
宗
教
的
経
験
と

「
無
意
識
的
な
る
も
の
」

ー

l
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
か
ら
|
|

津

井

真

は
じ
め
に
|
|
問
題
の
所
在
|
|

宗
教
的
経
験
を
め
ぐ
る
学
術
的
ス
タ
ン
ス
と
し
て
は
、
宗
教
的
経
験
を
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
「
心
」
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
「
心

理
学
主
義
」
(
官
苦

gzm-5)
の
立
場
と
、
宗
教
的
経
験
こ
そ
宗
教
の
核
心
と
み
な
す
本
質
主
義
の
立
場
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
と
平
行

す
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
に
、
「
還
元
主
義
」

(
B
E
S
S
Z
E
)
と
「
非
還
元
主
義
」
(
ロ

S
1
8
E
S
S
U
S
)
が
あ
る
。
還
元
主
義
の
主
張

は
、
宗
教
を
何
も
の
に
も
還
元
さ
れ
な
い
「
独
自
の
も
の
」
(
田
富
岡
町
田
注
目
)
と
み
な
し
た
M
・
エ
リ
ア

l
デ
(
冨

5
2
巴
宮
門
戸
一
九

O
七

一

九

八
六
)
た
ち
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
み
れ
ば
「
心
理
学
主
義
」
も
ま
た
一
種
の
還
元
主
義
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
る
。

-9 

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
・
哲
学
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
エ
イ
ム
ズ

(
Z
E
S
E
5
2
一
八
四
二
|
一
九
一

O
)
は
、
『
宗
教
的
経
験
の
諸

相
』
(
呂
町

5
5
H
E
ミ

p£刷。
S
F
H足
立
室
内
向
、
一
九

O
三
以
下
で
は
『
諸
相
』
と
略
記
)
の
冒
頭
に
お
い
て
、
そ
の
著
書
が
宗
教
の
心
理
学
的

考
察
で
あ
る
と
と
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
「
宗
教
」
を
「
個
人
的
宗
教
」
(
百
島

i
E陪
ご
白
出
包
。
ロ
)
と
「
組
織
的
宗
教
」

(
S
S
E
-
S己
E-mHS)

に
分
類
し
、
前
者
を
個
人
の
宗
教
的
経
験
に
限
定
す
る
こ
と
で
考
察
の
対
象
と
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
宗
教
的
経
験
に
お
い
て
体
験
者
が
出
会
う

「
神
」
や
超
越
的
実
在
を
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
(
号

nE2n)
と
呼
び
、
そ
れ
を
「
無
意
識
な
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
た
。

心
理
学
史
に
お
い
て
、
「
無
意
識
」

(
E
n
S
E
E
g
m
Z
)
と
言
え
ば
フ
ロ
イ
ト

(ω
何
日
ロ

E
F
E門
戸
一
八
五
六
一
九
三
九
)
か
ら
ユ
ン
グ
(
の
邑

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の



津
井

真

。
-ESu
一
八
七
五
l

一
九
六
一
)
に
連
な
る
一
連
の
深
層
心
理
学
が
想
起
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
以
前
に
も
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」

の
領
域
を
論
じ
た
者
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
世
紀
以
降
の
「
無
意
識
」
の
語
は
「
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
」

が
大
き
な
影
響
を
有
し
て
い
説
。
『
無
意
識
的
な
る
も
の
の
発
見
』
(
担
問
。
常
ミ

3
ミ
普
門
言
。
5
S
R
一
九
七

O
)
の
な
か
で
、
ヱ
レ
ン
ベ
ル

ガ
i
は
「
動
物
磁
気
」
に
関
す
る
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
、
シ
ャ
ル
コ
l
の
精
神
分
析
を
経
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
『
夢
分
析
』
(
里
町
甲
S
S札
E
S
E旬
、
一
九

0
0
)
の
出
版
ま
で
を
「
第
一
次
力
動
精
神
医
学
」
(
一
七
七
五
一
九
O
O
)
と
呼
び
、
こ
の
時
代
を
重
要
視
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
未

