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『精
神

の
現
象
学
』

に
お
け
る

「
意
識
」

に
関

す
る
試
論

椙

良

謙

一

一
、

は

じ

め

に

拙
稿
は

『
精
神

の
現
象
学
』

の

〔
　

〕

に
定
位
し
て
、
「
意
識
」

(
　

自
身

の
在
り
方

を

注
視

し

つ
つ
、
「
学
」

(
　

　
)
の
可
能
性
を
見
極

め
る
こ
と
を
意
麟
し
て
い
る
。

咽精
神
の
現
象

学
』
の

〔
　

〕
は
、
暫

学

の
課

題
を

明
ら

か

に
す
る

こ
と
か
ら

始
ま
る
が
、
哲
学

の
課
題
と
は
、
「真
実

に
存
在
す
る
も
の
の
現
実
的
な
る
認

識
」
(
　

一
)

で
あ
り
、
「
真
実

に
存
在

す

る
も

の
」
は
ま
た

「
絶
対

的

な
も

の
」

(
　

　)
と
も
呼
び
換

え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
、
『
精
神
の
現
象
学
』
に

お

い
て
は
、
絶
対
者
を
構
成

す
る

こ
と
が
闇
題
な

の
で
は
な
く
、
意
識

に
即

し
て
意
識

の
経
験

を
た
だ
見
守

り
、

こ
れ
を
叙
述
す
る

こ
と
が
問
題

で
あ
る
。

よ
り
本
質
的

に
、護
え
ば
意
識

の
経
験
と
そ
の
叙
述

そ
れ
自
体
が
絶
対
者

の
認

識

で
あ
り
、

一
つ
の

「
学
」
で
あ
る
よ
う
な

そ
の
よ
う
な
叙
述
が
問
題
な

の

で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
か
か
る
意
義
を
持

っ
た

一
つ
の
学
を

「意
識

の
経
験

鋤

の
学
」
と
も
呼
ん

で
い
る
。

と

こ
ろ
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
学

(貞

な
る
知
)

へ
と
迫
り
ゆ
く
自
然
的

意
識

の
道
程
が
属
時

に
す
で
に
学

で
あ
る

の
は

い
か
に
し
て
可
能

な

の
だ

ろ

う
か
。
現
象
知

は
い
か
に
し
て
必
然
的

に
絶
対
知

に
到
達
し
う
る
の
か
。
或

い
は
、
現
象
知
が
意
識

の
経
験

の
果

て
に
お

い
て
絶
対
知
に
到
達
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
意
識
或

い
は
現
象
知
自
身
が
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方

で
自

体
的

に
絶
対
知

で
あ
る
と
話

い
う
る
と
す

る
な
ら
ば

、
そ
れ
は

い
か
な
る
意

味

に
お
い
て
な
の
か
。
或

い
は
、
こ
の
よ
う
な
諭
口
い
方

は
そ
も
そ
も
意
味

を

待
ち
う
る
も

の
な
の
か
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
は
そ

の
著

「
へ
ー
ゲ
ル
の
経
験

の

 
E

inleitung]

( W
is sen-

(B
ew

uB
t- sein)

schaft 
)( E

inleitung

( das 
w

irkliche 
E

rkennen 
des sen, 

w
as 

in 
W

ahrheit 
ist )

A
bsolute 

)

das

 
H

yppolite, 
J., 

G
enese 

et 
structure 

de 
la 

phenom
enologie

de 
l'esprit 

de 
H

egel, 
A

ubier, 
1946. 

pp. 
14-15.

Pha., 
S. 

69. 

Pha., 
S.67. 

Pha., 
S. 67. 

Pha., 
S. 66. 

vgl., 
Phg., 

SS. 
63-65. 

Pha., 
S. 71. 

Pha., 
S. 71. 

Pha., 
S. 71. 

Pha., 
S. 73. 

Pha., 
S. 73. 

Pha., 
S.73.

(H
egel, 

G
. W

. F., 
Phanom

enologie 
des

G
eistes, 

hrsg. 
v, 

J. 
H

offm
eister, 

6. 
A

ufl., 
1952.

