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「プラセボ反応J についての

ひとつの現象学的考察

時間経験と

看護実践の編成一新人看護師の実践に注目して

メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
・
サ
ー
ク
ル

痛みの

現象学一身体化された語り

実存・無意識・制度
一一メノレロ=ポンティの正夢論の意義

メノレロニポンティと

二分法

看取りのケアと

間身体性



実
存
・
無
意
識
・
制
度

メ
ル
ロ
uポ
ン
テ
イ
の
正
夢
論
の
意
義

は
じ
め
に

メ
ル
ロ
nポ
ン
テ
イ
思
想
解
釈
の
係
争
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
前
期
の

『
知
覚
の
現
象
学
』
と
後
期
の
「
新
た
な
存
在
論
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

と
り
わ
け
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
で
彼
自
身
が
自
己
批
判

的
な
メ
モ
を
残
し
て
い
討
た
め
に
、
初
期
の
知
覚
的
意
識
の
現
象
学
が

袋
小
路
に
陥
っ
た
結
果
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
l
存
在
論
へ
の
転
回
が
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
他
方
、
ソ
ジ
ュ
ー
ル
を
旗

印
に
し
た
中
期
言
語
論
・
絵
画
論
(
「
間
接
的
言
語
と
洗
黙
の
戸
」
)
と

の
関
係
、
す
な
わ
ち
構
造
主
義
的
な
「
差
異
」
の
思
想
や
「
他
性
」
の
思

想
(
ラ
カ
ン
、
レ
ヴ
イ
ナ
ス
)
と
存
在
論
へ
の
転
回
の
関
係
の
評
定
も

容
易
で
は
な
い
。
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庄

原

瀬

浩

司

幸

い

ニO

O
一

二

年

に

転

記

・

出

版

さ

れ

た

「

受

動

性

」

に

つ

い

て

の

講

義

ノ

ー

ト

の

冒

頭

で

メ

ル

ロ

N
ポ

ン

テ

イ

は

明

快

に

『

知

覚

の

現

象

学

』

の

問

題

点

と

以

後

の

課

題

を

提

示

し

て

い

る

{

5

2

3

E

乙

。

そ

こ

で

本

稿

で

は

こ

の

自

己

分

析

を

念

頭

に

置

き

っ

て

ま

ず

は

「

知

覚

の

現

象

学

』

の

中

で

こ

の

講

義

に

密

接

に

関

る

「

性

的

存

在

と

し

て

の

身

体

」

の

章

の

要

点

を

確

認

す

る

。

そ

の

う

え

で

前

記

の

自

己

分

析

の

意

味

を

確

認

し

、

受

動

性

講

義

に

お

け

る

思

索

の

探

ま

り

を

探

る

た

め

、

フ

ロ

イ

ト

の

「

あ

る

正

夢

」

と

い

う

小

論

に

つ

い

て

の

読

解

を

検

討

す

る

。あ

ら

か

じ

め

要

点

を

示

し

て

お

く

な

ら

ば

、

『

知

覚

の

現

象

学

』

か

ら

後

期

思

想

へ

の

橋

渡

し

と

な

っ

た

の

は

「

表

現

日

表

出

」

の

問

題

で

あ

る

。

こ

れ

は

実

存

の

超

越

の

運

動

そ

の

も

の

で

あ

る

と

同

時

に

、

身

体

図

式

や

身

体

化

の

問

題

と

密

接

に

結

び

つ

い

て

い

る

。

後

期

思

想



の
出
発
点
は
、
こ
の
表
現
行
為
に
制
度
的
厚
み
と
、
感
性
的
・
情
動
的

な
出
来
事
の
沈
殿
(
無
意
識
)
の
消
し
去
り
が
た
さ
を
組
み
込
み
、
心

理
学
的
記
述
で
は
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
な
新
た
な
時
間
論
・
歴
史
論
を
、

フ
ッ
サ
1
ル
の
『
危
機
』
書
を
モ
デ
ル
に
現
象
学
的
に
構
想
す
る
こ
と

に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
実
存
の
運
動
が
「
根
源
的
創
設
」
の
「
軸
」
、
「
象

徴
的
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
と
い
っ
た
用
語
で
記
述
し
直
さ
れ
る
こ
と
を
重

視
し
、
無
意
識
の
領
野
の
実
践
的
・
前
望
的
・
創
造
的
な
性
格
を
強
調

す
る
。
こ
の
こ
と
が
た
と
え
ば
晩
年
の
フ

l

コ
l
が
模
索
し
て
い
た
よ

う
な
、
権
力
関
係
的
な
相
互
主
観
性
と
し
て
の
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
装
置
」
の
肯
定
的
な
作
動
様
態
の
分
析
と
共
鳴
し
、
そ
こ
に
お
け
る

制
作
的
・
制
度
化
的
主
体
の
再
定
義
に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
た

1

多量
三君
ア現
リ象

ヲ jF
論，:
お

け
る

ま
ず
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
「
性
的
存
在
と
し
て
の
身
体
」
の
章
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
初
期
の
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
の
実
存
論
的
な
無
意

識
概
念
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
概
念
の
要
点
を
確
認
す
る
。

こ
の
章
の
第
一
の
目
的
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
〈
現
象
と
し
て
の

性
)
を
〈
主
知
主
義
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
批
判
〈
無
意
識
を
意
識
の
一
様

態
と
考
え
る
立
場
)
〉
と
〈
無
意
識
の
哲
学
(
俗
流
フ
ロ
イ
ト
主
義
の
性

決
定
論
)
〉
」
の
対
立
の
彼
方
に
お
い
て
思
考
し
、
性
的
な
存
在
を
「
世

界
に
お
け
る
存
在
様
態
」
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

視
点
か
ら
知
覚
は
「
エ
ロ
ス
的
知
覚
」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
そ
れ
は

他
者
知
覚
が
「
性
的
図
式
」
で
裏
打
ち
さ
れ
、
世
界
が
性
的
な
「
相
貌
」

の
も
と
に
現
れ
る
こ
と
、
こ
の
世
界
に
住
み
込
む
身
体
の
身
ぶ
り
も
そ

う
し
た
情
動
的
総
体
を
纏
う
こ
と
を
示
す
。
エ
ロ
ス
的
知
覚
は
、
知
覚

一
般
と
同
様
、
観
念
論
的
意
識
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
世
界
」
に
お

い
て
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
に
特
徴
的
な
の
は
、
性

的
図
式
が
身
体
図
式
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
身

体
図
式
は
自
己
と
他
者
や
世
界
と
を
媒
介
す
る
が
、
こ
れ
が
欲
望
対
象

を
中
心
に
再
組
織
さ
れ
た
も
の
が
性
的
図
式
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
認
識
や
行
為
全
体
と
相
互
表

出
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
エ
ロ
ス
的
知
覚
は
、
最
下
層
の
志

向
性
や
孤
立
し
た
志
向
性
で
は
な
く
、
「
実
存
」
全
体
を
蔽
う
。
こ
の

場
合
「
実
存
」
と
い
う
語
は
、
心
身
の
交
通
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
場
、

