
へ
－
ゲ
ル
の
フ
ラ

反
省
概
念
に
つ
い

ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

　
本
論
考
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
反
省
概
念
の
原
理
的
お
よ
び
発
展
史

的
理
解
に
向
げ
て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
期
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な

意
味
内
容
で
へ
ー
ゲ
ル
が
反
省
と
い
う
概
念
を
捉
え
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題

を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
へ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
期
に
続
く
イ
ェ
ー
ナ
時
代
以
降
、

つ
ま
り
哲
学
者
と
し
て
自
認
し
、
他
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、

哲
学
の
間
題
を
主
要
な
思
索
対
象
と
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
「
反
省
」
黒
茅
改
9

と
「
思
弁
」
ω
需
ぎ
一
ま
g
と
い
う
対
概
念
を
哲
学
思
惟
の
最
も
基
本
的
な
機

能
、
原
理
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
反
省
－
思
弁
関
係
は
、
「
悟
性
」
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
理
性
」
の
対
概
念
に
置
換
さ
れ
う
る
。
両
関
係
と
も
後
者
が
前
者
に
対
し
て

よ
り
高
次
の
原
理
、
能
力
で
あ
り
、
反
省
、
悟
性
は
そ
れ
ぞ
れ
思
弁
、
理
性
に

対
し
て
共
に
否
定
的
、
消
極
的
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
反
省
が
規
定
、
限

定
す
る
作
用
で
あ
り
、
そ
の
点
で
反
省
は
本
来
有
限
な
思
惟
機
能
で
あ
り
、
反

省
の
所
産
が
対
立
、
分
裂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
思
弁
は
絶
対
的
同
一
と
し
て

の
真
の
無
隈
を
捉
え
る
働
き
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
有
隈
な
思
惟
能

力
だ
け
で
は
な
く
て
、
人
問
存
在
、
あ
る
い
は
杜
会
的
状
況
の
分
裂
状
態
も

澤
　
味

進

「
反
省
的
」
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
分
裂

状
態
を
解
消
し
、
統
一
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
、
彼
の
青
年
期
か
ら
の
思
索
の

根
本
的
動
因
で
あ
る
か
ら
、
分
裂
を
き
た
す
反
省
は
、
論
理
的
に
も
実
在
的
に

も
思
弁
に
と
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
反
省
は
非
本

来
的
な
哲
学
態
度
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
最
初
の
哲
学
的
著

作
で
あ
る
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ソ
グ
の
哲
学
体
系
の
養
異
』
や
「
信
と
知
」

論
文
に
お
い
て
、
反
省
が
「
絶
対
的
な
分
離
」
（
∪
薫
J
雰
）
と
し
て
、
あ
る

い
は
「
有
隈
者
の
能
力
と
」
て
L
（
O
毒
二
崖
）
規
定
さ
れ
、
「
部
分
を
自
体
と

し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
に
到
達
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
」

（
9
・
冒
オ
ニ
ω
o
。
ω
）
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
端
的
に

理
解
さ
れ
う
る
。

　
こ
の
反
省
概
念
の
規
定
が
成
立
し
て
き
た
源
泉
に
考
察
の
眼
を
向
げ
、
何
故
、

反
省
が
「
分
離
」
と
呼
ぼ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
い
か

な
る
位
置
を
占
め
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
で
へ

ー
ゲ
ル
が
理
解
L
て
い
る
反
省
概
念
の
諸
相
を
明
ら
か
に
L
よ
う
と
す
る
の
が

こ
こ
で
の
意
図
で
あ
る
。
そ
の
際
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
期
の
へ
ー
ゲ
ル
に
、
実
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際
に
行
な
わ
れ
た
思
想
交
流
に
よ
っ
て
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ

　
（
3
）

て
い
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
や
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル
の
思
想
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
後
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
規
定
す
る
反
省
概
念
と

の
共
通
性
が
彼
ら
に
認
め
ら
れ
、
か
つ
時
期
的
に
は
彼
ら
の
反
省
理
解
が
へ
ー

ゲ
ル
の
そ
れ
に
先
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ

お
よ
び
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル
の
思
想
内
容
が
、
そ
れ
ま
で
の
カ
ソ
ト
的
二
元
論
を
脱

却
し
全
体
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
統
一
志
向
に
対
し

て
、
そ
れ
の
一
契
機
と
な
っ
て
い
る
、
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
叙
述
は
、
ヘ
ル
ダ
i
リ
ー
ソ
と
ジ
ン
ク
レ
ー
ル
の
考
え
を
ま
ず
確
認

し
、
そ
れ
に
統
い
て
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
反
省
概
念
を
跡
づ
け
て
行
く
。

　
一
七
九
七
年
に
へ
ー
ゲ
ル
は
、
ベ
ル
ソ
の
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
家
を
去
り
、
フ
ラ

ソ
ク
フ
ル
ト
の
ゴ
ー
ゲ
ル
家
に
家
庭
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
。
そ
こ
で
再
会
し

た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
が
い
か
な
る
思
想
を
抱
い
て
い
た
か
は
、
後
に
「
判
断
と

（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

存
在
」
と
題
さ
れ
、
一
七
九
五
年
の
四
月
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
断
片
に

お
い
て
窺
い
知
る
一
」
と
が
で
き
る
。
そ
の
断
片
に
お
け
る
中
心
的
な
内
容
は
、

「
判
断
し
（
q
暑
e
と
「
存
在
」
（
ω
①
ε
　
と
を
そ
れ
ぞ
れ
「
分
離
」
（
岸
9
－

冒
轟
）
と
「
結
合
」
（
く
①
邑
邑
昌
σ
q
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
断
と
は
「
根