Pha.

( H
eidegge r, M

., 
H

olzw
ege, 

V
ittorio 

K
loster-

m
ann, 

5. 
A

ufl.
H

W
.

(D
ifferenzschrift, 

hrsg. 
v. 

G
.

L
asson, 

S. 16. )

Pha., 
S. 74. 

H
W

., 
S. 

181. 

Pha., 
S. 67.



概
念
」
(『森

の
道
』
所
収
)
に
お
い
て
、
「
意
識

の
経
験
の
学

(
　

　)

と

い
う
表
題

の
中
で
、
経
験

と
い
う
、葺
葉

が
強
調
さ
れ
て
中
央

に
位
置

し
、
意
識

と
学
と
を
媒
介

し
て
い

お都
」

こ
と
に
注
目
し
、

へ
ー
ゲ
ル
が
経
験

と
い
う
量、口葉
を

こ
の
よ
う
に
強
調

し
て
用

い
る
と
き
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
を
問
お
う
と
し
た
が
、
自
然
的

意
識
と
学
と
の
間

に
は

一
体

い
か
な
る
事
態
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
か
。

こ

の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
問

い
直
す

こ
と
が
拙
稿

の
課
題

で
あ
る
。

二
、
自

然

的

意

識

の
意

識

性

『精
神

の
現
象

学
』

に
お

い
て
は
、
意
識
が
学

の
産
出

の
主
体

で
あ
る
が
、

連
続
す
る
意
識

の
経
験

の
各
段

階
に
お
い
て
、
意
識

は
差
し
当
た

っ
て
は
素

朴
な
意
識
と
し

て
、
自
然
的
定
在

の
直
接
的
批
界
或

い
は

「臆
見
と
偏
見

の

体
系
」

の
う

ち
に
埋
れ
て
存
在
し
、
未
だ
自
分
の
真
な

る
存
在
を
隠
れ
な
き

さ
ま
に
お
い
て
顕
わ
な
ら
し
め
て
は

い
な

い
。
意
識

の
こ
の
様
な
懲
然
的
な

あ
り
方
は

「
単
な
る
知

の
概
念
」
で
あ
る
に
す
ぎ
ず

、
「
実
在
的
な
知
」
で
は

な
い
。

「
自
然
的
意
識
は
単

な
る
知
の
機
念

で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
実
在
的

な
知

で

は
な

い
こ
と
が

(叙
述

を
通
し

て
)
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
自
然
的
意
識
は
む
し
ろ
自
分
を
直
ち

に
実
在
的

な
知
と
思

い
こ
ん

で

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
(真
な
る
知

へ
と
迫

り
ゆ
く
自
然
的

意
識

の
)
道
程

は
こ
の
意

識

に
と

っ
て
否
定

的

な
意
味
を
も
ち
、
(単
な
る
知
の
)
概
念
の

実
現

で
あ
る
も

の
は
却

っ
て
こ
の
意
識

に
と

っ
て
は
自
分
白
身

の
喪
失
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
的
意
識

は
か
か
る
道
程
に
お
い
て
自
ら
の
真
理
を
喪

鵜

失
す

る
か
ら
で
あ
る
。」

(揺
弧
内
筆
者
補
、
以
下
同
様
)

と
こ
ろ

で
、
現
象
知

(自
然
的
意
識
)

の
叙
述

に
お
い
て
現
象
知

(自
然

的
意
識
)