「
た
え
ざ
る
身
体
化

F
R
E
-
g宮
支
E
r
]」
に
よ
っ
て
重
層
化
し
た
場

と
理
解
さ
れ
、
性
器
的
・
器
質
的
要
因
も
こ
の
場
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
症
候
と
し
て
現
れ
る
「
意
味
」
も
多
元
決
定
さ
れ
つ
つ
、

つ
ね
に
ひ
と
り
の
主
体
の
存
在
様
態
全
体
に
存
在
根
拠
を
持
つ
。
「
意

味
」
は
こ
の
主
体
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
の
で
も
外
部
か
ら
決
定
さ
れ

る
の
で
も
な
く
、
外
部
の
出
来
事
を
主
体
が
い
か
に
「
取
り
上
げ
直
す

H
回
復
す
る

H
反
復
す
る
〔

3
5
常
]
」
か
に
関
る
の
で
あ
る
。

世
界
の
意
味
の
「
地
平
」
的
な
素
描
と
、
そ
の
「
取
り
上
げ
直
し
」
の

4
2

相
互
関
係
の
場
が
「
表
現

u
表
出
」
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
失
語
症

メノ日ンテイ研究|第時2012



か
ら
の
脱
出
は
一
種
の
「
囲
心[
B
2
5
5
2
]

」
で
あ
り
、
そ
の
と
き
身
体

は
実
存
全
体
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
取
り
集
め
直
す
。
そ
う
し
て
身
体

は
共
存
の
地
平
に
ふ
た
た
び
貫
か
れ
、
他
者
へ
の
聞
け
を
回
復
す
る
。

こ
の
身
体
が
再
び
言
葉
を
発
す
る
と
き
も
、
記
号
が
知
的
に
概
念
化
さ

れ
る
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
存
的
な
意
味
の
ほ
う
が
記
号
に
住
み
つ
く
。

こ
れ
が
表
現
さ
れ
る
意
味
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
こ
そ
が
「
語
る
パ
ロ
ー

ル
」
(
表
現
と
表
現
さ
れ
る
も
の
の
可
逆
性
の
制
度
化
)
で
あ
る
〔
ヨ

こ
う
理
解
さ
れ
た
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
意
識
内
容
の
ひ
と
つ
で

も
無
意
識
的
思
考
の
産
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
一
種
の
「
雰
囲
気
」
と

し
て
、
匂
い
や
音
の
よ
う
に
漂
う
地
平
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
と
え
ば
夢

に
お
い
て
解
放
さ
れ
る
イ
マ
1
ジ
ュ
も
、
こ
の
雰
囲
気
の
結
品
と
し
て

散
逸
し
な
が
ら
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
「
典
型
的
な
関
係
」
や
世
界

の
「
情
動
的
な
相
貌
」
を
保
持
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
身
体
に
お
い

て
性
的
図
式
へ
と
組
織
化
さ
れ
、
経
験
の
類
型
化
を
動
機
づ
け
る
。
他

方
主
体
は
地
平
の
偶
然
性
を
た
え
ず
「
取
り
上
げ
直
す
」
こ
と
で
、
そ

れ
を
実
存
の
運
動
全
体
と
関
係
付
け
、
そ
れ
に
意
味
を
住
み
つ
か
せ
る
。

こ
れ
を
メ
ル
ロ
"
ポ
ジ
テ
イ
は
「
超
越
」
と
も
呼
ぶ
。
超
越
と
は
、
実
存

が
事
実
上
の
状
況
を
勘
定
に
入
れ
直
し
〔
官
官
g
宮
古
E
8
2
1、
そ
初

偶
然
性
を
た
え
ず
必
然
性
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
く
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
メ
ル
ロ
u
ポ
ン
テ
イ
は
、
エ
ロ
ス
的
知
覚
か
ら
出
発
し
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
潜
在
的
地
平
へ
の
超
越
の
運
動
へ
と
拡
大
す
る
。
こ

の
地
平
に
お
い
て
実
存
と
は
、
主
体
が
置
か
れ
た
事
実
的
状
況
を
た
え ず

「
表
現
」
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
直
し
続
け
る
運
動
|
バ
ー
よ
り
正
確
に

川
w
a句

言
え
ば
、
そ
う
し
た
運
動
の
場
に
住
み
込
む
実
践
が
表
現
ー
ー
で
あ
り
、

そ
れ
が
前
望
的
主
体
の
「
条
件
付
け
ら
れ
た
自
由
」
[
E
E〕
を
保
証
す

る
。
後
論
を
先
取
り
し
て
一
言
う
な
ら
ば
、
後
期
思
想
の
主
眼
は
、
こ
の

問
題
を
延
長
し
つ
つ
、
そ
も
そ
も
こ
の
地
平
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に

「
根
源
的
に
創
設
」
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
と
り
わ
け
精
神
分
析
が
問

題
に
す
る
よ
う
な
過
去
の
出
来
事
が
ど
の
よ
う
な
重
み
(
消
し
去
り
が

た
さ
)
を
持
つ
の
か
を
、
よ
り
精
細
に
考
慮
し
な
が
ら
前
望
的
H
制
度

化
的
主
体
を
組
み
立
て
直
す
こ
と
に
あ
り
、
現
象
学
的
思
考
の
枠
組
そ

。
ラ

の
も
の
は
保
持
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

2

「
受
動
性
」
講
義
に
お
け
る
自
己
分
析

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
五
四
年
度
の
コ
レ

1
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
で
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
は
、
「
制
度
化
」
概
念
に
つ
い
て
の
講
義
と

「
受
動
性
」
に
つ
い
て
の
講
義
(
眠
り
、
夢
、
無
意
識
、
記
憶
の
考
察
)

を
並
行
し
て
行
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
「
講
義

ノ
1
ト
」
に
お
い
て
、
「
知
覚
の
現
象
学
』
が
な
ぜ
「
誤
解
」
さ
れ
た
か

に
つ
い
て
最
も
明
確
に
記
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ

の
「
誤
解
」
は
以
下
の
ニ
点
に
基
づ
く
。

第
一
に
、
心
理
学
的
記
述
か
ら
始
め
る
と
い
う
選
択
に
よ
る
誤
解
。

『
知
覚
の
現
象
学
』
は
、
当
時
の
心
理
学
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
「
現
象



i叫1
1
1

句

~I!