源
的
な
分
離
」
で
あ
り
、
そ
の
分
離
に
よ
っ
て
「
客
観
と
主
観
が
初
め
て
可
能

に
な
る
」
（
ω
毒
．
署
一
昌
①
）
。
そ
の
客
観
と
主
観
と
は
判
断
に
よ
っ
て
分
離
さ

れ
る
以
前
に
は
「
知
的
直
観
の
う
ち
で
極
め
て
密
接
に
統
合
さ
れ
て
い
る
」
も

の
で
あ
る
か
ら
、
判
断
は
「
源
i
分
割
」
（
¢
↑
宗
ご
旨
σ
q
）
と
言
わ
れ
る
（
⑦
臣
・
）
。

こ
れ
に
対
し
て
存
在
は
「
主
観
と
客
観
の
結
合
を
表
現
し
」
、
そ
の
存
在
に
お

い
て
は
「
主
観
と
客
観
と
が
端
的
に
、
つ
ま
り
単
に
部
分
的
に
合
一
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
分
割
も
行
わ
れ
得
る
こ
と
の
な
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

う
に
合
一
さ
れ
て
い
る
」
（
①
圧
．
）
。
こ
の
「
主
観
と
客
観
の
根
源
的
統
一
」
と

し
て
の
存
在
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
「
我
は
我
で
あ
る
」
と
い
う
自
已
意
識
に
基

づ
く
「
同
一
性
」
（
崖
§
津
芦
ω
奉
・
冒
L
ミ
）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
「
我
は
我
で
あ
る
」
は
根
源
的
分
離
の
「
最
も
適
切
な
例
」
（
ω
艮
．
冒
一

胃
①
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
に
よ
れ
ぼ
、
意
識

の
同
一
性
に
お
い
て
は
主
観
と
し
て
の
自
我
と
客
観
と
し
て
の
自
我
と
が
端
的

に
合
一
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
逆
に
自
我
は
自
我
か
ら
の
自
我
の
こ
う

し
た
分
離
」
－
つ
ま
り
主
観
と
し
て
の
自
我
と
客
観
と
し
て
の
自
我
の
分
離

1
に
よ
っ
て
の
み
、
「
可
能
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
（
O
O
睾
・
向
メ
嘗
べ
）
。
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ー
ン
の
言
う
存
在
は
、
意
識
の
同
一
性
で
は
な
く
、
「
知
的
直
観
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
て
し
か
考
え
ら
れ
得
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
の
思
想
を
共
有
し
っ
つ
、
フ
ラ
ソ
ク

フ
ル
ト
で
へ
ー
ゲ
ル
と
交
流
し
た
の
が
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
の
残
し
た

　
　
　
　
（
8
）

「
哲
学
的
推
論
」
に
よ
る
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
が
分
離
と
し
て
把
握
す
る
判

断
が
「
反
省
」
に
相
応
す
る
。
す
な
わ
ち
ジ
ソ
ク
レ
i
ル
に
お
い
て
は
、
「
知

が
反
省
の
所
産
で
あ
る
隈
り
、
知
は
常
に
源
分
割
〔
判
断
作
用
〕
（
c
箒
肝
一
・

　
　
　
　
　
　
（
9
）

一
冒
σ
q
）
を
前
提
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
反
省
す
る
自
我
は
何
を
た
す
か
と
い
う
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

そ
れ
は
分
離
し
、
当
為
と
し
て
の
合
一
を
措
定
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
ジ
ソ

ク
レ
i
ル
の
反
省
理
解
は
、
当
面
の
問
題
で
あ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
反
省
理
解
と
の

関
係
に
お
い
て
、
文
書
と
し
て
残
さ
れ
た
形
で
の
、
分
離
、
措
定
と
し
て
の
反

省
の
術
語
化
、
と
い
う
意
味
で
注
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
反
省

を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
の
捉
え
る
存
在
－
判
断
連
関
の
判
断
の
項
に
、
す
な
わ

50



ち
統
一
と
分
離
と
の
原
理
的
関
係
の
分
離
の
側
に
、
置
く
と
い
う
こ
と
が
、
基

本
的
に
は
へ
ー
ゲ
ル
の
把
握
す
る
反
省
概
念
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
i
ソ
の
「
判
断
」
を
受
げ
て
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル
が
反

省
を
分
離
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
思
惟
に
対
す
る
自
然
の
優
位
性
を
と
る
ル
ソ

　
　
　
　
　
　
（
u
）

1
の
反
省
観
に
よ
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
質
的
に
は
、
反
省
を
哲
学

営
為
の
基
本
的
方
法
と
し
て
掲
げ
る
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
て
、
ー
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ー
ソ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
1
一
定
の
批
判
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
に
ょ

る
。
そ
こ
で
若
干
迂
遠
な
が
ら
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
反
省
」
を
一
瞥
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
反
省
と
分
離
と
の
内
的
な
関
連
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
フ
ィ
ヒ
テ
の
方
法
的
原
理
で
あ
る
反
省
の
意
味
内
容
は
、
一
七
九
四
年
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

版
さ
れ
た
『
知
識
学
の
概
念
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
哲
学
の
概
念
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
反
省
は
「
抽
象
〔
捨
象
〕
」
（
＞
げ
－

。
。
冨
ζ
川
g
）
と
相
即
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
論
理
学
と
知
識
学
と
の
相

関
関
係
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
「
論
理
学
は
内
容
か
ら
分
離
さ
れ
た
形
式
の

