
1

０
．
は
じ
め
に

ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
は
、
容
易
に
捉
え
が
た
い

も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
現
実
的
な
も
の
」
は
、た
と
え
ば
、常
に
「
意
味
」

の
外
側
に
あ
り
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
［cf. S.V

II, 67

］。「
現
実
的
な
も
の
」

は
、
認
識
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
て
一
度
も
、
そ
し
て
こ
の
先
に
も
決
し
て
、
意

識
に
上
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。「
現
実
的
な
も
の
」
が
そ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ

る
概
念
把
握
の
外
側
に
あ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て

そ
れ
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
だ
ろ
う
。
ラ
カ
ン
は
し
か
し
他
方
で
、
そ
の
「
語
り

え
な
い
」
は
ず
の
「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
明
確
な
特
徴
づ
け
を
行
っ
て

も
い
る
。「
現
実
的
な
も
の
」
は
「
常
に
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
も
の
」
で
あ
り
［cf. 

S.IV
, 38

］、
ま
た
「
現
実
的
な
も
の
」
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
精
神
分
析
が

観
念
論
で
は
な
い
こ
と
の
根
拠
と
も
さ
れ
て
い
る
［cf. S.X

I, 53

］。
だ
が
、
語

り
え
な
い
は
ず
の
「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
な
ぜ
精
神
分
析
だ
け
が
そ
れ

に
つ
い
て
語
る
特
権
的
な
立
場
に
立
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
語
り
が

い
か
な
る
権
利
に
お
い
て
可
能
に
な
る
か
が
そ
こ
で
は
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
精
神
分
析
が
単
な
る
ひ
と
つ
の
「
独
断
」
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
す

れ
ば
、
語
り
え
な
い
は
ず
の
「
現
実
的
な
も
の
」
を
語
り
出
す
理
論
的
な
可
能
性

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
精
神
分
析
の
理
論
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
曖
昧
な
位
置
づ
け
の
ま

ま
用
い
ら
れ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
の
存
在
様
態
を
、
ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
即

し
て
明
示
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
現
実
的
な
も
の
」

の
概
念
は
、
単
に
表
象
可
能
性
の
外
に
あ
る
だ
け
で
、
明
確
な
理
論
化
可
能
性
に

開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

１
．
フ
ロ
イ
ト
「
心
理
学
草
案
」
に
お
け
る
「
現
実
の
痕
跡
」

ラ
カ
ン
は
「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
述
を
展
開
し
た
セ

ミ
ネ
ー
ル
七
巻
に
お
い
て
、
最
初
期
の
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
「
心
理
学
草
案
」
を
参

照
し
、
そ
こ
に
「
現
実
的
な
も
の
」
の
存
在
様
態
を
み
て
と
っ
て
い
る
。

「
心
理
学
草
案
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
『
夢
解
釈
』
を
出
版
し
精
神
分
析
の
立
場

を
確
立
す
る
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
神
経
生
理
学
を
モ
デ
ル
に
人
間
の
精
神
構

造
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
素
描
さ
れ
た
「
心

的
装
置
」
の
モ
デ
ル
は
、
そ
の
後
の
精
神
分
析
の
理
論
を
方
向
づ
け
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。フ
ロ
イ
ト
は
当
時
最
先
端
で
あ
っ
た
神
経
生
理
学
を
援
用
し
な
が
ら
、

人
間
の
精
神
を
神
経
細
胞
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
伝
播
の
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
た
。
そ

う
す
る
こ
と
で
フ
ロ
イ
ト
は
、「
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
心
的
装
置
に
と
っ

て
単
に
付
加
的
な
も
の
と
見
な
し
、
意
識
さ
れ
な
い
領
域
の
事
柄
に
つ
い
て
語
る

理
論
的
な
基
礎
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
［cf. F

reud:G
W

-N
b, 

「
現
実
的
な
も
の
」
の
原
景

　
―
―
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
『
心
理
学
草
案
』
読
解

荒

谷

大

輔

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
三
十
日
受
付 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
江
戸
川
大
学 

人
間
心
理
学
科
教
授

　
哲
学
、
倫
理
学
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400f.

］。「
意
識
と
は
、
そ
れ
が
脱
落
し
て
も
心
的
過
程
に
は
何
ら
変
化
を
生
ま
な

い
も
の
」［F

reud:G
W

-N
b, 404

］ 

で
あ
る
。「
意
識
」
の
外
に
お
い
て
機
能
す

る
神
経
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
「
機
械
論
的
」
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
の

「
心
理
学
草
稿
」
は
、「
無
意
識
」
を
め
ぐ
る
精
神
分
析
の
理
論
の
原
型
と
な
っ
て

い
る
の
だ
。

ラ
カ
ン
は
、
こ
の
フ
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ス
ト
を
ほ
と
ん
ど
忠
実
に
辿
り
直
す
こ
と

で
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
存
在
様
態
を
示
し
て
い
る
。
以
下
、
適
宜
フ
ロ
イ
ト

の
論
述
に
立
ち
返
り
な
が
ら
、「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
ラ
カ
ン
の
論
述

を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

心
的
装
置
の
「
記
憶
」
：
ψ
シ
ス
テ
ム

フ
ロ
イ
ト
は
外
的
世
界
か
ら
の
刺
激
に
対
応
し
た
心
的
装
置
を
、
特
定
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
量
が
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
っ
て
流
れ
る
も
の
と
考
え
た
。記
憶
と
は
、