i!l

i
yoo

守
f

野」が「超越論的領野(時間性)」へとおのずと変容する過程

を追うという方法を採っていた。その結果、客観主義的存

在論を哲学的端緒とせざるをえず、たんなる「心理学的な詮

索」「身体表象の人間学」と理解された。

第二に、知覚的な超越論的な領野を(科学主義と主知主義

を含む)客観主義の残浮や例外として否定的に語ったため、

超越論的領野が、科学的認識と対立するような直接的意識へ

の回帰と理解され、非歴史的なものとみなされてしまった。

以上の誤解を払拭するため以下の課題が設定される。ハ門知

覚が「イデオロギー的・想像的・神話的・実践的・象徴的な諸

領野」[55]にどこまで規定されているかを研究し、ひと

たび制度化されたものの歴史性、その厚みや重みを考慮する

こと(制度化概念講義)。

ω
無意識的沈殿の他性・過去性を主

体がどのように取り上げ直すかを主題化し、その受動性の特

異性を明らかにすること(受動性講義)。

これらのどちらも「知覚」は意識への直接の現前ではなく、

文化的・制度的な諸次元に媒介されていること、そして知覚

対象の「地平」も漠然とした「雰囲気」や「充実性」[主主主ム

ではないことを示唆する。それはまずべある種の構造性や惰

性を苧み、意識への直接現前をさまたげるような制度である。

またそれは、内的な「差異」や「変容体」を含み、凹みやレ

リーフ、さらには「隆起」[見出ニを持っているような、接触

しがたいでこぼこの地平として考え直されなければならない

百三]。対象

[oZ2
〕との認識論的関係とは異なる、世界との

関係の新たな記述が模索されている。

3

フ
ロ
イ
ト
「
あ
る
正
夢
」
の
分
析

そ
れ
で
は
受
動
性
に
つ
い
て
の
講
義
で
、
夢
や
無
意
識
は
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
の
か
。
『
知
覚
の
現
象
学
』
と
対
比
し
た
と
き
注
目
す

べ
き
は
、
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
が
「
過
去
の
経
験
の
消
し
去
り
が
た
さ
」

を
強
調
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
無
時
間
的
」
で
「
不
滅
」
だ
と
し
た
、
夢
や

無
意
識
の
特
異
な
時
間
性
を
現
象
学
的
に
主
題
化
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
あ
る
正
夢

E
R
R
E
Z
F
5
E
S

巴
」

〔
の
毛
・
5
5

・N
U
]と
い
う
一
八
九
九
年
の
小
論
の
コ
メ
ン
ト
を
取
り
上
げ

d
6

る
。
ま
ず
は
そ
の
概
要
を
紹
介
し
よ
う
。

神
経
症
で
フ
ロ
イ
ト
の
治
療
を
受
け
て
い
た

B
夫
人
は
か
つ
て
家
庭

医
で
友
人
で
も
あ
っ
た

K
博
士

(
K
1
と
す
る
)
に
出
会
う
夢
を
見
る
。

す
る
と
ま
さ
に
夢
で
見
た
そ
の
場
所
で
彼
女
は

K
博
士
に
出
会
う
。
だ

が
フ
ロ
イ
ト
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
の
予
知
夢
は
、

K
博
士
に
出
会
っ

た
後
に
事
後
的
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
夢
を
見
た

と
い
う
確
信
そ
の
も
の
が
出
会
い
の
場
で
生
ま
れ
、
過
去
に
投
影
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
彼
女
が
二
五
年
前
に
病
気
の
夫
を
看

護
の
末
に
失
っ
て
、
音
楽
を
教
え
な
が
ら
か
ろ
う
じ
て
生
計
を
立
て
て

い
た
と
き
に
出
会
っ
た
、
別
の

K
博
士

(
K
2
と
す
る
)
と
の
束
の
間

か印テイ研究|第時 2012



の
情
事
が
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
も
う
ひ
と
り
の

K
は
弁
護
士
で
、
彼

女
が
憧
れ
に
身
を
焦
が
し
て
い
る
と
き
に
ド
ア
を
聞
け
て
登
場
し
た
。

実
際
に
見
た
夢
は
、
二
五
年
を
経
て
恋
人
に
再
会
し
た
い
と
い
う
欲
望

に
色
彩
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
家
庭
医
で
友
人
で

あ
る

K
1

に
遭
遇
し
た
と
き
、
こ
の
人
物
が
欲
望
の
対
象
で
あ
る

K
2

の
「
遮
蔽
物
」
と
な
り
、
こ
の
友
人
と
出
会
っ
た
夢
を
見
た
と
い
う
確

信
が
形
作
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
夢
が
意
識
へ
と
貫
通
す
る
こ
と
を
許
可

す
る
「
検
閲
」
の
働
き
の
一
形
式
だ
と
フ
ロ
イ
ト
は
結
論
す
る
。

こ
の
分
析
を
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
は
以
下
の
よ
う
に
再
解
釈
す
る
。

第
一
に
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
被
女
に
強
い
情
動
を
与
え
た
経

験

(
K
2
の
不
意
の
訪
れ
)
が
、
あ
る
種
の
性
的
な
一
般
性
の
地
平

。

7

を
切
り
開
く
よ
う
な
、
特
権
的
な
経
験
の
制
度
化
(
「
根
源
的
創
設

〔C
E
P
邑
」
)
と
し
て
、
彼
女
の
知
覚
装
置
の
細
部
に
消
し
去
り
が
た

い
も
の
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
「
性
的
身

体
図
式
」
を
形
成
し
、
現
在
の
他
者
知
覚
に
重
ね
書
き
さ
れ
、
二
人
の

K
が
混
同
さ
れ
る
下
地
と
な
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
そ
こ
に
「
検
閲
」
に
よ
る
虚
偽
の
知
覚
の
根
拠
を
見
て

取
る
。
だ
が
メ
ル
ロ

u
ポ
ン
テ
イ
は
「
夢
幻
的
な
も
の
」
が
「
虚
偽
」
で

は
な
く
ひ
と
つ
の
「
現
象
」
で
あ
る
こ
と
、
一
歩
に
対
す
る
回
顧
的
錯
覚

(
予
知
夢
だ
と
い
う
印
象
)
が
あ
く
ま
で
「
知
覚
的
意
識
の
弁
証
法
」
に

基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
〔
【
己
主
。
問
題
は
い
わ
ゆ

る
虚
偽
意
識
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
知
覚
的
意
識
」
の
変
様
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
ブ
ロ
イ
ト
は
「
真
の
知
」
で
あ
る
無
意
識
と
、
そ
の

虚
偽
的
な
ヴ
ァ

1
ジ
ョ
ン
で
あ
る
意
識
を
明
確
に
区
別
し
た
が
ゆ
え
に
、

d
s

無
意
識
の
検
閲
や
置
き
換
え
に
つ
い
て
否
定
的
に
語
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
は
「
知
で
な
い
よ
う
な
知
覚
的
な
接
触
(
た

だ
し
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
内
的
な
距
離
を
排
除
し
な

い
接
触
ご
と
し
て
肯
定
的
に
無
意
識
の
介
入
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

す
る
と
こ
の
夢
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
。

ま
ず
恋
人

K
2

が
友
人

k
l

に
「
置
き
換
え
」
ら
れ
た
の
は
、
カ
ム

フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
は
な
く
、
こ
の
友
人
と
の
付
き
合
い
が
、
か
つ
て
の
愛

人
と
の
恋
愛
期
全
体
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の

友
人
と
の
聞
に
も
恋
愛
に
近
い
情
動
が
な
く
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
の
「
置
き
換
え
」
は
「
機
械
的
連
想
」
で
も
「
第
二
の
意