聞
社
会
に
お
け
る
シ
ャ
マ
ン
の
病
気
治
療
を
「
未
聞
の
精
神
療
法
」
(
吉

E
z
a
宮
吉
宮
号
2
8
1
と
呼
び
、
「
力
動
精
神
医
学
」
(
身

E
E
n

官
官
E
S
S
)
の
先
行
形
態
に
位
置
づ
け
た
。
こ
の
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
!
の
枠
組
み
に
従
う
な
ら
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
第
一
次
力
動
精
神
医
学
」

の
時
代
の
終
盤
に
『
心
理
学
原
理
』
守
宮
、
き
門
主
S
ミ

p
yぎ
守
h
y
u

一
八
九
O
)
を
著
し
、
「
新
力
動
精
神
医
学
」
の
始
ま
り
に
『
諸
相
』
を

著
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
心
理
学
者
で
あ
っ
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
自
身
、
こ
の
時
代
に
生
き
た
心
理
学
者
と
し
て
、
「
無

意
識
的
な
る
も
の
」
の
領
域
に
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
の
領
域
は
、
宗
教
的
経
験
に
お
け
る
「
神

的
」
存
在
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
心
理
学
的
な
学
問
状
況
の
中
で
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
『
諸
相
』
に
お
け
る
宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
な
る
も
の
〕
の
関
係

を
、
彼
の
同
時
代
に
お
け
る
心
理
学
理
論
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ハ
リ
V

1
よ

第
一
節
「
意
識
の
場
」
と
そ
の
特
徴

『
諸
相
』
の
結
論
に
お
い
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
宗
教
的
経
験
の
心
理
学
的
説
明
と
し
て
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
経
験

と
は
「
神
的
な
も
の
」
、
よ
り
正
確
に
は
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
が
体
験
者
の
意
識
の
い
わ
ば
「
外
皮
」

Z
E
)
を
通
過
し
、
さ
ら
に
内
部
へ
到

る
と
い
う
一
連
の
過
程
で
あ
る
。

そ
こ
で
一
つ
の
仮
説
と
し
て
次
の
こ
と
を
提
示
し
た
い
。
宗
教
的
経
験
に
お
い
て
私
た
ち
が
繋
が
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る

も
の
」
は
、
向
こ
う
側
で
は
何
で
あ
れ
、
こ
ち
ら
側
で
は
私
た
ち
の
意
識
的
生
活
と
潜
在
意
識
的
に
連
続
し
た
も
の
で
あ
る

「
よ
り
以
上
の

(
傍
点
は
原
著



者)。

こ
こ
で
は
「
こ
ち
ら
側
」
と
「
あ
ち
ら
側
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
験
者
の
意
識
と
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
は
連
続

し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
語
を
単
に
此
岸
と
彼
岸
と
み
な
す
こ
と
、
さ
ら
に
意
識
の
外
部
に
必
ず

「
無
意
識
」
が
存
在
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
時
期
早
尚
で
あ
ろ
う
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
こ
の
記
述
へ
到
る
ま
で
に
、
繊
細
か
つ
巧
妙
な
言
い

換
え
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
彼
の
説
明
の
背
景
と
し
て
は
、
当
時
の
心
理
学
の
動
向
に
お
け
る
「
意
識
の
場
」
(
智
E
え

gロ
5
2
8
0
g
)
の

概
念
が
あ
っ
た
。

「
意
識
の
場
」
と
い
う
表
現
は
、
ご
く
最
近
、
心
理
学
の
諸
著
作
の
な
か
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ご
く
最
近
ま
で

心
的
生
活
の
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
多
く
の
場
合
、
単
一
の
「
観
念
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
心
理
学
者
た
ち
は
第
一
に
事
実
上
の
単
位
が
む
し
ろ
全
体
的
な
心
的
状
態
や
意
識
の

波
全
体
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
と
き
に
も
思
考
に
現
前
し
て
い
る
諸
対
象
の
場
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
傾
向
に
あ
り
、
第
二
に

こ
の
波
や
こ
の
場
を
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
(
傍
点
は
引
用
者
)
。