み
を
打
ち
立
て
る
」
（
勺
オ
。
戸
雪
）
学
で
あ
り
、
「
内
容
か
ら
形
式
の
み
を
自

由
に
分
離
す
る
こ
と
が
、
抽
象
と
呼
ぼ
れ
る
し
（
①
雷
・
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
い
か
な
る
命
題
も
内
容
お
よ
び
形
式
な
し
で
は
可
能
で
は
な
い
」
（
勺
考
・
戸

亀
）
の
で
、
形
式
の
み
の
論
理
学
は
内
容
を
持
た
ね
ぼ
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
と

な
る
の
が
「
知
識
学
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
容
か
ら
分
離
さ
れ
、
つ
ま
り
抽

象
さ
れ
た
形
式
が
再
び
内
容
と
な
る
活
動
が
反
省
で
あ
る
。
「
こ
の
白
由
の
第

二
の
活
動
〔
第
一
の
活
動
は
抽
象
－
引
用
者
に
よ
る
〕
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形

式
は
形
式
自
身
の
内
容
に
な
り
、
自
分
自
身
へ
帰
る
（
豊
邑
o
票
①
軍
聲
歓
ω
一
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
（
乃
）

邑
訂
｛
）
一
」
と
に
な
る
、
そ
う
し
た
活
動
が
反
省
と
呼
ぼ
れ
る
。
」
（
署
、
戸
竃
）

か
く
し
て
論
理
学
が
可
能
と
な
り
、
論
理
学
は
知
識
学
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら

れ
る
と
さ
れ
る
（
く
σ
q
ゲ
句
考
・
戸
雷
）
。
こ
の
よ
う
な
内
容
化
と
し
て
の
反
省
は
、

臭
体
的
に
は
意
識
に
の
ぽ
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
表
象
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
反
省
は
、
知
識
学
が
学
で
あ
る
隈
り
、
知
識
学
全
体
を

支
配
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
省
は
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

（
司
オ
。
H
一
〇
。
O
）
こ
の
意
識
化
、
表
象
活
動
と
し
て
の
反
省
に
よ
り
、
抽
象
的

論
理
形
式
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ぼ
、
一
般
論
理
学
の
同
一
律
で

あ
る
「
＞
“
＞
」
が
、
後
に
同
全
知
識
学
の
基
礎
』
に
お
い
て
も
定
式
化
さ
れ

る
よ
う
に
（
く
σ
q
一
・
勺
オ
」
b
・
。
）
、
「
我
は
我
で
あ
る
」
（
H
監
げ
序
㎞
序
）
（
署
、

H
・
竈
）
と
反
省
さ
れ
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
「
我
は
我
で
あ
る
」
と
い
う
同
一
性
は
、
そ

れ
が
表
象
作
用
と
し
て
の
反
省
に
よ
る
隈
り
、
既
に
見
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
の

見
解
の
よ
う
に
、
根
源
的
な
統
一
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
表
象
す
る
当
の
自

我
が
自
分
自
身
を
表
象
さ
れ
る
も
の
と
し
て
自
分
の
前
に
置
き
、
つ
ま
り
対
象

化
し
て
、
そ
の
後
自
身
と
同
一
化
さ
せ
る
と
い
う
過
程
を
踏
む
か
ら
で
あ
る
。

表
象
作
用
の
も
と
で
は
、
主
観
－
客
観
分
化
が
既
に
前
提
さ
れ
て
し
ま
い
、

い
か
な
る
同
一
性
に
対
し
て
も
分
離
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
は
「
我
は
我
で
あ
る
」
を
「
源
－
分
割
」
と
み
な
し
、
ジ

ソ
ク
レ
ー
ル
は
反
省
を
分
離
と
し
、
反
省
に
よ
っ
て
「
当
為
と
し
て
の
合
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
μ
）

が
「
要
求
さ
れ
る
」
に
と
ど
ま
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル

が
反
省
の
相
対
性
か
ら
脱
け
出
た
体
系
構
成
の
方
法
を
探
究
し
よ
う
と
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
も
「
あ
ら
ゆ
る
分
裂
」
た
も
の
の
大
い
た
る
統
合
L
を
追

求
し
て
い
く
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
反
省
で
は
彼
等
の
志
向
す
る
根
源
的
統

一
は
達
成
さ
れ
た
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
等
は
フ
ィ
ヒ
テ
的
反
省
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焔
）

し
て
一
定
の
距
離
を
と
る
の
で
あ
る
。
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以
上
で
見
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
と
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル
と
の
考
え
、
つ
ま
り
根
源

的
統
一
と
分
離
と
の
関
係
に
関
す
る
哲
学
的
思
想
内
容
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
反
省

が
は
ら
む
間
題
と
関
わ
り
な
が
ら
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
に
お
い
て
へ
ー
ゲ
ル
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

加
わ
っ
た
思
想
的
サ
ー
ク
ル
の
申
で
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
残
さ
れ
た
へ

ー
ゲ
ル
の
論
稿
群
に
よ
る
と
、
明
ら
か
に
へ
ー
ゲ
ル
は
根
源
的
統
一
原
理
を
模

索
し
、
分
離
、
対
立
を
克
服
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
行
程
の
中
で
へ
ー

ゲ
ル
が
呈
示
す
る
統
一
的
原
理
が
「
存
在
」
、
「
愛
」
、
「
生
」
で
あ
り
、
克
服
さ

れ
る
べ
き
分
離
が
「
反
省
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
存
在
は
主
観
と
客
観
と