識
に
よ
る
総
合
」
で
も
な
く
、
ニ
人
の
男
を
含
ん
だ
生
活
全
体
が
一
種

の
ご
般
性
」
(
相
互
主
観
的
地
平
)
を
形
作
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

し
た
が
っ
て
正
夢
だ
と
い
う
印
象
は

K
1

と
再
会
し
た
い
と
い
う

欲
望
を
隠
蔽
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
欲
望
さ
れ
た
出

会
い
の
本
質
」
を
間
接
的
に
表
出
し
た
も
の
だ
と
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ

は
言
う
宮
口
元
か
つ
て
の

K
2

と
の
出
会
い
が
、
あ
る
相
互
主
観

的
な
制
度
を
切
り
開
く
。
こ
の
制
度
は
、
そ
の
創
設
の
時
点
に
お
い

て
、

K
2

の
分
身

|
|
K
2

と
同
じ
で
あ
る
と
同
時
に
ど
こ
か
違
う
存

在
i
ー
を
み
ず
か
ら
増
殖
さ
せ
る
よ
う
な
制
度
な
の
で
あ
る
。
出
会
い

の
対
象
が
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ぞ
れ
は
み
ず
か

ら
の
一
連
の
分
身
(
差
異
を
は
ら
ん
だ
変
容
体
)
を
生
産
す
る
よ
う
な

制
度
(
た
だ
し
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
け
は
不
在
で
あ
る
よ
う
な
制
度
)
を
開



nu
。。

く。このような分身生産の制度を形容するのには、「置き換

え」といった言語主義的な比喰はふさわしくない。これはあ

くまで知覚の次元における、感覚的なものの鏡像的でおのず

4
9

か
ら
な
る
二
重
化

H
反
復
な
の
で
あ
る
。

こ
の
根
源
的
創
設
の
本
質
の
間
接
的
表
出
の
こ
と
を
メ
ル
ロ
"
ポ
シ

テ
ィ
は
、
「
一
般
性
の
シ
ス
テ
ム
」
の
「
表
出
の
ぶ
れ

[
V
o
z

な
こ
と
形
容

す
る
。

K
2

と
の
出
会
い
を
中
心
と
す
る
制
度
と
、

k
l

を
中
心
と
す

る
よ
り
ゆ
る
や
か
な
制
度
は
、
わ
ず
か
に
中
心
を
ず
ら
し
な
が
ら
重
な

り
合
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

K
1

の
知
覚
を
き
っ
か
け
と
し
て

K
2

を

軸
と
す
る
制
度
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
か
け
が
え
の
な
い
他
者
と

の
根
源
的
な
出
会
い
は
別
の
制
度
に
組
み
込
ま
れ
、
別
の
意
味
を
纏
い

な
が
ら
と
ど
ま
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
か
つ
て
の
恋
人
と
の
出
会
い
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
知

覚
で
き
な
い
記
憶
で
あ
る
が
、
彼
女
の
「
世
界
の
ひ
そ
か
な
構
造
の
な

か
に
書
き
込
ま
れ
て
」
お
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
細
部
の
知
覚
に
よ
っ
て
、

ふ
と
呼
び
起
こ
さ
れ
る
[
邑
。
根
源
的
な
出
会
い
は
、
別
の
偶
然
の
出

会
い
に
、
同
じ
よ
う
で
あ
る
と
同
時
に
わ
ず
か
に
異
な
っ
た
意
味
の
必

然
性
を
与
え
る
よ
う
な
領
野
の
創
設
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
知
覚
不
可
能

で
あ
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
知
覚
的
領
野
の
一
部
を
な
す
よ
う
な
、
た

え
ず
反
復
さ
れ
る
創
設
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
変
容
し
な
が

ら
と
ど
ま
り
続
け
る
も
の
の
時
間
性
を
メ
ル
ロ

H
ポ
ン
テ
イ
は
「
実
存

的
永
遠
性
」
[
〈
己
邑
と
も
呼
ぶ
。
そ
れ
は
理
念
的
な
も
の
の
永
遠
性

で
は
な
く
、
生
の
諸
次
元
を
横
断
し
、
変
容
・
反
復
さ
れ
る
非
概
念
的

な
意
味
の
永
遠
性
で
あ
る
。

そ
し
て
『
知
覚
の
現
象
学
』
と
同
様
、
こ
の
根
源
的
創
設
は
身
体
図

式
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
身
体
的
記
憶
が
可
能
に
な
る
た
め
に

は
、
彼
女
自
身
の
身
体
が
根
源
的
な
出
会
い
を
受
容
し
う
る
よ
う
な
傷

d
m

つ
き
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
制
度
の
構
成
要
素
で
も
動
作
主
で

も
あ
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
受
動
的
か
つ
能
動
的
に
組
み
込
ま
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
彼
女
の
身
体
意
識
は

制
度
の
「
ぶ
れ
」
に
お
け
る
多
数
の
関
係
の
「
共
鳴
体

[
5
0
5
5
2
E

3
S
と
な
り
な
が
ら
、
他
者
た
ち
の
制
度
を
分
身
た
ち
の
制
度
と
し
て

創
設
す
る
。
友
人
と
の
出
会
い
は
「
あ
る
[
身
体
の
]
組
み
立
て
に
接
触

し
、
そ
こ
に
こ
だ
ま
を
響
か
せ
た
の
だ
」

[
H
Z
M
]。

こ
の
世
界
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
他
者
は
|
|
現
実
の
他
者
で
あ
ろ

A
W
U

う
と
、
想
像
上
の
他
者
で
あ
ろ
う
と
|
|
、
「
夢
の
よ
う
に
」
現
前
し
、

相
互
に
表
出
し
合
う
分
身
た
ち
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
が
夢
だ

と
い
う
の
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
分
身
た
ち
が
作
る
制
度

が
「
知
覚
(
現
実
)
」
と
「
想
像
」
と
の
サ
ル
ト
ル
的
な
区
別
と
は
無
縁

な
構
造
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
根
源
的
出

会
い
の
偶
然
性
に
結
び
つ
い
た
事
実
性
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
け
が
え

の
な
い
他
者
の
想
像
的
分
身
だ
け
が
必
然
的
・
運
命
的
な
現
象
と
し
て

現
れ
る
よ
う
な
、
独
自
の
知
覚
制
度
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
知
覚
制
度
の
こ
と
を
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
は
「
象
徴
的

d
u

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ぶ
。
象
徴
的
と
い
う
の
は
、
こ
の
制
度
こ
そ
が
、

彼
女
の
他
者
た
ち
と
の
関
係
に
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
「
意
味
」
を
住
み

…かイ研究|第時 2ω



込
ま
せ
る
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
枠
組
だ
か
ら
で
あ
る
。
象
徴
的
マ

ト
リ
ッ
ク
ス
と
は
、
構
造
主
義
的
な
置
き
換
え
の
場
で
は
な
く
、
根
源

的
な
創
設
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
そ
れ
を
感
覚
的
な
身
体
を
媒
介