の
非
真
理
性
が
明
ら
か
と
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
意
識

に
と

っ
て
臼
ら

の
経
験
が

「
懐
疑
の
道
」
、
「
絶
望

の
道
」

で
あ
る
と

い
う
こ
と
を

意
味

す
る
が
、
懐
疑

と
絶
望
の
道
を
歩

み
、
現
象
知
の
非
真
理
性

を
洞
察
す

る
主
体
は
果
し
て
端
的
に
自
然
的
意
識

そ
の
も

の
で
あ
る
と
誘

い
う
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
成
程
、
こ
の
疑

問
は
愚

問

か
も
し
れ
な

い
。
「
経
験
を
重
ね

る

の
は
実
に
素
朴
な
灘
然
的
意
識
霞
身

で
あ
り
、
ま
た
自
分

の
対
象
が
自
分
自

身

と
同
じ
く
変
わ

っ
て
ゆ
く
の
を
見
る
の
も

こ
の
素
朴
な
自
然
的
意
識
自
身

㈲

で
あ
る
」
こ
と
は
自
閣
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

洞
察

の
主
体

が
自
然
的
意
識

で
あ
る
こ
と
は
自
明

で
あ
る
に
し

て
も
、
自
然

的
意
識

の
何
が
そ
も
そ
も

そ
う

で
あ
る
の
か
。

こ
の
点
を
明
ら
か

に
す
る
た

め
に
、
意
識

の
閤
標
に

つ
い
て
少
し
く
考
察

し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

自
然
的
意
識

の
目
標
は
、
意
識
を
真

に
意
識

た
ら
し
め
て
い
る
意
識

の
実

在

・
意
識
の
意
識
牲
と
し
て
の
知

の
無
制
約
的
な
自
己
確
実
性

・
即
ち
真
な

る
知
以
外
に
は
な
い
。
本
来

、
意
識
と
は
或
る
も

の
が
知
ら
れ
て
在
る
こ
と

と
い
う
意
味

で
あ
る
が
、
意
識

の
経
験

の
テ
ロ
ス
で
あ
る
絶
対
知

の
境
位

に

お
い
て
は
、
意
識
の
知
と
存

在
が

{
つ
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
。
と

こ
ろ

で
、
意
識
の
テ

ロ
ス
を
我
々
が
意
識

に
対
し

て
定
立
し

て
や
る
必
要
は
全
く

な
く
、
意
識
の
テ

償
ス
は
意
識
自
身

の
う
ち

に
意
識

の
ウ
ー

シ
ア
と
し
て
す



で
に
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

「意
識
は
自
ら
自
覚
的
に
自
分

の
概
念

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
直

ち
に
意
識

は
制
限
さ
れ
た
も

の
つ
ま
り
自
分
自
身

を
越
え
出

て
い
く
の
で
あ

る
が
、
意
識

に
と

っ
て
は
個
別
的
な
も

の
と
共
に
彼
岸

(真
な
る
知
)
が
同

時

に
定
立
さ
れ

て
い
る
。
…
…
意
識
は
己
れ

の
制
限

さ
れ
た
満
足
を
打
破
す

㈹

べ
し
と

い
う
圧
力
を
自
ら
内
発
的
に
蒙

る
の
で
あ
る
。
」

以
上

の
こ
と
か
ら
、
「
意
識

の
経
験

の
学
」
に
お
い
て
哲
学
す
る
と
い
う
営

み
は
、
窟
然
的
意
識

の
実
在
的
意
識

(絶
対
知
〉

へ
の
霞
礁
超
越
、
或

い
は

自
然
的
意
識

の
真
な
る
自
己

へ
の
立
帰
り
と
し
て
解
釈

で
き
よ
う
。
と

こ
ろ

で
し
か
し
、
自
己
超
越

の
主
体
で
あ
る
自
己
即
ち
意
識
を
自
然
的
意
識
と
端

的
に
言

い
切

っ
て
よ
い
も
の
か
。
む

し
ろ
、
構
ら
か
の
仕
方
で
、
そ

の
自
然

的
と

い
う
限
定
性

が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
換
言

す
れ
ば
、
自
然
的
意
識

の

「意
識
性
し
、
或

い
は
、
自
然
的
意
識
即
ち
自
£
で

あ
る
と
同
定
可
能
な
言
わ
ば

「
意
識
自
己

(意
識
そ

の
も
の
)
」
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
も

の
が
意
識

の
自
己
超
越
の
真

の
主
体
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う

で
あ

る
と
す
れ
ば
、
「意
識
の
経
験

の
学
」
と
は
、
意
識
性
或

い
は
意
識
自
己
が
自

然
的
意
識
と
実
在
的
な
知

(絶
対
知
)