た
と
え
ば
こ
の
フ
ロ
イ
ト
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
複
合
化
し
た
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
全
体
を
示
す
も
の
で
あ
り
［cf. Freud:GW

-N
b,456
］、「
Qή
」
と
記
述
さ
れ

る
量
が
ど
の
よ
う
な
道
筋
（
こ
の
道
筋
の
こ
と
を
フ
ロ
イ
ト
は
「
通
道

（B
ahnung

）」
と
呼
ん
だ
）
を
通
る
か
と
い
う
こ
と
で
「
何
」
が
想
起
さ
れ
て

い
る
か
が
現
さ
れ
る
。
心
的
装
置
の
機
能
を
可
能
な
限
り
量
の
問
題
と
し
て
記
述

す
る
こ
と
で
フ
ロ
イ
ト
は
、
精
神
構
造
の
「
科
学
的
」
な
記
述
を
目
指
し
た
の
で

あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
心
的
装
置
は
基
本
的
に
、
外
部
か
ら
受
け
た
刺
激
に
よ
っ

て
侵
入
し
て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
放
散
さ
せ
、
興
奮
状

態
を
沈
静
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
的
装
置
を
構
成
す
る

ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
は
、
外
部
か
ら
受
け
た
刺
激
に
応
じ
て

発
生
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
通
過
さ
せ
る
よ
う
な
透
過
的
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン

（「
φ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」と
呼
ば
れ
る
）と
な
る［cf. Freud:GW

-N
b, 393

］。
だ
が
、

心
的
装
置
は
単
に
刺
激
を
受
け
流
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
情
報
を

蓄
積
し
て
自
ら
の
欲
求
を
満
た
そ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が

「
生
の
困
窮
（N

ot des Lebens

）」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
心
的
装
置
内
部
で
発

生
す
る
そ
の
よ
う
な
欲
求
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
興
奮
状
態
を
可
能
な
限

り
沈
静
化
さ
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
散
さ

せ
た
方
が
望
ま
し
い
は
ず
（「
慣
性
の
法
則
」）
だ
が
、「
生
の
困
窮
」
と
呼
ば
れ

る
条
件
下
に
お
い
て
心
的
装
置
は
、
一
部
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
Qή
）
を
内
部
に
保
持

し
、
自
ら
の
作
用
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
［cf. Freud:GW

-N
b, 

389f.

］。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
備
給
」
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
し
て
、
透

過
な
「
φ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
は
別
に
「
非
透
過
」
な
「
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
を
導
入

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
［cf. Freud:GW

-N
b, 391

］。
接
触
障
壁
に
よ

っ
て
隔
て
ら
れ
た
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
結
合
を
考
え
る
こ
と
で
、
心
的
装
置
の
「
主

体
性
」
が
成
立
す
る
の
だ
。
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
結
合
構
造
を
「
主
体
の
ト
ポ
ロ
ジ

ー
」
と
ラ
カ
ン
が
語
る
の
は
、
こ
う
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
［cf. S.V

II, 51

］。

ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
「
接
触
障
壁
」
に
よ
っ
て
結
合
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
非
透

過
率
」
は
外
的
刺
激
に
よ
っ
て
発
生
す
る
同
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
重
複
に
よ
っ
て

減
じ
、
次
第
に
透
過
性
を
上
げ
て
い
く
と
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
心
的
装
置
の

「
記
憶
」
と
は
、特
定
の
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
接
触
障
壁
の
非
透
過
率
が
減
じ
て
、

特
定
の
刺
激
に
対
応
す
る
特
定
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
の
道
筋
が
定
着
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
［cf.Freud:GW

-N
b, 392f.

］。
こ

う
し
て
形
成
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
の
道
筋
の
こ
と
を
フ
ロ
イ
ト
は「
通
道
」

と
呼
ん
だ
。
通
道
の
形
成
は
、
Qή 

の
流
れ
の
量
と
回
数
に
依
存
す
る
が
［cf. 

Freud:GW
-N

b, 393

］、
Qή 

の
通
過
の
後
、
通
道
に
は
Qή 

の
「
何
分
の
一
か
」

の
ご
く
少
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
残
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
［cf. 

Freud:GW
N

b,394

］。
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
流
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
Qή 

自
体
、
量
と

し
て
は
φ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
流
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
「
商
」［F

reud:G
W

-N
b, 

398

］、
す
な
わ
ち
抵
抗
値
で
割
っ
た
値
に
す
ぎ
な
い
が
「
通
道
」
に
備
給
さ
れ
続

け
る
量
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
い
値
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
最
初
に
流
れ
込
む
Qή 

量
に
応
じ
た
複
合
化
に
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よ
っ
て
［cf.Freud:GW

-N
b, 407f.

］、
そ
し
て
外
的
刺
激
の
変
化
の
「
同
時
性
」

に
応
じ
た
「
連
合
」
に
よ
っ
て
、
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
［cf.Freud:GW

-
N

b, 411f.

］。
と
り
わ
け
後
者
の
「
連
合
」
は
、「
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
あ
ら
ゆ
る

結
合
の
基
礎
」［ibid.