に
、
た
え
ず
別
の
か
た
ち
で
共
鳴
さ
せ
続
け
る
よ
う
な
装
置
で
あ
る
。

こ
う
し
て
メ
ル
ロ
制
ポ
ン
テ
イ
は
「
雰
囲
気
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た

地
平
を
「
象
徴
的
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
言
い
換
え
は
何
を

意
味
す
る
の
か
。

第
一
に
強
調
す
べ
き
は
、
メ
ル
ロ
"
ボ
ン
テ
イ
が
性
的
な
地
平
を
、

た
ん
に
心
理
学
的
に
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
創
設
さ

れ
、
現
在
の
知
覚
野
に
残
存
し
て
い
る
か
を
主
題
化
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
働
き
を
メ
ル
ロ

H
ポ
ン
テ
イ
は
「
軸

Z
S
]
」
と
い

う
独
自
の
用
語
で
主
題
化
す
る
。
た
と
え
ば
「
欲
望
は
、
別
の
夢
に
お

い
て
、
軸
と
し
て
の
知
覚
」
の
役
割
を
演
じ
、
「
テ
レ
パ
シ
ー
や
予
知

A
V
U

の
印
象
に
道
を
開
く
」
と
メ
ル
ロ

H
ポ
ン
テ
イ
は
言
う

[
H
m
N
-
E
N
O
]。
恋

人
と
の
情
事
と
い
う
偶
然
の
出
来
事
は
、
超
越
の
運
動
に
よ
り
潜
在

的
・
一
般
的
な
領
野
へ
と
聞
か
れ
る
。
す
る
と
こ
の
聞
け
が
軸
と
な

ス
タ

4
9

り
、
彼
女
の
生
を
あ
る
様
式
で
構
造
化
し
た
り
、
歪
め
た
り
、
方
向
付

け
た
り
す
る
。
し
か
し
そ
の
軸
を
創
設
し
た
出
来
事
の
意
識
内
容
は
忘

却
さ
れ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
を
忘
却
す
る
運

動
(
分
身
を
生
産
す
る
運
動
)
に
お
い
て
作
動
す
る
。
し
た
が
っ
て
軸

と
は
、
十
全
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
何
か
の
背
後
に
隠
さ
れ

た
も
の
で
も
な
い
。
「
無
意
識
と
は
何
か
。
軸
と
し
て
働
く
も
の
、
実

存
範
鴎
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
知
覚
さ
れ

て
い
な
い
も
の
で
あ
る
」
[
〈

F
N
3
1

こ
の
よ
う
に
知
覚
の
領
野
に
含

ま
れ
た
見
え
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
見
え
る
も
の
に
住
み
つ
く
見
え

な
い
も
の
へ
の
聞
け
こ
そ
が
、
無
意
識
的
な
「
軸
」
と
し
て
対
象
の
現

れ
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
軸
の
記
述
に
よ
っ
て
メ
ル
ロ

H
ポ
ン
テ
イ
は
、

心
理
学
的
な
記
述
か
ら
脱
却
し
、
雰
囲
気
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
ひ

そ
か
に
支
え
続
け
る
「
根
源
的
創
設
」
を
主
題
化
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
「
軸
」
の
知
覚
は
現
前
・
不
在
の
対
立
を
逃
れ
去

る
。
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
無
意
識
と
は
〈
根
源
的
に
現
前
し
な
い
も

の
〉
が
、
そ
れ
自
体
が
創
設
す
る
制
度
を
媒
介
に
、
間
接
的
に
現
前
す

る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
軸
に
よ
る
知
覚
と
は
、
現
実

の
も
の
で
あ
れ
、
夢
幻
的
な
も
の
で
あ
れ
、
こ
の
制
度
を
媒
介
に
し
た

d
H

距
離
を
苧
ん
だ
知
覚
、
す
な
わ
ち
「
遠
隔

1
視
覚
」
[
円2
T
5
2
]
」
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
は
接
近
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

傷
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
残
り
続
け
、
そ
の
抑
圧
の
審
殺
そ
の
も
の
が
回

帰
の
媒
体
と
な
る
と
考
え
た
定
見

M
S
。
そ
れ
に
対
し
メ
ル
ロ
"
ポ
ン

テ
イ
は
そ
こ
に
距
離
を
苧
ん
だ
知
覚
を
見
て
取
る
。
つ
ま
り
欲
望
さ
れ

た
対
象
に
対
す
る
「
距
離
官
一
千
〕
」
こ
そ
が
、
そ
の
分
身
の
現
れ
る
場
で

あ
る
と
と
も
に
、
(
制
度
の
細
部
を
還
し
た
)
対
象
へ
の
接
触
の
場
な

の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
距
離
を
苧
ん
だ
一
致
」
「
部
分
的
一
致
」
の
距
離

や
断
片
性
を
た
ん
な
る
否
定
的
な
も
の
(
抑
圧
さ
れ
た
無
時
間
的
な
も

の
)
と
し
て
で
は
な
く
、
制
度
を
支
え
る
軸
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
返

す
こ
と
こ
そ
が
後
期
思
想
の
主
題
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
無
意
識

と
は
な
ん
ら
か
の
欠
如
的
・
否
定
的
な
表
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
感
覚

|実存無意織制度



司
40

0

的
な
も
の
の
厚
み
が
お
の
ず
と
意
味
を
苧
み
な
が
ら
、
重
層
化
し
て
い

q
m

く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
「
軸
」
は
新
た
な
情
動
的
対
象
と
の
遭
遇

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
つ
ね
に
み
ず
か
ら
ず
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

制
度
全
体
を
組
み
替
え
る
。
こ
の
わ
ず
か
な
ず
れ
こ
そ
が
、
知
覚
世
界

全
体
に
こ
だ
ま
を
響
か
せ
、
新
た
な
経
験
に
意
味
を
与
え
続
け
、
根
源

的
創
設
を
反
復
す
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
な
議
論
が
時
間
論
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
指
摘
で

き
る
こ
と
は
、
「
現
在
」
の
知
覚
的
領
野
は
、
過
去
と
未
来
が
、
無
意

識
を
軸
に
し
て
交
叉
す
る
場
、
あ
る
い
は
根
源
的
過
去
を
未
来
に
投
企

す
る
と
同
時
に
た
だ
ち
に
取
り
上
げ
直
す
よ
う
な
場
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
厚
み
を
は
ら
ん
で
垂
直
に
立
ち
上
が
る
よ
う
な
「
次
元
的
現
在
」
[
戸

ω立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
無
意
識
は
、
私
た
ち
の
奥
底
や
「
意

識
」
の
背
後
に
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
前
に
、
私
た
ち
の
領
野
の
分
節

化
と
し
て
探
求
さ
れ
る
べ
き
だ
。
そ
れ
が
「
無
意
識
」
な
の
は
対
象
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
対
象
が
可
能
に
な

る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
布
置
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
私
た
ち
の
未
来
が

読
み
と
ら
れ
る
」
[
戸

N
S
。
こ
の
よ
う
に
無
意
識
と
は
、
私
た
ち
の

現
前
野
の
「
分
節
化
」
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
無
時
間
的
で
不
滅
の
象