の
綜
合
で
あ
り
」
（
弓
ξ
二
墨
・
。
）
、
対
立
す
る
も
の
の
二
致
は
生
で
あ
り
、

異
な
っ
た
も
の
の
関
係
と
し
て
愛
で
あ
り
、
存
在
で
あ
る
」
（
①
臣
■
）
と
さ
れ
、

こ
れ
に
対
し
て
反
省
に
関
し
て
は
「
生
を
分
離
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
↓
ξ
二

。
。
H
◎
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
生
を
分
離
す
る
反
省
は
、
生
が
統
合
の
原
理
で

あ
り
対
立
を
廃
棄
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
に
と
っ
て
は
否
定
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
こ
一
」
に
、
分
離
と
し
て
の
反
省
と
い
う
点
で
、
へ
ー
ゲ
ル
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ー
ン
、
ジ
ン
ク
レ
ー
ル
の
間
の
共
通
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
た
反
省
の
把
握
を
通
じ
て
へ
－
ゲ
ル
は
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト

期
以
前
に
お
い
て
思
想
的
に
依
拠
し
て
い
た
カ
ソ
ト
哲
学
を
、
そ
の
二
元
性
の

ゆ
え
に
反
省
的
と
捉
え
直
す
こ
と
に
も
な
る
。
か
く
し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
反
省
理

解
の
源
泉
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
ら
の
考
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
今
ま
で
の

外
形
的
な
追
跡
か
ら
推
定
で
き
よ
う
。
む
ろ
ん
へ
ー
ゲ
ル
の
反
省
理
解
は
、
彼

等
と
の
共
通
理
解
に
尽
き
る
わ
げ
で
は
な
く
、
へ
ー
ゲ
ル
に
固
有
の
仕
方
で
展

開
さ
れ
て
も
い
る
。
続
い
て
そ
う
し
た
へ
ー
ゲ
ル
自
身
の
反
省
理
解
を
追
っ
て

み
る
。

二

　
ま
ず
第
一
に
確
認
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
把
握
す

る
反
省
は
、
次
の
よ
う
た
歴
史
把
握
の
中
で
、
自
ら
の
位
置
を
占
め
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
未
展
開
の
合
一
か
ら
出
発
し
て
、
教
養
形

成
を
通
じ
て
、
完
成
さ
れ
た
合
一
へ
の
円
環
」
（
↓
ξ
．
一
ω
富
）
と
し
て
の
把
握

で
あ
る
。
こ
う
し
た
合
一
と
再
合
一
と
の
い
わ
ば
中
間
段
階
に
反
省
が
位
置
す

る
。　

「
未
展
開
の
合
一
に
は
、
分
離
の
可
能
性
〔
つ
ま
り
「
反
省
の
可
能
性
」

（
①
臣
．
＞
箏
冒
．
□
巴
）
で
あ
る
ー
引
用
老
に
よ
る
〕
と
世
界
と
が
対
立
し
て

い
た
。
展
開
の
過
程
で
反
省
は
次
第
に
多
く
の
対
立
を
産
出
L
、
そ
の
対
立
は

衝
動
の
満
足
の
な
か
で
合
一
さ
れ
る
の
だ
が
、
最
終
的
に
反
省
は
人
間
の
全
体

そ
の
も
の
を
人
間
に
対
立
さ
せ
た
。
そ
し
て
今
や
愛
が
反
省
を
完
全
な
無
客
観

性
に
お
い
て
廃
棄
し
、
対
立
し
た
も
の
か
ら
疎
遠
な
も
の
と
い
う
性
格
を
す
べ

て
奪
い
と
り
、
生
は
も
は
や
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
自
分
自
身
を
見
い
出
す
。
」

（
①
麸
．
）

　
こ
の
よ
う
に
、
へ
i
ゲ
ル
の
捉
え
る
反
省
は
、
統
一
に
対
す
る
分
離
の
側
に

立
つ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
静
止
的
に
で
は
な
く
動
的
に
、
し
か
も
逆
説
的
な
が

ら
或
る
存
在
理
由
が
与
え
ら
れ
た
形
で
、
そ
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
意
味
で
の
反
省
が
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
期
最
大
の
論
稿
で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

教
の
精
神
と
そ
の
運
命
」
に
お
け
る
「
運
命
」
に
相
当
す
る
。
と
い
う
の
も
運

命
と
は
生
の
分
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
愛
に
よ
っ
て
再
合
一
さ
れ
る
、
つ
ま
り

「
和
解
さ
れ
る
」
（
H
ξ
二
N
0
。
。
。
）
と
い
う
構
造
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
反
省
の
合
一
に
対
す
る
位
置
は
、
分
離
と
し
て
の
反
省
が
統
合
を
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前
提
す
る
、
と
い
う
一
」
と
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
に
確
定
さ
れ
る
。
分
離
し
、

対
立
を
産
み
出
す
反
省
は
、
決
し
て
自
身
を
単
独
で
存
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
自
ら
の
根
拠
と
L
て
統
合
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
対
立
し
た
諸
制

限
そ
の
も
の
は
存
立
し
得
な
い
。
そ
の
対
立
」
た
諸
制
隈
は
自
身
を
廃
棄
し
た

け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
制
隈
は
存
在
し
得
る
た
め
に
は
ひ
と
つ
の
統
合

を
前
提
す
る
。
」
（
↓
昌
二
鵠
N
｛
・
）
何
故
対
立
し
た
も
の
が
そ
れ
だ
げ
で
は
存

立
し
え
な
い
の
か
、
と
い
う
と
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
に
よ
る
。

つ
ま
り
、
反
省
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
対
立
し
合
っ
て
い
る
も

の
は
、
相
互
に
条
件
づ
け
、
条
件
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
・
：
…
規
定
す
る
も
の
は