］
と
い
わ
れ
、
記
憶
の
組
織
化
の
重
要
な
要
素
と
さ
れ
て

い
る
。「
連
合
」
と
は
、
古
く
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
の
時
代
に
は

連
合
心
理
学
が
知
覚
の
基
礎
と
し
た
概
念
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
連
合

が
外
的
経
験
の
継
起
を
記
録
す
る
「
記
憶
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
想
像
」
に
よ
る

観
念
の
結
合
の
法
則
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
［cf. H

um
e,11f.

］、
フ

ロ
イ
ト
が
「
記
憶
」
を
構
成
す
る
原
理
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
い

て
い
い
だ
ろ
う
。
後
に
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
最
初
の
通
道
に
よ
っ
て
刻
み
込
ま

れ
た
「
記
憶
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
、
事
後
的
に
機
能
す
る
い
か
な
る
思
考

の
作
用
に
よ
っ
て
も
変
化
を
蒙
ら
ず
残
り
続
け
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
［cf.

Freud:GW
-N

b, 430

］。

「
意
識
」
と
「
自
我
」
：
無
意
識
的
な
「
思
考
」

さ
て
、こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
心
的
装
置
は
、純
粋
に
「
機

械
論
的
」
に
記
述
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、主
体
が
そ
の
過
程
を
ど
の
よ
う
に
「
意

識
」
し
て
い
る
か
と
は
無
関
係
に
機
能
す
る
。
我
々
に
「
意
識
」
さ
れ
る
の
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
変
遷
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
生
起
す
る
何
ら
か
の
「
質
」

の
感
覚
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
備
給
に
伴
っ
て
生
起
し
、
質
的

な
感
覚
を
呈
す
る
よ
う
な
「
ω
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
を
別
に
措
定
し
、「
意
識
」
を
そ

れ
が
脱
落
し
て
も
心
的
装
置
に
何
ら
の
変
化
も
生
ま
な
い
も
の
と
し
て
示
し
た
の

で
あ
る
［cf.Freud:GW

N
b,404

］。
こ
う
し
た
「
質
」
の
意
識
は
そ
れ
自
体
、「
保

存
も
さ
れ
ず
、
痕
跡
も
残
さ
ず
、
再
生
も
さ
れ
な
い
」［F

reud:G
W

-N
b, 

403

］。
心
的
装
置
を
「
意
識
」
の
外
で
機
能
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
で
フ
ロ
イ

ト
は
「
無
意
識
」
の
領
域
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
を
語
る
視
点
を
確
保
す
る
の
で

あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
こ
こ
か
ら
心
的
装
置
に
お
け
る
「
自
我
」
と
呼
ば
れ
る
構
造
を
語

り
出
す
［cf.Freud:GW

-N
b, 416ff.

］。「
自
我
」
と
は
、フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

心
的
装
置
に
お
い
て
「
不
快
」
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
流
れ
を
制
御
す
る
た
め
の
機

能
で
あ
る
。「
不
快
」
と
は
、
放
散
さ
れ
な
い
「
Qή
の
亢
進
」
で
あ
る
［cf. 

Freud:GW
-N

b, 404

］
が
、「
自
我
」
は
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
過
多
を
回
避
す
る

た
め
に
組
織
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。「
自
我
」
は
、
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
特

定
の
通
道
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
入
を
避
け
る
た
め
に
「
側
方
備
給
」
と
呼
ば
れ

る
仕
方
で
介
入
し
、
別
な
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
へ
と
「
接
触
障
壁
が
一
時
的
に
通
道
さ

れ
た
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
」［Freud:GW

-N
b,416

］。「
制
止
」
と
呼
ば
れ

る
「
側
方
備
給
」
の
機
能
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
、「
自
我
」
は
「
不
快
」
が
発

生
し
な
い
状
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
が
語
っ
て
い
る
「
自
我
」
の
機
能
が
、
な
お
「
意
識
」
と
は

直
接
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
し
よ
う
。
フ
ロ
イ
ト
に
お

け
る
「
自
我
」
は
、
自
ら
が
そ
の
よ
う
な
機
制
を
働
か
せ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ

を
制
御
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
「
意
識
」
と
は
さ
し
あ
た
り
無
関
係
に
機
能
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
こ
の
点
に
着
目
し
「
自
我
」
の
機
能
を
「
無
意
識

の
水
準
で
」機
能
す
る
も
の
と
み
な
す［cf.S.V

II, 64

］。
心
的
装
置
に
お
け
る「
自

我
」
の
機
能
は
、
主
体
が
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
な
い
ま
ま
に
作
動
す
る
も
の
だ

と
ラ
カ
ン
は
い
う
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
制
止
」
の
機
能
の
延
長
に
示
す
「
思
考
」

に
お
い
て
も
、
同
様
の
無
意
識
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。「
思
考
」
と

は
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
幼
児
が
乳
房
の
側
面
か
ら
の
写
像
を
見
た
時

に
、
か
つ
て
「
連
合
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
乳
房
の
正
面
か
ら
の
映
像
を
思
い

描
き
、
彼
の
欲
求
の
満
足
を
も
と
め
て
、
今
与
え
ら
れ
て
い
る
知
覚
か
ら
辿
っ
て

実
際
に
乳
房
と
い
う
対
象
を
再
認
し
よ
う
と
す
る
過
程
と
し
て
語
ら
れ
る
［cf.