徴
界
を
か
た
ち
づ
く
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
過
去
の
出
来
事
の
線
源

的
創
設
を
た
え
ず
再
活
性
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
未
来
の
別
の
意
味
へ

と
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
、
前
望
的
で
垂
直
的
な
時
間
的
な
プ
ロ
セ
ス
な

の
で
あ
る
。

4

ま
と
め
と
問
題
提
起

六
0
年
代
の
構
造
主
義
は
、
実
存
思
想
の
人
間
学
的
側
面
を
標
的
と

し
た
。
し
か
し
メ
ル
ロ
"
ポ
シ
テ
ィ
の
思
想
転
回
は
こ
の
よ
う
な
皮
相

な
思
想
史
的
な
図
式
か
ら
は
逃
れ
て
い
る
。
彼
の
初
期
思
想
に
お
い
て
、

人
間
的
な
行
為
は
つ
ね
に
非
人
間
的
な
地
平
、
雰
囲
気
と
し
て
広
が
る

一
般
性
の
地
平
に
取
り
固
ま
れ
て
い
る
。
他
方
「
自
由
」
と
は
、
こ
の

非
人
間
的
な
地
平
を
「
取
り
上
げ
直
し
」
、
そ
れ
を
い
わ
ば
未
来
へ
と

投
げ
出
す
こ
と
、
そ
し
て
投
げ
出
さ
れ
た
も
の
を
す
ぐ
さ
ま
取
り
上
げ

直
す
絶
え
ざ
る
運
動
性
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
構
造
主
義
的
思
考

に
接
近
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
こ
の
「
地

平
的
先
取
り
」
と
そ
の
「
取
り
上
げ
直
し
」
の
交
叉
を
よ
り
精
密
に
踏

査
し
、
そ
こ
に
お
け
る
ず
れ
の
契
機
を
肯
定
的
に
含
む
よ
う
な
現
象
学

的
時
間
論
を
練
り
上
げ
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
言
い
か
え
る
な
ら

ば
、
象
徴
的
制
度
が
非
人
間
的
な
も
の
と
し
て
自
立
し
て
し
ま
う
こ
と
、

つ
ま
り
ひ
と
た
び
打
ち
立
て
ら
れ
た
制
度
が
、
た
ち
ま
ち
堕
落
し
て
退

行
し
て
し
ま
う
遡
行
的
運
動
を
組
み
込
み
う
る
よ
う
な
、
厚
み
を
持
っ

た
現
在
の
時
間
経
験
を
主
題
化
す
る
こ
と
が
晩
年
の
存
在
論
の
課
題
で

あ
っ
た
。

メルロインザ究|第時 2012

こ
の
こ
と
と
相
関
的
に
「
象
徴
的
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
は
純
粋
に
人
間

的
で
も
非
人
間
的
で
も
な
く
、
言
語
的
で
も
身
体
的
で
も
な
い
意
味
生



産
装
置
で
あ
り
、
制
度
の
変
容
の
原
理
で
あ
る
。
身
体
も
ま
た
こ
の
装

置
に
組
み
込
ま
れ
、
刺
し
貫
か
れ
、
傷
つ
き
、
応
答
し
、
こ
の
傷
を
新

た
な
意
味
に
変
容
さ
せ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
制
度
の
生
成
を
捉

え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
制
度
か
ら
た
え
ず
逃
れ
よ
う
と
す
る
「
野
生

の
存
在
」
を
、
制
度
自
身
が
取
り
上
げ
直
し
、
意
味
へ
と
生
成
さ
せ
る

運
動
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
直
す
こ
と
な
の
だ
。

か
つ
て
ジ
ル
・
ド
ウ
ル

1
ズ
は
「
現
実
界
」
「
想
像
界
」
に
加
え
て
、

「
象
徴
界
」
と
い
う
領
域
を
付
加
し
た
こ
と
が
構
造
主
義
の
特
質
で
あ

4
M

る
と
し
た
。
メ
ル
ロ

H
ポ
ン
テ
イ
は
サ
ル
ト
ル
的
な
「
知
覚
(
現
実
ど

と
「
想
像
」
の
区
別
を
と
り
わ
け
後
期
に
全
面
否
定
し
、
両
者
の
相
互

浸
透
を
強
調
す
る
。
そ
の
一
方
で
構
造
主
義
が
語
る
象
徴
界
の
優
位
、

死
の
ま
な
ざ
し
、
象
徴
界
の
穴
(
ラ
カ
ン
)
、
超
自
我
的
な
審
級
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
呼
び
か
け
の
内
面
化
(
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
)
と
い
っ
た

一
言
語
・
社
会
制
度
を
前
提
し
た
議
論
に
は
同
意
し
な
い
だ
ろ
う
。
メ
ル

ロ
u
ポ
ン
テ
イ
は
む
し
ろ
「
現
実
」
と
「
夢
幻
的
な
世
界
」
が
絡
み
合
う

世
界
を
暴
き
出
す
と
同
時
に
、
そ
れ
を
支
え
る
ほ
と
ん
ど
知
覚
で
き
な

い
よ
う
な
「
軸
」
の
お
の
ず
か
ら
な
る
現
れ
を
、
あ
る
世
界
の
「
根
源

的
な
創
設
」
の
痕
跡
と
し
て
読
み
取
り
、
そ
れ
を
実
践
的
な
表
現
行
為

(
た
と
え
ば
「
語
る
」
と
い
う
行
為
)
に
よ
っ
て
意
味
へ
と
も
た
ら
す
こ

と
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。

最
後
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
初
期
の
ピ
ン
ス
ワ
ン
ガ

l

の
著
作
へ

の
序
論
で
、
サ
ル
ト
ル
の
イ
マ

1
ジ
ュ
論
を
批
判
し
な
が
ら
表
現
論

に
現
象
学
の
拡
張
の
可
能
性
を
模
索
し
、
晩
年
に
「
実
存
の
技
法
」
の

思
想
を
提
唱
し
て
い
た
フ

l

コ
!
の
思
想
と
は
、
そ
の
対
象
が
歴
史

で
あ
っ
た
と
い
う
相
違
を
越
え
、
ま
た
彼
自
身
の
現
象
学
批
判
を
越

え
て
、
メ
ル
ロ

H
ポ
ン
テ
イ
と
の
生
産
的
な
突
き
合
わ
せ
が
有
効
だ
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
メ
ル
ロ

N
ポ
ン
テ
イ
の
い
う
象
徴
的
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
を
、
身
体
を
内
と
外
か
ら
触
発
す
る
ひ
と
つ
の
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
の
装
置
」
三
位
の
歴
史
第
一
巻
』
]
と
い
う
権
力
諸
関
係
(
非
抑
圧
的

で
、
双
方
向
的
で
、
動
的
で
闘
争
的
だ
が
、
多
義
的
な
意
味
を
生
産
す

る
「
変
形
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
」
)
と
考
え
、
身
体
を
そ
の
装
置
の
一
要
素