規
定
さ
れ
る
も
の
た
し
に
は
存
在
し
得
ず
、
逆
も
同
様
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
無

条
件
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
自
身
の
実
在
の
根
を
自
己
の
内

に
そ
な
え
て
い
な
い
。
各
々
は
単
に
相
対
的
に
の
み
必
然
的
で
あ
る
。
一
方
は

他
方
に
と
っ
て
、
し
た
が
っ
て
己
れ
に
と
っ
て
も
、
疎
遠
な
力
に
よ
っ
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
↓
昌
J
害
o
。
）
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
こ
の
理
解
に

従
え
ぼ
、
対
立
し
て
い
る
二
項
の
う
ち
の
一
項
を
固
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

そ
れ
に
は
存
立
の
根
拠
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
面
的
な
固
定
は
自
分

自
身
の
存
立
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
反
省
の
自
已
自
身
を
否
定
す
る
一

面
性
」
（
H
昌
■
一
ω
轟
一
ま
竃
・
□
巴
）
と
一
一
一
賢
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
反

省
の
所
産
が
存
在
し
う
る
た
め
に
は
、
分
離
に
、
つ
ま
り
或
る
も
の
と
そ
れ
で

は
な
い
或
る
も
の
の
他
老
と
の
対
立
関
係
に
、
－
し
た
が
っ
て
制
隈
さ
れ
た

有
隈
老
に
1
よ
ら
な
い
統
合
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
統
合
は
、
今
見
た
存
在
根
拠
と
L
て
の
み
な
ら
ず
、
認
識
根
拠
と
し
て

も
前
提
さ
れ
る
。
「
抗
争
す
る
も
の
が
抗
争
す
る
も
の
と
」
て
認
識
さ
れ
る
の

は
、
既
に
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
統
合
は
そ
こ
で
比
較
が
生
じ
、
そ

こ
で
対
立
項
が
そ
の
も
の
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ

の
基
準
で
あ
る
。
」
（
H
ξ
二
ω
C
．
N
）
つ
ま
り
、
反
省
の
所
産
で
あ
る
対
立
項
が

そ
れ
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
の
は
、
相
互
に
対
立
す
る
両
項
が
関
係
づ
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
初
め
て
可
能
な
わ
げ
で
あ
り
、
そ
の
関
係
化
の
根
拠
が
統
合
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
反
省
は
、
存
在
根
拠
お
よ
び
認
識
根
拠
と
し
て
の
統
合
を
前
提
す

（
2
1
）

る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
未
展
開
の
合
一
」
が
反
省
に
先
立
ち
、
ま
た
「
完
成
さ
れ

た
合
一
」
に
お
い
て
反
省
は
再
統
合
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
反
省
に

よ
る
対
立
項
の
相
互
依
存
性
、
換
言
ず
れ
ぼ
各
項
の
単
独
で
の
存
立
の
不
可
能

性
と
、
統
合
の
前
提
性
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
へ
ー
ゲ
ル
に
固
有
の
歴
史
的

把
握
の
内
で
必
然
的
な
連
関
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
附
言
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、

反
省
は
哲
学
で
あ
り
、
統
合
は
宗
教
と
い
う
形
態
を
と
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
で
に
察
知
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
へ
－
ゲ
ル
の
捉
え
る
真
理
性
は
統
合
の

内
に
あ
り
、
反
省
は
非
真
理
で
あ
る
。
真
理
と
し
て
の
統
合
、
つ
ま
り
「
生
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「
存
在
」
は
「
反
省
の
外
に
あ
る
」
（
弓
ξ
二
置
C
。
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
「
哲
学
は
思
惟
で
あ
り
、
」
た
が
っ
て
一
方
で
は
非
思
惟
と
い
う
対
立
を
有

し
、
ま
た
他
方
で
は
思
惟
す
る
も
の
と
思
惟
さ
れ
た
も
の
と
の
対
立
を
有
す

る
」
（
⑦
臣
．
）
が
ゆ
え
に
、
哲
学
は
反
省
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
の
内
に
は
真
理

性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
思
惟
さ
れ
た
も
の
は
、
分
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
思
惟
す
る
こ
と
に
対
立
し
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
「
思
惟
可
能
性
か

ら
は
存
在
は
帰
結
し
な
い
」
の
で
あ
る
（
H
ξ
J
鵠
ω
）
。
こ
一
」
か
ら
、
反
省
で

あ
る
哲
学
は
、
有
隈
者
の
み
に
関
わ
り
、
「
哲
学
は
真
の
無
隈
者
を
自
己
の
領

域
外
に
措
定
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
（
↓
ξ
．
一
置
・
。
）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

L
て
「
真
の
無
限
者
」
へ
の
接
近
は
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
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（
2
4
）

そ
の
場
合
、
真
の
無
限
者
は
「
神
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
「
神
」
で
あ
り
、
そ

れ
の
成
立
す
る
場
が
「
愛
に
よ
る
宗
教
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
相
互
依
存
性
に

と
ら
わ
れ
る
反
省
的
思
惟
も
、
ア
ソ
チ
ノ
ミ
ー
と
い
う
形
で
統
合
へ
の
接
近
を

図
り
う
る
が
（
く
σ
q
ゲ
↓
ξ
二
鵠
戸
ω
お
）
、
ア
ソ
チ
ノ
ミ
ー
を
統
合
さ
れ
た
も

の
と
し
て
認
識
す
る
一
」
と
は
、
反
省
の
立
場
か
ら
は
矛
盾
で
L
か
な
い
。
つ
童

り
、
真
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
神
的
な
も
の
に
関
し
て
反
省
の
形
式
で
表
現
さ