の
中
項

と
し

て
、
そ
の

つ
ど
両
者

を

自
分
自
身

の
内
で
畠
ら
区
別
し
ま

た
同
時

に
懲
ら
関
係
づ
け
な
が
ら
、
意
識

の
存
在
性
を
知
る
と
い
う
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
術
語

で
言
う
と
こ
ろ
の

「媒

介
」

の
営

み
と
し

て
解
釈

で
き
よ
う
。
ま
た
そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、
自
然
的
意
識

と
学

と
の
問

の
深
淵
と
も
言

う
べ
き
も

の
も
充

た
さ
れ
、
ま
る
で
ピ

ス
ト

ル

か
ら
急

に
弾
丸
が
飛
び
出

す
よ
う
に
自
然
的
意
識
か
ら

一
挙
に
学
的
撹
界

へ

飛

び
出
す
と

い
っ
た
シ

ェ
リ

ン
グ
的
事
態
も
園
避

で
き

る
こ
と
に
な
る

で
あ

　

　

の

　

　

　

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
現
象
知
の
叙
述
は

「
意
識

そ
の
も
の

偶

の
学

へ
の
形
成
の
歴
史
」

で
あ
る
と
真

に
言

い
う
る
と
思
わ
れ
る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
、
そ
の

つ
ど

の
自
分
と
自
分

の
テ

ロ
ス
を
見
透
し

て
自
分

の
テ
ロ
ス
へ

と
迫
り
ゆ
く
意
識
そ

の
も
の
の
在
り
方
を

「徹
底
的

に
完
遂

さ
れ
る
懐

疑
主

㈲義
」

(
　

)
と
呼

ん

で

い
る

が

、
(
　

)
と
は
感
官

に
よ

る
知
覚
で
は
な

い
、
文
字
通
り
見

透
す

こ
と
と
し
て
の
ス
ケ
プ

シ
ス
を
意
味

し
て
い
る

の
で
あ
る
。

三

、
意

識

の
経

験

の

尺

度

、
或

い

は

自

然

的

意

識

の
意

識

性

働

「
現
象
知

の
叙
述

は
た
だ
現
象
知
の
み
を
対
象
と
し
て
持

っ
て
い
る
扁

の

で
あ
る
が
、
現
象
知
の
非
真
理
性
を
明
ら
か
に
し
、
真
な
る
知
即
ち
学

へ
の

確
固
た
る
道
を
歩
ん
で
認
識

の
実
在
性
を
遂
行
し

て
ゆ
く

に
は
、
そ
の
た
め

の
方
法
、
尺
度
が
必
要

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
尺
度
は
当
然
、
真
の
尺
度

で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ

で
、
現
象
知

の
み
を
対
象

と
す
る
現
象
知

の

叙
述
に
当

た

っ
て
、
叙
述

の
た
め
の
真
の
尺
度
は
未
だ
存
在
し

て
い
な

い