で
も
あ
り
、
動
作
主
で
も
あ
り
、
対
象
で
も
あ
る
も
の

(
n
m「
監
獄
の

誕
生
』
の
パ
ノ
プ
テ
イ
コ
ン
に
お
け
る
囚
人
の
位
置
)
と
考
え
る
こ
と

ス
タ
イ
斤

も
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
特
異
な
行
為
の
「
様
式
」
の
歴
史
こ

そ
が
晩
年
の
フ

l

コ
l
が
「
実
存
の
技
法
」
の
歴
史
と
呼
ん
だ
も
の
で

』
可
げ

あ
り
、
「
主
体
化
」
の
歴
史
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
両
者
を
統
合

し
た
か
た
ち
で
「
権
力
関
係
に
お
け
る
身
体
装
置
の
現
象
学
」
「
夢
幻

4
同

A
H円

的
身
体
の
政
治
的
系
譜
学
」
を
構
想
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

(
追
記
。
本
織
は
「
実
存
思
想
協
会
」
春
の
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
東
京
大
学
、

二
O

一
二
年
三
月
二
六
日
の
発
表
原
稿
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
科
学
研

究
費
補
助
金
「
基
盤
研
究

(
B
)」
〈
N
S
M
O
O
D
3
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
)

度制
刷
叩

織意無存実



M
m

註

「
洗
黙
の
コ
ギ
ト
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
し
な
い
。
私
が

『
知
覚
の
現
象
学
』
で
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
そ
れ
を
開
示
し
て
も
解
決
に
は

至
ら
な
い
(
コ
ギ
ト
に
つ
い
て
の
章
は
言
語
に
つ
い
て
の
章
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
な
い
。
反
対
に
私
は
ひ
と
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
の
だ
〉
[
〈
F
N
3
]
0

2
知
覚
の
現
象
学
』
で
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
私
が
「
意
識
」
と
「
対
象
」
と

い
う
区
別
か
ら
出
発
し
た
た
め
に
解
決
不
可
能
で
あ
る
」
[
話
相
N
U
U
]
。
以
下

メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
略
号
を
使
用
す
る
。
同
司

マ
H
h
F
E
.
H
R
S
ミ
守
、
s
h

足
切
か

B
S
S
3
3
言
。
怠
側
、
礼
町
、
吋
ミ
ヨ
ミ
ヘ
h
u
v
U
A
E
旬
、
M
U
L


-
v
ュ
P
図
。
一
一
P
N
o
o
u
u
同
V
一
司
H
N
u
b
診
。
速
な
ミ
。
偽
札
、

a
v
P
K
O
毛
主

v
S
F
-
v
R
F
の
比
一
戸
自
民
仏
国

s
h
恥
印
刷
N
n
n
b
-

岱
ミ

&
S
S
H
h
ミ
ヘ
ハ
リ
ミ
h
w
鳴
ら
や
さ
R
句
、
い
む
よ
い
w
h
e
w
-
M
R
F
の
t
z
B
R
仏


s
a
∞
・
山
g
n
t
e
e
-

宰
ミ
尽
き

h
h
h
$
岨
】V
R
F
の
丘
一
g
R
n
F
G
食
(
た
だ
し
唱
と
云

の
現
行
の
n
o
E
・
会
討
ご
の
グ
ァ

l
ジ
ョ
ン
で
は
頁
数
が
異
な
っ
て
い
る
)
。

マ
2

ミ
シ
ェ
ル
・
フ

l

コ
l
は
一
九
五
四
年
の
ピ
ン
ス
ワ
ン
ガ

1

「
夢
と
実
存
」

へ
の
序
文
に
お
い
て
「
お
そ
ら
く
、
表
現
の
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
現
象
学
を

越
え
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る

[
g
k
r
t

明o
z
g
己
p
b
旨
ミ
弘

S
.
p
h
-
v
R
F
の
住
吉
R
n
F
司
・
芯
・
〕
。
こ
の
序
文
は
、
表
現
の

哲
学
の
強
調
や
サ
ル
ト
ル
の
イ
メ
ー
ジ
論
批
判
な
ど
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う
に
、

メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
思
想
の
影
響
の
下
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
以
下
註
に
お
い

て
フ

l

コ
!
と
の
関
係
を
指
示
す
る
。

フ
1

コ
1
前
掲
書
「
夢
は
そ
の
超
越
の
う
ち
で
、
そ
し
て
そ
の
超
越
に

マ
3

あ
際
劃
引

-----az'm

‘
E

回
目H
M
M
M

よ
っ
て
、
ぬ
き
が
た
い
孤
独
の
う
ち
に
あ
る
実
存
が
一
つ
の
世
界
へ
お
の
れ
を

企
投
し
、
そ
の
世
界
が
そ
の
歴
史
の
場
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
原
初

の
運
動
を
あ
ら
わ
に
す
る
[
・
:
]
。
世
界
ヘ
向
か
う
自
由
の
運
動
と
、
自
由
が

お
の
れ
の
世
界
を
手
に
い
れ
る
た
め
の
原
初
の
出
発
点
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
の

だ
」
[
忌
ミ-
M勺
・
3
'
ヨ
]
。

マ
4

五
三
年
度
講
義
「
感
覚
的
世
界
と
表
現
の
世
界
」
の
講
義
準
備
ノ

1
ト
に

お
い
て
メ
ル
ロ
"
ポ
シ
テ
ィ
は
「
表
現
」
な
い
し
は
「
表
現
性
」
を
「
あ
る
現
象

が
、
そ
の
内
的
な
配
置
[
a
g
a
g
s
円
]
に
よ
っ
て
、
存
在
し
な
い
別
の
現
象
、

さ
ら
に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
別
の
現
象
を
認
識
さ
せ
る
属
性
」
と
定

義
す
る
。
そ
し
て
「
道
具
や
作
品
は
、
事
物
さ
ら
に
は
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ

と
で
人
聞
を
表
現
す
る
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
「
人
聞
が
生
産
物
に
お
い
て
自

己
表
現
す
る
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
生
産
物
の
ほ
う
が
世
界
を
表
現
し
、
人

閲
は
こ
の
関
係
の
現
れ
に
よ
つ
て
確
証
さ
れ
る
」
と
い
う
[
ロ
h
、
遺
ミ
。
s
滋
ぬ
与
『
句
s
s
s
h

忌h
忌
忌
争
少
$

-
守
守

a
k守
町
逮
ミ
。
s

芯
s与
守
h
札
叫
芝
、
と
之
~
、
、
ぬ
§
屯
さ
き
h

N包
。
】
ニ
】
ア
噌

γ乞
角
包ω匂
句
同
5
a
g
ω
5
a
.
-

宅u屯
司.
k恥
お
恥
お
∞
旦
]
。
表
現
と
表
現
さ
れ
た
世
界
の
関
係
こ
そ
が
「
人

間
」
の
場
な
の
で
あ
る
。

マ
ラ
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
出
版
後
の
四
六
年
に
行
わ
れ
た
学
会
で
ジ
ャ
ン
・
イ