F
reud:G

W
-N

b,423f.

］。
そ
こ
で
は
、
あ
る
知
覚
に
よ
っ
て
備
給
さ
れ
た
ψ
ニ

ュ
ー
ロ
ン
の
系
列
（
乳
房
の
側
面
か
ら
の
写
像
）
が
、
内
的
な
要
因
に
よ
っ
て
備

給
さ
れ
た
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
系
列
（
欲
望
備
給
）
を
引
き
起
こ
し
、
欲
望
の
充
足
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を
も
と
め
た
幼
児
の
実
際
の
運
動
を
介
し
て
、
対
象
の
再
認
が
行
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
知
覚
備
給
と
欲
望
備
給
の
差
異
が
、
知
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報

を
「
乳
房
で
あ
る
」
と
「
判
断
」
さ
せ
る
動
因
と
な
っ
て
い
る
と
フ
ロ
イ
ト
は
い

う
の
で
あ
る
。「
A
は
B
で
あ
る
」
と
い
う
「
判
断
」
を
積
み
重
ね
て
い
き
、
経

験
を
重
層
化
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
思
考
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。「
思
考
過
程
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
、
本

性
的
に
無
意
識
的
な
の
で
す
」［S.V

II, 41

］。
ラ
カ
ン
は
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る「
思

考
過
程
」
を
も
ま
た
、
本
性
的
に
「
意
識
」
と
は
独
立
に
語
り
う
る
も
の
と
み
な

し
、
そ
こ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
潜
在
的
な
可
能
性
を
引
き
出
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る

（
１
）。

言
語
連
合

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
「
思
考
」
は
、「
そ
う
し
た
〔
再
認
に
お
け
る
ψ
ニ
ュ
ー

ロ
ン
の
〕
備
給
を
正
し
い
と
こ
ろ
へ
導
く
」
た
め
に
「
言
語
連
合
」
と
呼
ば
れ
る

機
制
を
用
い
る
よ
う
に
な
る［cf. Freud:GW

-N
b, 455

］。
外
的
刺
激
を「
記
憶
」

す
る
際
に
適
用
さ
れ
た
「
連
合
」
の
法
則
と
は
異
な
る
「
言
語
連
合
」
を
用
い
て

「
思
考
」
は
、
よ
り
「
正
し
い
」
認
識
を
目
指
そ
う
と
す
る
。
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に

流
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
の
布
置
が
「
記
憶
」
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
「
記
憶
」
が
「
言
語
連
合
」
に
従
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ヒ
ュ

ー
ム
が
そ
の
認
識
論
の
基
礎
に
据
え
た
よ
う
に
、
諸
観
念
の
間
の
連
合
は
、
単
に

外
的
刺
激
の
「
同
時
性
」
に
依
存
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
精
神

の
作
用
に
よ
っ
て
特
定
の
構
造
を
も
っ
て
独
立
に
秩
序
化
さ
れ
る
。だ
と
す
れ
ば
、

フ
ロ
イ
ト
の
心
的
装
置
に
お
け
る
「
思
考
」
も
ま
た
、
外
的
刺
激
の
「
記
憶
」
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
通
道
と
は
別
に
、「
言
語
連
合
」
に
即
し
た
「
通
道
」
を
自

ら
の
作
用
に
よ
っ
て
形
成
し
う
る
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。「
こ
こ
で
我
々
が
気
づ
く
の
は
、
自
我
自
身
が
同
じ
よ
う
に
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン

に
備
給
を
行
い
、
経
過
を
喚
起
し
、
こ
の
経
過
を
痕
跡
と
し
て
間
違
い
な
く
通
道

を
残
す
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」［Freud:GW

-N
b, 456

］。「
思
考
」

は
、外
的
刺
激
の
同
時
性
に
よ
っ
て
刻
み
込
ま
れ
た
最
初
の
「
通
道
」
と
は
別
に
、

自
ら
の
作
用
に
よ
っ
て
ψ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
間
の
通
道
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

フ
ロ
イ
ト
は
い
う
の
で
あ
る
。

一
次
過
程
と
二
次
過
程

だ
が
、
そ
う
し
て
「
思
考
」
に
よ
っ
て
新
た
に
形
成
さ
れ
る
「
通
道
」
は
、
最

初
に
作
ら
れ
た
「
通
道
」
に
上
書
き
さ
れ
、
も
と
の
痕
跡
を
消
し
て
し
ま
う
も
の

で
は
な
い
。「
思
考
は
、
一
次
過
程
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
通
道
を
本
質
的
に

は
変
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
現
実
の
痕
跡
を
偽

造
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
」［Freud:GW

-N
b, 430

］。「
現
実
記
憶
は
そ
れ

に
関
す
る
い
か
な
る
思
考
に
よ
っ
て
も
変
容
を
蒙
っ
て
は
な
ら
な
い
」

［Freud:GW
-N

b, 468

］。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、「
思
考
が
残
す
通
道
は
す
べ
て

高
い
水
準
で
初
め
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
」［Freud:GW

N
b,469

］
で
あ
り
、「
一

次
過
程
」
に
お
け
る
最
初
の
「
現
実
記
憶
」
は
、
い
か
な
る
変
容
も
蒙
ら
ず
に
、

そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
心
的
装
置
に
お
け
る
一
次
過
程
と
二
次
過
程
を
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
自
ら
の
意
識
の
外
で
身
体
的
な
症
状
を
呈
す
る
ヒ
ス
テ
リ