よ

う

に
思

い
な
す

の
が

一
般
的
な
当
然
の
見
方

で
あ
ろ
う
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は

こ

の
…様
な
見
解
を

「自
然
的
表
象
」
と
呼
ん

で
、

こ
れ
が
不
合
理
、
仮
象

で
あ

る
と
さ
え
言

い
切
る
。

認
識

の
吟
味

の
た
め
の
尺
度
の
必
要
性

は
、
絶
対
者

の
認
識
に
先
立

っ
て



認
識
の
批
判
的
分
析
を
要
求
す
る
自
然
的
表
象
が
強
く
主
張
す
る
こ
と

で
あ

る
が
、

へ
…
ゲ

ル
は
自
然
的
表
象

の
不
合

理
性
を

、
認
識
を
絶
対
者
を
我
が

も
の
と
す

る

「
道
具
」
と
考
え
る
言
わ
ば
認
識
道
具
説
と
、
認
識
を
そ
れ
を

通
じ
て
我

々
に
真
理
の
光
が
と
ど
く

「
受
動
的
媒
体
」
と
考
え
る
言
わ
ば
認

識
媒
体
説

の
両
方
の
あ
り
方
を
考
察
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し

て
い

鱒

る
。
そ
の
詳
細
な
論
述
は
此
処
で
は
避
け
る
が
、
少
な
く
と
も
言

い
う
る

こ

と
は
、

へ
…
ゲ
ル
は
哲
学

に
お
け
る
認
識

の
批
判

的
理
論
を
完
全

に
撤
・去
し

よ
う
な
ど
と
は

い
さ
さ
か
も
思
わ
ず
、
近
世
哲
学
の
基
盤

で
あ
る
意
識

に
立

脚
し

つ
つ
、
新

た
な
形
で
の
認
識
批
判

の
理
論
、
即
ち
、
認
識
の
批
判

で
あ

る
と
岡
時
に
絶
対
者

の
認
識

で
あ
る
よ
う
な
認
識
批
判

の
理
論
を
展
開
し

て

い
こ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ

ル
が
尺
度

の
選
定
に
当
た

っ

て
問
題
と
し
て
い
る
様
々
の
事
柄
も
す

べ
て
、

こ
の
新

た
な
形
で
の
認
識
批

判
の
理
論

の
可
能
性

に
関
わ

っ
て
い
る
。
で
は
、

こ
の
理
論
は
ど
の
よ
う

に

展
開
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
か
。

へ
…
ゲ

ル
に
よ
る
と
、
吟
味
・の
尺
度
の
選
定

に
関
し
て
、
自
然
的
表
象

が

な
し
た
よ
う
な
懸
念
は
無
用
で
あ
り
、
「意

識
が
自

分
の
尺
度
を
自
分

自
身

に
お
い
て
与
え
る
し
と
さ
れ
る
。

こ
の
命
題
は
、
先

に
自
然
的
意
識
と
学
と

の

　

の
中
閥

に
立

っ
て
両
者

の
媒
介
作
用

で
あ
る
と
し
た
露
然
的
意
識

の
意
識
性

或

い
は
意
識
そ

の
も

の

(意
識
霞
己
)