ポ
リ
ッ
ト
は
「
知
覚
の
記
述
」
と
「
意
味
の
存
在
論
」
の
関
係
付
け
の
弱
さ
を

指
摘
し
、
続
い
て
ポ

i
フ
レ
は
ハ
イ
デ
ガ
!
的
問
題
系
へ
の
移
行
を
慾
還
し

た
ロ
ミ
ミ
S
ミ
込
ト
ミ
ミ
合
S
F
U
m
g
F
S
u
a
-
-
屯
・
ヨ
ム
O
U
]
。
し
か
し
メ
ル
ロ

"
ポ
ン
テ
イ
は
前
掲
講
義
で
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
指
摘
に
反
批
判
し
、
自
分
に
と
っ

て
存
在
論
と
現
象
学
に
は
区
別
は
な
く
、
『
存
在
と
時
間
』
の
心
理
学
と
存
在

論
の
区
別
は
「
形
式
主
義
」
に
至
る
と
記
す
。
じ
さ
道
路
旬
、
認
h
h
や
や
号
、
町
選
g
h
給
与
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円
丹
念
、
a
=。
F
-
u
-
u
-
A
A

山
ム
一
可
・

マ
6

他
に
メ
ル
ロ
川
ポ
ン
テ
イ
は
、
「
あ
る
ヒ
ス
テ
リ
ー
分
析
の
断
片
(
症
例

ド
1
ラ
)
」
、
「
妄
想
と
夢
(
イ
エ
ン
ゼ
ン
『
グ
ラ
デ
イ

1
グ
ア
』
論
)
」
『
日
常
生

活
の
精
神
病
理
学
』
「
夢
判
断
』
な
ど
も
分
析
し
て
い
る
が
字
数
の
事
情
に
よ

り
割
愛
す
る
。

こ
の
用
語
は
フ
ッ
サ

1
ル
『
危
機
』
警
と
り
わ
け
「
幾
何
学
の
起
源
」
か
ら

借
用
さ
れ
、
メ
ル
ロ

M
ポ
ン
テ
イ
思
想
に
次
第
に
深
く
組
み
込
ま
れ
つ
つ
自
由

に
展
開
さ
れ
て
い
く
操
作
的
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
は
フ

l

コ
l
が
『
性
の
歴
史

マ
7

マ
8

第
一
巻
』
で
「
抑
圧
の
仮
説
」
を
批

判
し
、
権
力
を
あ
く
ま
で
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
と
関
係
す

る
。
も
ち
ろ
ん
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
自
身
は
「
抑
圧
」
の
用
語
を
保
持
し
て
い
る

が
、
こ
の
概
念
の
否
定
的
側
面
の
批
判
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
こ
こ
で
は
取
り
扱
え
な
い
「
『
グ
ラ
デ
イ

1
ヴ
ア
』
論
」
が
重
要
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
無
意
識
が
た
ん
な
る
「
暗
黙
の
思
考
」
で
な
い
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

[
5
M
M
S。
(
津
田
哲
生
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
)

マ
9

「
置
き
換
え
い
置
き
換
え
と
い
う
よ
り
は
二
重
化
で
あ
り
、
遮
蔽
的
・
隠
蔽

的
な
人
物
と
い
う
よ
り
は
、
分
身
、
ぶ
れ
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
」
ロ
ロ
虫
色
。

マ
ω

「
無
意
識
と
は
、
行
為
す
る
私
の
機
構
に
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
が
挿
入
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
」

[
5
3
2
。
身
体
図
式
と
り
わ
け
性
的
な
身
体
図
式
を
論

じ
る
に
あ
た
り
、
次
第
に
重
要
性
を
増
し
て
い
く
の
は

P

・
シ
ル
ダ
l
の
著
作

で
あ
る
。
「
シ
ル
ダ

l

の
実
験
。
到
達
し
得
な
い
も
の
が
規
範
と
し
て
住
み
込

み
、
私
た
ち
の
身
体
を
所
有
し
、
そ
の
運
動
を
指
示
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ

の
到
達
不
可
能
な
も
の
が
欲
望
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
ロ
ロ
ロ
ニ
。

こ
う
し
た
身
体
図
式
の
傷
つ
き
ゃ
す
さ
が
「
外
傷
的
主
体
の
哲
学
」
に
つ
な
が

る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
論
「
野
生
の
世
界
の
風
景
と
出
来
事
の
暴
力
」
『
思
想
」

(
岩
波
書
店
)
、
一
O

一
五
号
、
二

O
O

八
年
、
十
一
月
、
二
一

l
一
一
一
一
頁
を
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

マ
日
「
覚
醒
時
の
事
物
と
の
関
係
、
そ
し
て
と
り
わ
け
他
者
た
ち
と
の
関
係
は
、

原
理
的
に
夢
幻
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
他
者
た
ち
は
夢
の
よ
う
に
、
神
話

の
よ
う
に
私
た
ち
に
現
前
す
る
。
そ
の
こ
と
だ
け
で
現
実
的
な
も
の
と
想
像
的

な
も
の
の
区
別
を
疑
問
視
す
る
に
十
分
で
あ
る
」
[
宍

ν
S
]
。

マ
ロ
「
無
意
識
と
は
、
出
来
事
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
象
徴
的
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
で

あ
る
。
出
来
事
へ
の
回
帰
、
分
析
、

U
E
E
コ
凹
[
予
知
的
解
釈
]
は
、
こ
の
織

地
を
ほ
ど
く
が
、
そ
れ
が
有
効
な
の
は
、
発
生
的
な
出
来
事
が
、
体
験
さ
れ
た

ま
ま
の
か
た
ち
で
真
に
再
発
見
さ
れ
た
と
き
で
あ
り
、
抽
象
的
に
定
式
化
さ
れ

た
と
き
で
は
な
い
。
無
意
識
と
は
実
存
的
永
遠
で
あ
り
、
生
の
凝
集
で
あ
り
、

出
来
事
の
豊
時
間
性
で
あ
る
」

t
m
N
N
U
]
。

マ
日
「
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
に
お
い
て
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
イ
は
、
テ

レ
パ
シ
ー
を
身
体
の
可
視
性
に
関
係
付
け
る
。
「
身
体
を
持
つ
こ
と
、
そ
れ
は

見
ら
れ
る
こ
と
だ
(
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
が
)
。
そ
れ
は
可
視
的
な
存
在
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
テ
レ
パ
シ
ー
や
オ
カ
ル
ト
的
な
も
の
の
印
象
が
生
じ

る
H
そ
れ
は
他
人
の
視
線
を
稲
妻
の
よ
う
に
す
ば
や
く
読
み
取
る
と
き
の
生
動

性
で
あ
る
|
|
読
み
取
り
と
い
う
べ
き
だ
ろ
か
。
反
対
に
こ
の
よ
う
な
現
象
こ

そ
が
、
読
み
取
り
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ

[
5
・
3
3
」
。
身
体
が
可
視
的

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
他
者
に
よ
る
「
距
離
を
苧
ん
だ
視
線
」

(
H
部
分
的
・
瞬

間
的
で
あ
る
と
同
時
に
一
般
的
・
持
続
的
な
視
線
)
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
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