ー
な
ど
の
精
神
疾
患
の
構
造
を
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
。「
自
我
」
の
制
御
の

外
で
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
る
「
現
実
の
痕
跡
」
が
、「
自
我
」
の
「
制
止
」

が
外
れ
た
状
態
に
お
い
て
、
様
々
な
「
症
状
」
を
呈
す
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
記
述
さ
れ
る
最
初
期
の
フ
ロ
イ
ト
の
心
的
装
置
の
モ
デ
ル
が
、
後

の
精
神
分
析
の
理
論
構
成
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
容
易
に
理
解

さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
思
考
」
は
、一
次
過
程
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
を
「
抑

圧
」
し
、「
現
実
原
則
」
に
照
ら
し
て
不
都
合
な
「
連
合
」
の
想
起
を
遮
断
す
る

と
さ
れ
る
の
だ
。

ラ
カ
ン
は
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
言
語
連
合
」
に
よ
っ
て
新
た
に
「
通
道
」

を
作
っ
て
い
く
「
思
考
」
の
作
用
自
体
を
「
意
識
」
の
外
で
機
能
す
る
も
の
と
見

な
す
。
ラ
カ
ン
に
お
い
て
「
思
考
」
は
、
そ
れ
自
身
が
無
意
識
な
も
の
と
み
な
さ
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れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
ラ
カ
ン
が
、
無
意
識
の
領
域
の
内
部
に
領
域

の
差
異
を
導
入
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
経

験
に
よ
っ
て
刻
み
込
ま
れ
る
「
現
実
の
痕
跡
」
と
「
思
考
の
痕
跡
」

［Freud:GW
-N

b, 430

］
は
、
と
も
に
意
識
さ
れ
な
い
も
の
の
領
域
で
「
抑
圧
」

を
蒙
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、な
お
区
別
さ
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
原
抑
圧
」
と
「
抑
圧
」

で
は
、
ラ
カ
ン
の
フ
ロ
イ
ト
解
釈
に
お
い
て
「
現
実
の
痕
跡
」
と
「
思
考
の
痕

跡
」
を
分
か
つ
の
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
ラ
カ
ン
は
こ
こ
で
、
後
に
フ
ロ
イ

ト
の
理
論
に
導
入
さ
れ
る
「
原
抑
圧
」
の
概
念
を
読
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、「
現
実
の
痕
跡
」
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
「
言
語
連
合
」
に
よ
っ
て
上
書

き
さ
れ
る
こ
と
で
「
原
抑
圧
」
を
蒙
り
、「
原
抑
圧
」
を
蒙
っ
た
も
の
は
、
無
意

識
に
お
け
る
「
抑
圧
」
の
機
能
が
低
下
し
た
際
も
決
し
て
意
識
化
さ
れ
な
い
も
の

と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
意
識
に
お
い
て
機
能
す
る
「
思
考
」

の
機
能
に
よ
っ
て
想
起
の
外
に
お
か
れ
る
も
の
の
機
能
を
、
ラ
カ
ン
は
「
表
象
代

理
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
表
象
代
理
と
は
、
フ
ロ

イ
ト
が
「
原
抑
圧
」
概
念
を
設
定
す
る
際
に
用
い
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。「
そ

こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
原
抑
圧
と
い
う
も
の
を
仮
定
し
て
お
く
根
拠
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
原
抑
圧
は
抑
圧
の
最
初
の
相
期
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
心
的
な
（
表
象
の
）

代
表
が
、
意
識
的
な
も
の
の
中
へ
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
不
首
尾
に
終
わ
る

と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
」［Freud:GW

10, 250

］。
フ
ロ
イ
ト
は
、
原
抑
圧

と
い
う
概
念
を
「
心
的
な
表
象
の
代
理
」
を
拒
否
す
る
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
心
的
な
表
象
の
代
理
」
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
、「
欲
動
」
と
呼
ば
れ
る

「
身
体
内
部
に
発
し
心
の
内
へ
と
達
す
る
刺
激
を
心
的
に
代
表
す
る
も
の
」

［F
reud:G

W
,214

］
と
さ
れ
る
。「
欲
動
は
，
心
的
な
も
の
と
身
体
的
な
も
の
と

の
境
界
概
念
」［ibid.

］
で
あ
る
が
、
身
体
的
な
も
の
が
心
的
な
も
の
と
し
て
表

現
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
を
代
理
す
る
も
の
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ラ

カ
ン
は
、表
象
代
理
は
身
体
的
な
刺
激
を
「
代
理
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
「
表
象
」

と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
［cf. S.V

II, 75f.et 
121

］。
原
抑
圧
が
問
題
に
な
る
場
面
で
語
ら
れ
る
「
表
象
代
理
」
と
い
う
概
念
を
ラ
カ

ン
は
草
案
の
読
解
に
読
み
込
ん
で
い
る
。「
後
の
〔
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
〕
進
展

を
見
る
と
、
こ
の
〔
草
案
の
中
で
語
ら
れ
た
〕「
ψ
」
は
す
で
に
「
表
象
代
理
」

の
機
能
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」［S.V

II, 121

］。「
そ

れ
は
快
楽
原
則
に
し
た
が
っ
て
「
諸
表
象
」
へ
の
備
給
を
制
御
し
て
い
る
思
考
過

程
で
あ
り
、
無
意
識
が
組
織
化
さ
れ
る
構
造
〔
中
略
〕
で
す
。〔
中
略
〕
こ
の
構

造
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
」［S.V

II,75f.