の
作
用

と
密
接

に
関
連
し

て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
以
降

こ
の
点
を

囎
ら
か

に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

へ
…
ゲ
ル
は
自
然
的
意
識
の
二

つ
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る

「知
」
と

「真
」

が
自

然

的
意
識

の
う
ち

で
ど
の
よ
う

に
現
わ
れ
て
く

る
か
を
見

る
こ
と
に

よ

っ
て
、
意

識
が
自

己
吟
味

の
尺
度

を
持

ち
う
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て

い
る
。
本

来
、
意
識

と
は
、
或

る
も

の
が

知
ら
れ
て
存

在
し
て
い
る
と

い

う

こ
と
で
あ
る
が
、
知
の
主
体
と
し
て
の
意
識
は
そ

の
つ
ど
或
る
も
の
を
知

の
客
体
と
し
て
自
己
か
ら
区
別

し

つ
つ
、
こ
の
或

る
も
の
に
知
る
と

い
う
仕

方

で
関
係
す
る
。
と

こ
ろ
で
、
意
識

に
対
し
て
知
ら
れ
て
存
在
す
る
対
象

は
、

更

に
知
の
主
体
と
し

て
の
意
識

に
よ

っ
て
、
嗣
時

に
意
識
自
身
か
ら
区
別
さ

れ
て
存

在
し
、
意
識
と
の
関
係

の
外

に
自
体
的
に
存
在
す
る
も

の
と
し
て
定

立
さ
れ
て
も

い
る
。
或
る
も

の
は
、
意
識

に
対
し
て
知
ら
れ
て
在
る
も
の
即

ち
対
象

〈
　

)
と
し
て
は
、
意
識

の
相
閣
者

で
あ
る
が
、
意

識

は
こ
の
或
る
も

の
を
固
時

に
そ
れ
窮
体

に
お

い
て
も
在
る
も

の
と
し
て
、

自
分

か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
此
処

で
意
識
は
或

る
も

の
の
自
体
的
あ
り

方
を

「
真
」
と
呼

び
、

こ
れ
を
意
識

に
対
す
る
対
象

の
存
在
即
ち

「
知
」
の

モ
メ
ン
ト
か
ら
区
別
す
る

の
で
あ
る
。

か
く
し

て
、
知
の
主
体
と
し
て
の
自
然
的
意
識
は
、
自
ら
の
作
用
と
し

て

の
意
識
性

に
お

い
て
、
霞
分
と
或

る
も

の
を
区
別
し
な
が
ら
同
蒋

に
関
係
づ

け
、
或

る
も

の
を
関
係

の
モ
メ
ン
ト
と
じ

て
の
知
と
、
区
別

の
モ
メ
ン
ト
と

し
て
の
真
と

い

っ
た
二

つ
の
在
り
方

に
二
重
化
さ
せ

つ
つ
、
更

に
こ
の
二
つ

の
在
り
方
を
区
別
し
そ
し
て
同
時

に
関
係
づ
け
る
。
他
方
、
か
か
る
作
業

に

お

い
て
、
意
識

の
側
も
或

る
も

の
を
知
る
自
分

(
い
わ
ゆ
る
対
象
意
識
)
と
、

そ

の
よ
う
な
作
業
を
す
る
自
分
を
知
る
自
分

(
い
わ
ゆ
る
自
己
意
識
〉

に
二

重
化
さ
せ

つ
つ
、

こ
の
エ

つ
の
自
分
の
在

り
方
を
区
別
し
そ
し

て
岡
時

に
関

係
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。



と

こ
ろ
で
、
以
上

の
事
態
か
ら
、
意
識
の
吟
味
は
次

の
二

つ
の
仕
方
で
行

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Φ

意
識

は
対
象

に
つ
い
て
の
自
分

の

「
知
」
が
果
し

て
対

象

の
自

体

(真
〉
に

一
致
す
る
か
否
か
を
吟
味

す
る
。

㎝

意
識

は
意
識
に
対
し

て
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
存

在
す
る
対
象
が
果

し
て
対
象

の
自
体

に

一
致
す
る
か
ど
う
か
を
窃
ら
吟
味
す
る
。

し
か
し
両

者
は
全
く
同

一
の
事

態

で
あ
る
。
本

質

的
な
こ
と
は
、
「
概

念

と
対
象

・
対
他
存
在
と
窟
体
存

在
の
両
契
…機
が
我

々
の
探
究

し
よ
う
と
す
る

の

　

の

　

の

の

り

の

知
る
こ
と
そ
の
も

の
の
う
ち

に
属
し
て
い
る

こ
と
を
、
探
究
の
全
体

に
わ
た

㈱

っ
て
銘
記
す

る
」
こ
と

で
あ
り
、
「
我
々
は
、
意
識
が
自
分
の
う
ち

で
自
体
或

い
は
真
な
る
も

の
と
し
て
言
明
す
る
も

の
に
お

い
て
、
意
識
が
自
分

の
知
を

㈱

灘
定
す
る
た
め
に
自
分

で
立

て
る
尺
度
を
持

っ
て
い
る
」
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
も
し
知

の
契
…機
と
真
の
契
…機
が

一
致

し
な

い
と
き
、
意
識
は

い
か
な
る
態
度
を
と
る
の
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
意
識
は
自
分
自
身
を