れ
た
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
直
接
不
合
理
で
あ
り
、
－
：
－
神
的
な
も
の
は
悟
性
に

と
っ
て
矛
盾
」
（
H
ξ
二
ω
O
①
）
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
い
か
に
し
て
真
理
と
し

て
の
統
合
が
理
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
「
神
の
観
念
は
－
…
生
き
た
連
関

と
し
て
」
か
捉
え
ら
れ
な
い
結
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
関
係
づ
け
ら
れ
た
も
の

の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
単
に
神
秘
的
に
し
か
語
ら
れ
得
な
い
」
（
↓
昌
二
ω
O
O
。
）

　
　
　
（
2
5
）

の
で
あ
る
。
死
物
の
国
〔
「
宗
教
の
死
」
で
あ
る
「
悟
性
の
働
ぎ
」
（
く
σ
竈
ゴ

↓
ξ
J
。
。
置
）
と
し
て
の
反
省
の
立
場
　
　
引
用
者
に
よ
る
〕
で
矛
盾
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

も
の
は
、
生
の
国
で
は
そ
う
で
は
な
い
」
（
↓
己
二
ω
O
O
。
｛
。
）
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
哲
学
と
宗
教
と
の
関
係
に
は
、
統
合
の
絶
対
性
を
保
証
す
る
た
め
の
一
種

の
隔
絶
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
童
た
反
省
の
消
極
性
、
否
定
性

を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
ら
の
思
想
的
影
響
を
受
け
っ
っ
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル

ト
で
へ
ー
ゲ
ル
が
把
握
し
て
い
る
反
省
概
念
は
、
統
合
に
対
し
て
あ
く
童
で
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

極
的
な
意
味
を
所
有
L
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
へ
i
ゲ
ル
の
基
本
的
見
解
は
、

発
展
史
的
な
視
点
か
ら
言
え
ぼ
、
哲
学
を
彼
の
同
時
代
の
哲
学
と
隈
定
L
、
つ

ま
り
カ
ソ
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
ヤ
コ
ー
ビ
ら
の
哲
学
を
反
省
哲
学
と
規
定
す
る
こ

と
で
、
イ
ェ
ー
ナ
期
初
頭
に
展
開
さ
れ
て
い
る
反
省
概
念
に
保
た
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
真
理
と
し
て
の
宗
教
を
、
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
真
の
思

惟
の
顕
現
で
あ
る
哲
学
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
、
イ
ェ
ー
ナ
期
に
お
け
る
へ

ー
ゲ
ル
の
体
系
構
成
に
至
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）

注
「
反
省
」
忍
茅
改
昌
と
い
う
言
葉
の
原
義
と
、

哲
学
思
想
上
で
の

弘



意
味
の
変
遷
等
に
関
し
て
、
単
に
概
略
的
な
が
ら
も
一
定
の
確
認
を
行
な

う
な
ら
ぼ
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
言
葉
黒
市
一
婁
一
昌
は
十
六
世
紀
の
な
か
ぼ
に
フ
ラ
ソ
ス
か
ら
ド
イ

ツ
に
移
入
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
元
の
言
葉
は
ラ
テ
ソ
語
の
『
堅
①
辻
◎
に

求
め
ら
れ
る
（
く
σ
q
－
、
b
§
ぎ
ぎ
｝
宇
“
§
～
§
ψ
、
詩
喜
§
ぎ
げ
晶
◎
竃
g
く
。

寓
．
ω
o
ゲ
巳
ぎ
｛
o
江
σ
q
臥
｛
軍
け
く
．
O
．
ゆ
富
庁
H
一
固
①
ユ
ヲ
お
べ
■
　
b
O
匹
1
ω
一
ω
．

賞
ω
｛
こ
。
一
」
の
H
亀
⑲
民
◎
は
動
詞
H
邑
貧
o
か
ら
名
詞
化
L
た
も
の
で

あ
り
、
H
亀
賢
◎
は
屋
と
宗
g
o
と
の
合
成
語
で
あ
り
、
「
後
へ
曲
が
る
、

反
対
の
方
へ
向
き
を
変
え
る
し
と
い
っ
た
意
味
を
形
成
す
る
。
こ
の

艮
－
8
亘
艮
肝
辻
O
が
フ
ラ
ソ
ス
を
経
由
し
て
（
み
茅
汰
畠
）
、
主
に
物
理

学
的
な
用
語
と
」
て
の
「
反
射
す
る
（
肉
庁
訂
募
己
昌
σ
q
）
」
の
意
味
で
ド

イ
ツ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
般
に
音
や
光
と
い
っ
た
波
が
、

そ
れ
を
通
さ
な
い
も
の
の
表
面
に
よ
っ
て
は
ね
返
さ
れ
る
こ
と
、
光
の
反

射
、
音
の
跳
反
と
い
っ
た
事
態
を
さ
す
。
一
」
う
し
た
「
は
ね
返
り
も
と
の

方
へ
戻
っ
て
く
る
」
と
い
う
基
本
的
な
意
味
が
、
意
識
の
領
域
に
お
い
て

適
用
さ
れ
、
「
熟
考
（
乞
8
臣
竃
庁
蟹
）
」
、
つ
ま
り
吟
味
し
深
く
考
え
る
こ

と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
認
識
論
や
心
理
学
な
ど
の
分
野

に
お
い
て
、
外
的
事
象
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
注
意
が
翻
っ
て
、
獲
得
し

た
知
識
な
ど
に
向
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
吟
味
す
る
態
度
を
指
示
す
る
。