］。
こ

こ
で
ラ
カ
ン
は
、
言
語
と
同
じ
構
造
に
よ
っ
て
ψ
シ
ス
テ
ム
を
構
造
化
す
る
「
思

考
過
程
」
を
表
象
代
理
と
の
関
係
で
語
っ
て
い
る
。
無
意
識
的
な
「
思
考
」
に
よ

る
「
現
実
の
痕
跡
」
の
上
書
き
を
、
ラ
カ
ン
は
こ
こ
で
「
原
抑
圧
」
と
の
関
係
で

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
無
意
識
は
そ
れ
自
身
、言
語
（
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
）
と
し
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
ラ
カ
ン
の
有
名
な
定
式
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
再
度
確
認
さ
れ
る
。

セ
ミ
ネ
ー
ル
内
で
心
理
学
草
案
の
レ
ジ
ュ
メ
を
担
当
し
た
ポ
ン
タ
リ
ス
は
、
フ
ロ

イ
ト
の
草
案
の
記
述
が
ラ
カ
ン
の
定
式
の
反
証
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

疑
問
を
呈
し
て
い
た
［cf. S.V

II, 56

］。「
現
実
の
痕
跡
」
が
「
言
語
連
合
」
に

よ
る
「
思
考
の
痕
跡
」
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
無
意
識
に
言
語

的
な
構
造
を
見
る
ラ
カ
ン
の
主
張
は
、
少
な
く
と
も
フ
ロ
イ
ト
の
読
解
と
し
て
誤

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ラ
カ
ン
は
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ト
に
お
け

る
原
抑
圧
と
抑
圧
の
差
異
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
無
意
識
に
お
け
る
「
象
徴
的
な

も
の
」
の
機
能
と
「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
の
存
在
を
同
時
に
示
す
こ
と
に
な

っ
た
。
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
、
意
識
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に

単
に
「
独
断
的
」
に
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
心
的
装
置
を
め
ぐ
る
フ
ロ
イ
ト

の
理
論
に
準
じ
て
語
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
我
々
は
、
い
ま
や
ラ
カ
ン
に
お
い
て
し
ば
し
ば
謎
め
い
た
仕
方
で
語
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ら
れ
る
に
留
ま
る
「
現
実
的
な
も
の
」
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
広
い
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
網

羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
、
い
く
つ
か
と
り
わ
け
難
解
と
思
わ
れ
る
記

述
を
引
い
て
解
釈
の
視
点
を
示
し
て
本
稿
を
と
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

２
．
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
現
実
的
な
も
の
」
の
諸
位
相

・「
現
実
的
な
も
の
は
す
べ
て
、
常
に
必
ず
、
そ
の
場
に
あ
り
ま
す
」［S

.V
,3
8

］

「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
意
識
の
外
に
排
除
さ
れ
て
な
お
、
そ
こ
に
存
在
し
続

け
る
。
認
識
さ
れ
な
い
事
柄
に
対
す
る
独
断
的
な
記
述
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
ラ
カ

ン
の
言
明
は
、
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
考
え
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
忠

実
に
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
現
実
の
痕
跡
」
は
「
思

考
の
痕
跡
」
に
覆
わ
れ
て
な
お
、
そ
れ
自
身
は
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
る
。
排
除
さ

れ
た
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
言
語
連
合
」
の
構
造
の
外
に
お
か
れ
る
だ
け
で
、

常
に
同
じ
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
現
実
的
な
も
の
」
の

回
帰
が
、
主
体
の
「
不
安
」
を
引
き
起
こ
し
、
強
迫
神
経
症
な
ど
の
原
因
と
な
る

こ
と
が
、
精
神
分
析
が
分
析
し
て
み
せ
た
事
柄
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

・�「
そ
れ
（
も
の（D

as�D
ing

））は
、
忘
れ
去
る
こ
と
が
不
可
能
な
前
歴
史
的
大

他
者
で
あ
る
」［S

.V
II,�8

7

］

「
も
の
」
は
、
ラ
カ
ン
が
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
第
７
巻
に
お
い
て
、「
そ
こ
に
あ
る
も

の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
決
し
て
「
再
発
見
」
さ
れ
ず
、「
失
わ
れ
た
も
の
」
と
し

て
の
み
機
能
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
上
に
み
た
よ
う
な「
現
実
的
な
も
の
」

の
特
徴
を
備
え
た
「
も
の
」
の
概
念
は
、
こ
こ
で
「
忘
れ
去
る
こ
と
が
不
可
能
な

前
歴
史
的
大
他
者
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
は
、

常
に
「
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
」
か
ら
で
あ
り
、「
前
歴
史
的
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
、

こ
れ
が
「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
の
事
柄
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
れ

ば
、
あ
る
程
度
容
易
に
意
味
を
汲
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
言
語
連
合
」