真
な
ら
ざ

る
知
と
し
て
廃
棄
し
、
対
象

の
慮
体
に

一
致
す
る
よ
う
に
霞
分
の

知

の
立
場
を
自
ら
変
更

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
意

識
が
唐
分
の
知

の
立
場

を
対
象
の
自
体

に
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
実

は
対
象
そ
の
も

の
の
側
も
変
更
を
蒙
る
こ
と

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
は

自
分

の
知
を
対
象

の
自
体

に
合
致

さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
実
は

対
象

の
自
体
を
対
自
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
意

識
の
自

「巳
吟
味

に
お
い
て
、
「対
象

は
自

体

で
あ
る
こ
と
を

や
め
、
た
だ
意
識
に
対
し

て
の
み
自
体
で
あ

る
対
象
と
な
り
、
こ
の
白
体

の

意
識
に
対
す

る
存
在

(
　

)
が
今
や

㈹

真
な
る
も

の
で
あ
る
」

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
意
識

の
吟
味

の
尺
度
も
ま
た
吟
味

の
過
程
に
お
い
て
変
更

す
る
.
意
識

は
そ

の
つ

ど

の
経
験
を
始
め
る
に
当
た

っ
て
、
差
し
当
た

っ
て
は
対
象

の
自
体
性

に
吟

味

の
尺
度
を
求
め
る
の
だ
が
、
吟
味

の
過
程
を
通
し
て
対
象
の
自
体
性
と

い

う
吟

味

の
尺

度
は
対
自

化
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
吟
味
は
た
だ

⑬

単

に
知
の
吟
味

で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず

、
吟
味

の
尺
度
の
吟
味
で
も
あ

る
し

の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
意
識
が
自
分

に
即
し
て
と
嗣
時
に
対
象

に
即
し
て
遂
行
す

る
以
上
の
よ
う
な
作
業
を

「
弁
証
法
的
運
動
」
と
も

「本
来
的
な
経
験
」
と

⑯

も
呼
ん
で
い
る
が
、
お
よ

そ
自
然
的
意
識

に
と

っ
て
意
識
か
ら
学

へ
の
展
開

が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
識
に
対
し
て
そ

の
つ
ど
絶
え
ず
新

た
な
内
容

が
意
識
の
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
作
用
と

し
て
の
自
然
的
意
識

が
そ
の
つ
ど
の
対
象
と
自
分
自
身

の
在
り
方
を
吟
味

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
絶
え
ず
霞
ら

の
存
在
と
対
象

の
存
在
と
の
本
来
的
な
る
も

の

へ
と
立
ち
帰

っ
て
、
自
分
と
対
象
の
新

た
な
存
立
の
場
を
見
透
し
て
ゆ
く

の

　

の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ー
ゲ

ル
は
こ
の
事
態
を

「意
識
自
身

の
転
鰯
」

(
　

)
と
呼

ぶ
が
、
こ
の
様
な

の

の

転
翻
を
な
す
意
識
自
身

は
素
朴

な

自
然

的
意
識

と

は
簡
単

に
言

い
き
れ
な

い
纏
格
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
此
処

で
言

わ
れ
る
意
識
自
身
と
は
、
自
然
的
意

識

の
意
識
性

と
し

て
自
然
的
意
識
と
実
在
的
知

(学
)
と
を
媒
介
す
る
作
用



で
あ

っ
て
、
決

し
て
両
蓄

の
単
純
な
結
合
態

で
は
な
く
、
.商
者

の
根
.源
的
統

一
態
と
考
え
ね
ば

な
ら
な

い
。
「
意
識

の
経
験

の
学
」
は
こ
の
よ
う
な
仕
方

で
の
み
単

で
あ
る
こ
と
が
可
能

な
の
で
あ
る
。

註
ω

「絶
対
的
な
も

の
の
み
が
真

で
あ
り
、
欝

い
換
"胤
る
と
真
な
る
も
の
の

み
が
絶
対
的

で
あ
る
。し

(

以
下

と

略
す
。)
周
知
の
如
く
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
こ
の
テ
ー
ぜ
の
う
ち
に
、
「
す

で
に
我

々
の
も
と
に
あ
り
、
ま
た
あ
る
こ
と
を
意
志
す
る
絶
対
者

の
意
志
し

を
読

み
取

る

。

(

と
略

す
。
)
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
既

に

一
八
〇

一
隼
刊
行
の
所
謂

『
差
…異
論
文
』

に
お

い
て
次

の
様
に
述

べ
て
い

た
o
「絶

対
者

は
探
究
さ
れ
る
霞
標

で
あ
る
が
、
絶
対

者
は
既
に
現
在
し

て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
絶
対
者

が
探
究
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

一
体

い
か
に
し
て
可
能

で
あ
る
の
か
o
」

(福

岡
正
業
大
学
非
常
勤
講
師

・
昭
和
五
十
七
年
本
学
大
学
院

博
士
課
程
修
了

・
哲
学
)
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