　
・
」
う
L
た
知
的
な
活
動
そ
れ
自
身
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
哲
学

成
立
時
か
ら
す
で
に
機
能
し
て
い
る
（
＜
σ
q
一
・
曽
辻
ぎ
き
喜
き
き
㌔
宇

竃
ざ
・
9
§
き
鍋
よ
さ
一
表
σ
・
．
く
．
甲
寧
一
b
σ
・
㎝
一
罵
雪
・
庁
9
お
員
ω
1

嵩
8
串
仁
．
ミ
亨
“
§
ぎ
き
～
“
、
“
ミ
N
亀
患
ぎ
臼
事
§
噛
雫
書
一
｝
H
ω
σ
q
．

く
．
肉
．
曽
崇
ク
黒
H
茅
一
竃
⑩
一
ω
．
①
零
声
）
。
例
え
ぼ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

　
ス
の
「
共
通
感
覚
」
を
内
的
な
識
別
機
能
と
し
て
、
後
に
反
省
と
呼
ば
れ

　
る
働
き
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
共
通
感
覚
を
受
け
継
い
で
ト

　
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
認
識
活
動
そ
の
も
の
と
、
知
覚
等
か
ら
得
ら
れ

　
た
形
象
と
の
二
種
を
そ
の
対
象
と
す
る
反
省
を
論
じ
て
い
る
（
弓
ざ
嘗
轟

　
＞
ρ
邑
墨
y
い
§
§
§
s
き
§
ぎ
的
“
§
一
H
p
o
o
9
心
）
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス

　
経
験
論
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
は
意
識
の
内
で
生
起
す
る
も

　
の
一
般
に
関
わ
る
こ
と
を
反
省
と
呼
ぶ
。
ロ
ヅ
ク
で
は
反
省
は
感
覚
と
並

　
ん
で
認
識
の
源
泉
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
内
的
知
覚
、
内
的
精
神
活
動
を
意

　
味
す
る
（
｝
．
［
◎
県
9
ト
§
崇
』
§
9
§
§
ミ
“
嵩
き
§
§
q
辻
§
気
§
、

　
ぎ
讐
　
ω
◎
o
庁
月
O
F
H
）
。
　
ヒ
ュ
ー
ム
も
「
感
覚
の
印
象
」
と
「
反
省

　
の
印
象
」
と
を
区
別
し
、
反
省
は
観
念
と
同
義
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
9

　
罰
O
竃
9
ト
『
ミ
ミ
慈
へ
婁
§
§
峯
“
§
“
ω
8
汀
戸
O
O
賢
」
H
）
。
重

　
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
意
識
内
部
の
諸
表
象
に
関
わ
る
反
省
と
、

　
自
我
意
識
に
関
す
る
反
省
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
（
Ω
・
オ
・
に
亭
艮
ぎ

　
ト
s
峯
ミ
s
～
◎
ざ
的
“
♪
℃
胃
固
冒
｛
一
①
圃
o
賞
箒
o
o
メ
H
o
o
o
o
ガ
℃
℃
I
H
α
⑩
）
。
こ
の

　
よ
う
な
伝
統
的
用
法
を
受
け
つ
つ
カ
ソ
ト
は
反
省
を
、
既
与
の
諸
表
象
と
、

　
我
々
の
「
感
性
」
と
「
悟
性
」
と
い
う
相
互
に
異
な
る
認
識
源
泉
と
の

　
「
関
係
の
意
識
」
で
あ
る
と
し
、
周
知
の
よ
う
に
四
っ
の
「
反
省
概
念
」

　
を
提
示
す
る
（
H
．
肉
彗
戸
苧
“
導
～
§
ミ
ぎ
“
曽
く
§
§
ミ
戸
b
0
・
ω
嵩
甲
）
。

　
そ
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
反
省
理
解
に
関
連
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
反
省
」
が

　
続
く
の
で
あ
る
。

（
2
）
く
σ
・
一
．
甲
賢
婁
曇
巴
9
b
s
・
宇
き
N
§
昏
・
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§
ミ
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・
ま
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昏
｝
b
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ぎ
§
一
津
恕
N
l
簿
§
導
～
ミ
出
～
事
さ
o
o
．
国
g
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署
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o
．
お
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3
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く
σ
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一
．
P
甲
ま
o
ダ
曽
9
～
巴
ぎ
撃
蟹
阜
置
一
§
則
ω
①
一
P
雲
馬
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（
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団
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（
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参
照
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甲
串
①
α
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崇
§
朴
d
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黒
§
N
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ω
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違
㊦
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0
）
　
鴫
．
饒
晶
具
印
．
P
○
二
ω
．
虞
ぴ
1

（
u
）
　
ジ
ン
ク
レ
ー
ル
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ソ
と
会
し
た
の
は
イ
ェ
ー
ナ
に
お

　
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は
頭
初
哲
学
よ
り
も
政
治
学
を
学
ぶ
た
め
に
イ
ェ
ー

　
ナ
に
来
て
お
り
、
ル
ソ
ー
の
思
想
な
ど
を
研
究
し
た
。
そ
の
関
係
で
ル
ソ

　
ー
の
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
あ
る
「
自
然
は
我
々
を
健
全
な
状
態
に

　
規
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
私
は
あ
え
て
次
の
よ
う
に
ほ
ぽ
確
信
す
る
に