に
よ
っ
て
「
歴
史
」
が
語
ら
れ
る
手
前
に
あ
る
「
現
実
の
痕
跡
」
と
し
て
、
失
わ

れ
な
が
ら
も
な
お
そ
こ
に
残
り
続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
「
大

他
者
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
点
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
ラ
カ
ン
の
フ
ロ
イ
ト
草
稿
の
読
解
に
も
う
少
し
だ
け
立
ち
入
っ
て
見
る
必

要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、ラ
カ
ン
は
「
も
の
（D

as D
ing

）」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
概
念
を
、

フ
ロ
イ
ト
の
草
稿
の
あ
る
記
述
か
ら
導
き
出
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト

に
よ
れ
ば
、
心
的
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
途
上
に
あ
る
幼
児
は
、「
隣
人
」

を
介
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
学
ぶ
と
さ
れ
て
い
た
。「
人
間
は
認
識
す
る
こ
と
を

同
じ
人
間
に
お
い
て
学
ぶ
」
が
、
そ
の
「
人
間
」
は
、
幼
児
に
と
っ
て
、
想
起
に

よ
っ
て
自
ら
再
構
成
し
「
理
解
」
し
う
る
も
の
と
、「
も
の
」
と
し
て
「
理
解
」

の
外
で
印
象
を
与
え
続
け
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
［cf. F

reud:G
W

-N
b, 

426

］。
こ
こ
で
の
「
も
の
」
と
は
、「
理
解
」
が
成
立
す
る
背
後
で
覆
わ
れ
る
「
人

間
」
そ
の
も
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
体
が
「
認
識
す
る
こ
と
」
を
学
ん
だ
は
ず
の

も
の
だ
と
ラ
カ
ン
は
解
す
る
。「
思
考
過
程
と
関
係
す
る
も
の
す
べ
て
が
主
体
の

中
で
形
作
ら
れ
る
の
は
、話
す
主
体
と
し
て
の
こ
の
「
隣
人
」
を
介
し
て
で
あ
る
」

［S.V
II, 50

］。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
認
識
」
を
学
ん
だ
「
も
の
」
は
、
認
識

の
成
立
に
あ
た
っ
て
言
語
的
な
秩
序
に
よ
っ
て
被
覆
さ
れ
る
。
こ
の
、
主
体
に
と

っ
て
の
「
最
初
の
外
部
」
と
な
る
「
も
の
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
主
体
の
「
満
足
の

探
求
の
目
標
」［S.V

II, 65

］
と
し
て
の
位
置
を
と
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
も

の
」
が
「
忘
れ
去
る
こ
と
が
不
可
能
な
前
歴
史
的
大
他
者
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
主
体
に
と
っ
て
認
識
す
る
こ
と
の
意
味
を
与
え
る
立
場
を
と
る
か
ら
だ
と

い
え
る
。「
人
間
が
原
初
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
動
機
の

究
極
的
源
泉
で
あ
る
」［Freud:GW

-N
b, 410f.

］
と
フ
ロ
イ
ト
が
い
っ
て
い
る

よ
う
に
、「
援
助
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
」
立
場
の
幼
児
が
出
会
う
最
初
の
「
大

他
者
」
は
、
ラ
カ
ン
に
お
い
て
も
、
ひ
と
の
「
倫
理
」
を
規
定
す
る
重
要
な
役
割

を
果
た
す
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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・「
現
実
的
父
」
に
つ
い
て

こ
う
し
た
「
大
他
者
」
の
理
解
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、「
現
実
的
な
も
の
」
と

し
て
語
ら
れ
る
「
父
」
の
機
能
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

分
析
経
験
は
我
々
に
、
男
性
の
性
的
機
能
を
引
き
受
け
る
上
で
、
現
実
的
父
の

存
在
が
本
質
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
去
勢
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
が
主
体
に
よ
っ
て
本
当
に
体
験
さ
れ
る
た
め
に
は
、
現
実
的
父
が
真
に
そ

の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。［S.IV

, 364

］

ラ
カ
ン
は
セ
ミ
ネ
ー
ル
第
四
巻
に
お
い
て
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

を
完
成
さ
せ
る
最
後
の
重
要
な
要
素
と
し
て
「
現
実
的
な
父
」
の
機
能
を
あ
げ
て

い
る
。
一
読
す
る
限
り
、
そ
れ
は
理
想
化
さ
れ
た
父
に
対
す
る
現
実
的
な
父
を
示

す
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。「
フ
ロ
イ
ト
は
現
実
的
父
も
無
視
し
ま
せ
ん
。〔
中
略
〕

神
の
よ
う
な
父
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
良
き
父
が
い
る
こ
と
は
望
ま
し

い
こ
と
で
す
。〔
中
略
〕
良
き
父
と
は
あ
る
程
度
ま
で
ぶ
ざ
ま
で
不
完
全
な
人
物

な
の
で
す
」［S.V

II, 213

］。「
現
実
的
な
父
」
は
、
い
わ
ば
主
体
の
目
の
前
に
実

際
に
存
在
し
て
い
る
父
を
意
味
す
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
そ
れ
は
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、
把
握
困
難
な
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
現
実
的
父
は
ま
っ
た
く
別
物
で
す
。
現
実
的
父
を
把
握
す

る
こ
と
に
、
子
ど
も
は
常
に
非
常
な
困
難
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。〔
中
略
〕
そ
れ

