初
め
て
、

認
識
さ
れ
る
べ
き
対
象
が
対
象
と
し
て
境
界
づ
け
ら
れ
自
立
的
に
規
定

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
注
意
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
自
立

性
を
も
た
な
い
ま
ま
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
は
注
意
さ
れ
る
前
か
ら
対
象
は
規
定
さ
れ
、
そ
れ
が
注
意
に
よ

っ
て
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
と
い
う
一
般
通
念
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の

で
あ
る
。
注
意
を
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
臨
え
る
北
総
も
、
意
識
(
眼
差

し
)
を
そ
ち
ら
に
向
け
れ
ば
、
注
意
が
働
い
て
い
る
と
見
な
す
な
ら
ば
、

そ
れ
だ
け
で
は
事
物
の
認
識
は
成
立
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
は
誤
解

を
招
く
こ
と
に
な
る
(
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
不
注
意
で
あ
る

と
み
な
し
、
そ
こ
に
責
任
の
所
在
を
認
め
る
こ
と
は
早
計
と
な
ろ
う
)
。

そ
し
て
こ
う
し
た
注
意
説
は
、
冒
頭
で
記
述
し
た
変
化
古
か
ら
導
か
れ

る
新
た
な
知
覚
説
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
の
新
た
な
知
覚
説
は
、
フ
ッ
サ

i
ル
後
期
の
、
関
心
を
触
発
す
る

ヒ
ユ
レ

i
の
受
動
的
総
合
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
に
寄
与
す
る
身
体
の

キ
ネ
ス
テ

i
ゼ
の
機
能
か
ら
探
究
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た

稿
を
改
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

初期フッサールにおける注意の問題

+土2=ロ
フ
ッ
サ

i
ル
全
集
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
は
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
は
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
、
本
文
中
に
割
注
で
一
不
す
。
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変
化
富
の
例
と
し
て
は
、
シ
モ
ン
ズ
&
レ
ヴ
ィ
ン
の
行
っ
た
、
道
を
尋
ね
る

人
が
途
中
で
入
れ
替
わ
る
が
尋
ね
ら
れ
た
人
は
気
付
か
な
い
と
い
う
実
験

が
知
ら
れ
る
。

一】円円{)印-¥¥〈ご出。
o
n
c
一口¥∞
{
O
ω
C
N
N
ム

不
注
意
吉
の
事
例
と
し
て
、
シ
モ
ン
ズ
&
チ
ャ
ブ
リ
ス
「
見
え
な
い
ゴ
リ

ラ
」
の
実
験
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
験
者
が
あ
る
諜
題
を
与
え
ら
れ
て
映
像

を
見
る
が
、
途
中
で
そ
の
画
保
に
ゴ
リ
ラ
が
登
場
す
る
も
の
の
被
験
者
の
約

半
数
は
そ
の
ゴ
リ
ラ
に
ま
っ
た
く
気
が
付
か
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一二円円)印・¥¥を宅をいよ)にけに一)め・の
0
5
¥
J
Z
-
R
y
t
〈
H
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C
N
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¥
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〈
C

こ
こ
で
は
パ

i
ク
レ
!
と
と
ユ

i
ム
に
関
す
る
フ

y
サ

i
ル
の
批
判
を
と

り
あ
げ
る
。

パ
i
ク
レ
ー
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
紙
に
舎
か
れ
た
あ
る
三
角
形
か

ら
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
事
例
を
考
え

て
み
よ
う
。
フ
ッ
サ

i
ル
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ク
レ
ー
は
、
そ
の
証
明
は
そ
の

特
殊
性
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
抽
象
が
は
た
ら
い
て
、
任
意
の

三
角
形
に
つ
い
て
そ
の
説
明
が
成
立
す
る
と
す
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ

i
ル

は
、
パ

i
ク
レ
ー
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
拙
か
れ
た
倒
別
の
物
即
一
的
三
角

3 

形
か
ら
や
は
り
儲
別
の
三
角
形
の
こ
と
が
導
か
れ
る
だ
け
で
、
そ
も
そ
も
普

通
的
な
幾
何
学
的
命
題
は
適
用
で
き
な
い
と
し
、
「
抽
象
の
基
盤
と
抽
象
さ

れ
た
も
の
と
を
混
同
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
(
民
凶
只
¥
{
5
2・)

0

ヒ
ュ

i
ム
に
関
し
て
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
彼
は
パ

i
ク
レ
ー
に
依
存
し
、
そ

の
説
を
さ
ら
に
心
理
学
的
に
深
め
よ
う
と
試
み
た
、
と
解
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
た
と
え
ば
、
個
別
観
念
が
い
か
に
し
て
代
表
機
能
を
果
た
す
か
、
と
い

っ
た
諜
題
で
あ
る
。
ヒ
ュ

i
ム
は
そ
れ
に
つ
い
て
習
慣
に
そ
の
根
拠
を
求
め

る
が
、
し
か
し
フ
ッ
サ

i
ル
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
性
は
導
か
れ
る
こ
と

は
な
い
と
し
て
い
る
(
戸
沢
円
円
¥
{
S
O
R
-
-

認
知
科
学
の
知
見
に
よ
る
も
の
だ
が
、
対
象
と
そ
の
網
膜
像
と
の
対
応
関
係

は
、
一
対
一
の
対
応
で
は
な
く
、
一
対
多
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
自
に
映
る
多
様
な
梢
股
像
か
ら
推
定
さ
れ
る
対
象
そ
の
も
の
は
そ
の
網

膜
像
だ
け
で
は
一
義
的
に
は
定
ま
ら
ず
、
二
一
応
の
拘
束
条
件
が
必
要
と
な

り
、
ま
た
'
網
膜
像
か
ら
の
飛
躍
と
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
フ
ッ
サ

i
ル
の
議

題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
こ
う
し
た
課
題
を
辿
る
こ
と
に
あ
る
。

神
的
繁
「
プ
ラ
ト
ン
と
反
遠
近
法
」
新
昭
社
、
一
九
九
九
年
、
二
二
真
。

ピ
ン
カ

i
「
心
の
仕
組
み
」
上
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二

O
一
一
二
年
、

一一二一百(。

ベ
グ

i
は
、
注
意
の
方
向
性
か
ら
、
そ
れ
を
、
対
象
そ
の
も
の
、
そ
の
問
問

の
対
象
、
さ
ら
に
背
民
の
三
種
類
に
区
分
し
て
い
る
。
た
だ
、
日
以
後
の
背
呆

に
の
み
、
注
意
の
眼
差
し
の
問
題
が
発
生
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
一
事
象

と
し
て
は
明
雄
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
の
、
実
は
対
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て

も
注
意
に
お
い
て
関
わ
り
合
う
問
題
で
、
フ
ッ
サ

i
ル
は
そ
れ
を
注
意
と
統

爆
の
問
題
と
し
て
区
分
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
注
意
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
と
い
う
比
輸
に
つ
い
て
は
、
注
意
が
、
知

党
ば
か
り
で
な
く
想
像
、
記
憶
等
々
に
関
係
し
て
い
る
た
め
に
不
十
分
と
し

て
い
る
が
、
本
一
制
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
比
織
は
対
象
の
知
党
に
お
い
て
も

誤
解
を
引
き
や
す
い
と
い
え
る
。
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