　
至
る
。
す
な
わ
ち
反
省
の
状
態
は
自
然
に
反
し
て
い
る
。
く
よ
く
よ
考
え

　
て
い
る
人
問
は
堕
落
し
た
動
物
で
あ
る
L
と
い
っ
た
文
章
に
示
さ
れ
る
よ

　
う
な
、
思
惟
の
自
然
に
反
す
る
状
態
に
対
す
る
批
判
が
、
ジ
ソ
ク
レ
ー
ル

　
の
反
省
概
念
に
影
響
し
て
い
る
。
く
σ
q
一
・
甲
串
晶
①
ポ
印
・
p
○
二
〇
〇
・
農
・

（
1
2
）
■
Ω
1
黒
ぎ
一
景
蟹
室
黒
σ
・
秦
串
書
簿
富
・
麸
清
一
穿
⑦

　
○
宇
『
尉
『
ω
o
σ
q
g
竃
叶
g
噌
民
－
o
ω
ε
監
9
勺
オ
J
困
p
押
ω
．
ミ
ー
o
．
H
．

（
1
3
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
反
省
の
語
義
を
、
そ
の
原
義
に
従
っ
て
用
い
て
い
る
と

　
言
え
よ
う
。
注
（
1
）
参
照
。

（
1
4
）
　
甲
寓
晶
①
ポ
■
§
細
d
§
亀
ミ
§
N
ミ
、
…
一
ω
．
違
ひ
1

（
1
5
）
笥
．
饒
α
犀
『
一
貝
串
晶
冒
9
什
く
旨
饒
老
艮
o
P
ω
事
．
一
冒
一
H
・
。
H
‘

（
1
6
）
　
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
そ
れ
自
身
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
見
解

　
で
お
お
い
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
知
識
学
」
の
核
心
で

　
あ
る
「
事
行
」
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
も
十
分
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
フ
ィ

　
ヒ
テ
自
身
、
二
に
し
て
同
じ
も
の
が
た
だ
反
省
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る

　
に
す
ぎ
な
い
L
と
い
う
事
態
を
洞
察
L
て
も
い
る
。
（
・
・
印
一
勺
オ
・
戸

　
ω
」
8
．
）

（
η
）
　
く
α
q
｝
．
肉
◎
ω
‘
c
o
H
．

（
1
8
）
　
中
埜
肇
「
運
命
と
和
解
」
（
金
子
武
蔵
編
、
日
本
倫
理
学
会
『
へ
－

　
ゲ
ル
』
、
以
文
杜
、
一
九
八
○
年
、
七
七
頁
－
九
二
頁
）
参
照
。
お
よ
び

　
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
基
本
構
造
』
以
文
杜
、
一
九
七
九
年
、
二
五
三
頁
－

　
二
七
三
頁
参
照
。

（
1
9
）
　
こ
う
し
た
理
解
の
根
底
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
す
べ
て
の
限
定
は
否

　
定
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
存
す
る
と
言
え
る
。
（
く
σ
q
一
．
内
、
O
象
一
晶
一

　
b
§
ぎ
ミ
“
§
き
、
い
§
ξ
落
泣
芝
“
§
ぎ
鳶
良
向
卜
夷
奉
萄
γ
黒
§
－
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§
§
臼
雨
事
巷
H
9
嗣
o
冨
一
零
9
ω
．
睾
）

（
2
0
）
　
く
α
q
ポ
甲
顯
晶
①
ポ
崇
§
細
§
き
臼
ミ
、
ぎ
㌣
…
一
ω
1
c
。
①
｝
．
P
肉
．

　
U
φ
ω
庄
σ
q
－
印
．
中
O
．
｝
ω
．
α
ド

（
2
1
）
統
合
の
前
提
性
に
関
し
て
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ー
ン
も
同
様
の
理
解
を
持

　
っ
て
い
る
。
「
分
割
の
概
念
に
は
既
に
客
観
と
主
観
と
の
対
立
的
な
相
互

　
の
関
係
の
概
念
が
存
」
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
と
主
観
と
が
両
部

　
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
全
体
と
い
う
必
然
的
前
提
が
存
し
て
い

　
る
。
」
（
ω
糾
》
一
H
く
一
胃
Φ
）

（
2
2
）
　
く
σ
q
H
．
↓
昌
二
c
。
曽
．

（
2
3
）
　
く
σ
q
H
．
↓
ξ
．
一
鵠
ω
1

（
別
）
　
く
σ
q
－
．
弓
ζ
二
ω
8
｛
1

（
2
5
）
　
こ
う
し
た
点
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
規
定
す
る
「
神
秘
的
汎
神
論
」
を
認

　
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
く
σ
q
ピ
オ
」
∪
岸
肝
き
皇
“
き
的
“
辻
鴇
き
ミ
き
箒

　
黒
鴇
㌻
Q
§
s
§
§
良
詩
掌
亨
“
㌻
§
一
碗
印
戸
一
墨
．

（
2
6
）
　
こ
の
意
味
で
一
般
的
な
矛
盾
律
の
適
用
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
制

　
限
さ
れ
る
。
く
σ
q
－
、
肉
一
U
茅
副
α
q
一
印
、
與
一
〇
、
一
ω
一
雷
．

（
2
7
）
　
こ
う
し
た
へ
i
ゲ
ル
の
反
省
把
握
を
源
泉
と
す
る
彼
の
哲
学
形
成
は
、

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
が
近
世
哲
学
を
表
象
活
動
に
基
づ
く
反
省
と
総
括
し
て

　
い
る
よ
う
な
（
＜
σ
q
－
一
峯
．
国
①
己
晶
σ
q
8
峯
廼
§
h
“
“
固
即
ド
お
賢
一
ω
．

　
畠
H
）
思
惟
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と

　
言
え
る
。

　
（
さ
わ
み
。
す
す
む
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
在
学
中
）

57　へ一ゲルのフラソクフルト期における反省概念について