は
我
々
大
人
の
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
分
析
経
験
の
根
底
に

あ
る
の
は
、
我
々
を
取
り
巻
く
最
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
人
間
存
在
そ
れ
自
体

を
把
握
す
る
こ
と
が
、
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」［S.IV

, 220

］。
こ

の
後
の
意
味
で
の
「
現
実
」
は
、
常
に
意
識
か
ら
逃
れ
る
と
こ
ろ
の
現
実
、
こ
れ

ま
で
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
現
実
的
な
も
の
」
の
次
元
に
お
け
る
「
隣
人
」

を
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

こ
の
問
題
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
領
域
に
お
け
る
「
大
他
者
」
の
位
置
づ

け
を
考
え
る
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
大
他
者
」

と
い
う
概
念
は
そ
も
そ
も
、
ラ
カ
ン
に
お
い
て
、「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
宝
庫
」
に

等
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、「
現
実
的
な
も
の
」
と
の

関
わ
り
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
大
他
者
」
と
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
と
の
連
関
を
も
た
な
い
ま
ま
に

連
な
る
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
連
鎖
」
と
の
出
会
い
の
「
場
」
で
あ
り
、
主
に
は
「
象

徴
的
な
も
の
」
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
現
実
的
な
大

他
者
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
る
場
面
に
お
い
て
は
、「
大
他
者
の
大
他
者
」
の
こ

と
を
示
す
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る［cf. S.X

X
III, 134

］。「
大
他
者
の
大
他
者
」

と
は
、
セ
ミ
ネ
ー
ル
５
巻
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
グ
ラ
フ
論
に
お
い
て
、
そ
れ
が

欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（S

（A/

））
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
で

主
体
の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
完
成
さ
せ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。「
大
他
者
の
大
他
者
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
示

す
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
欠
如
と
し
て
「
象
徴
的
な
も
の
」
の
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
こ
と
で
、
象
徴
的
な
秩
序
が
安
定
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
の
だ
。

こ
の
欠
如
と
し
て
与
え
ら
れ
る
「
大
他
者
の
大
他
者
」
こ
そ
が
「
現
実
的
な
大

他
者
」、
す
な
わ
ち
「
現
実
的
父
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ラ
カ
ン
の

議
論
を
あ
る
一
貫
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
も
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
我
々
を
と
り
ま
く
最
も
現
実
的
な
も
の
で
あ

る
人
間
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
「
現
実
的
父
」
と
は
、
主
体
に
と
っ
て
の
最

初
の
「
隣
人
」
と
し
て
「
道
徳
の
源
泉
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
象

徴
的
な
も
の
」
の
秩
序
に
お
い
て
は
「
欠
如
」
と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
。
現

に
現
れ
て
い
る
の
は
、「
ぶ
ざ
ま
で
不
完
全
な
人
物
」
と
し
て
の
「
父
」
に
す
ぎ

な
い
。
だ
が
、
不
完
全
な
が
ら
も
そ
こ
に
い
る
人
物
が
「
父
」
と
し
て
機
能
す
る

の
は
、
存
在
し
な
い
「
大
他
者
の
大
他
者
」
を
潜
在
的
な
も
の
（
ポ
テ
ン
ツ
）
と

し
て
そ
こ
に
認
め
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

形
成
後
の
安
定
し
た
象
徴
的
秩
序
に
主
体
が
参
入
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の

は
、「
ぶ
ざ
ま
で
不
完
全
な
父
」
が
そ
れ
で
も
な
お
「
現
実
的
父
」
と
し
て
現
れ
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る
か
ら
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
現
実
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
解
釈
が

困
難
と
思
わ
れ
る
も
の
を
中
心
に
解
釈
を
試
み
た
。
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
現
実
的

な
も
の
」
は
、
こ
う
し
て
フ
ロ
イ
ト
の
草
案
の
読
解
を
基
礎
に
す
る
こ
と
で
、
理

解
の
枠
組
み
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
編
集
のSeuil

版

に
従
い
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
号
を
示
し
た
。

そ
の
他
、
本
稿
で
用
い
た
文
献
の
略
号
は
次
の
通
り

［Freud:GW
-N

b

］Sigm
und Freud, G

esam
m

elte W
erke, N

achtragsband, T
exte 

aus den Jahren 1885-1938, herausgegeben von A
ngela R

ichards unter 

M
itw

irkung von Ilse Grubrich-Sim
itis, S.Fischer,Frankfurt am

 M
ain, 1987

［H
um

e

］ D
avid H

um
e, A

 Treatise of H
um

an nature, O
xford U

niversity Press, 

2000

註
（
1 
）「
判
断
」
を
め
ぐ
る
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
が
、「
現
実
指
標
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
よ
り
ど
こ

ろ
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
「
現
実
指
標
」
が
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
「
ω
ニ
ュ

ー
ロ
ン
の
放
散
」す
な
わ
ち「
意
識
現
象
」と
の
関
係
で
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

フ
ロ
イ
ト
が「
思
考
」を「
無
意
識
的
な
も
の
」と
考
え
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、

ラ
カ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
現
実
指
標
」
の
問
題
を
別
に
す
れ
ば
、「
思
考
」
も
ま
た
基

本
的
に
は
、
心
的
装
置
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
制
御
の
問
題
と
み
な
し
う
る
。
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