こ
の
「
意
識
の
場
」
の
語
は
、
ス
ペ
ン
サ

l
(同
町
号
皇
∞
官
R
n
p
一
八
三

O
ー
一
九
0
=
一
)
の
『
心
理
学
原
理
』
(
吋
君
、
き
門
主
S
久
、
ミ
与
え
。
哲

一
八
八
O
)
に
お
け
る

E
n
S
5
0
5
5
g
oご
宮
2
3
の
語
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
学
者
の
ピ
エ

l
ル
・
ジ
ャ
ネ
(
司
馬
問
。
同

S
F
一
九
五

九
i
一
九
四
七
)
の
『
心
理
自
動
運
動
』
(
円

Q
5
5
5
s
n
E
E
C
S
S
R
一
八
八
九
)
に
お
け
る

E
E
~
B
o
z
-
o
n
u
s
-
o
U
S
E
Sロ
8
3
の

語
で
使
用
さ
れ
て
き
た
。
第
一
の
特
徴
に
関
し
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
心
」
の
単
位
が
単
一
の
観
念
で
は
な
く
、
「
事
実
上
の
単
位
が
む
し
ろ
全

体
的
な
心
的
状
態
や
意
識
の
波
全
体
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
と
き
に
も
思
考
に
現
前
し
て
い
る
諸
対
象
の
場
」
で
あ
る
と
説
明
し
た
。

こ
の
特
徴
は
、
『
心
理
学
原
理
』
に
お
け
る
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
的
方
法
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
先
の
「
全
体
的
な
心
的
状
態
」
に
関
し
て
、

こ
の
語
は
『
心
理
学
原
理
』
に
お
け
る
、
「
心
理
学
者
の
言
う
『
心
』

(
B
E巴
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心

(
5
E日
)
を
表
わ
す
総
称
に
す
ぎ
な
い
」

を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
心
」
と
は
一
つ
の
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
心
」
の
状
態
を
指
す
全
体
概
念
な
の
で

あ
る
。
ま
た
、
「
意
識
の
波
全
体
」
や
「
思
考
に
現
前
し
て
い
る
諸
対
象
」
の
語
は
、
『
心
理
学
原
理
』
に
お
け
る
「
意
識
の
流
れ
」
(
吾
刊
書
2
5

1
i
 

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の



津

件

汁

真

。P
8
2
5
5
5
a
)
あ
る
い
は
「
思
考
の
流
れ
」
(
多
白
書

g
g
え
忌
ozち
円
)
を
示
唆
し
て
い
る
。

『
心
理
学
震
理
』
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
常
に
変
わ
り
ゆ
く
意
識
を
流
れ
の
比
喰
に
よ
っ
て
捉
え
、
こ
の
「
意
識
の
流
れ
」
の
中
身
を
、

鳥
が
木
で
羽
を
休
め
て
い
る
と
き
と
飛
ん
で
い
る
と
き
に
分
け
て
説
明
し
た
。
乙
の
と
き
、
前
者
が
「
実
質
的
な
部
分
」
(
目

5
2自
己
耳
目
福
岡
同
乙

で
あ
り
、
何
ら
か
の
「
意
識
の
状
態
」
が
連
続
し
て
続
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
者
は
「
推
移
的
な
部
分
」
(
宵
富
田
-E5
宮同丹乙

で
あ
り
、
木
々
の
あ
い
だ
を
飛
行
す
る
と
き
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
「
実
質
的
な
部
分
」
か
ら
、
も
う
一
つ
の
「
実
質
的
な
部
分
」

へ
と
移
行
す
る
と
き
、
再
者
の
あ
い
だ
の
「
関
係
」
を
示
し
て
い
る
の
が
「
推
移
的
な
部
分
」
で
あ
る
。
乙
の
説
明
か
ら
、
「
実
質
的
な
部
分
」

は
「
意
識
」
や
「
心
の
状
態
」
(
円
吉
田
円
替
え
豆
孟
)
を
指
し
て
お
り
、
「
推
移
的
な
部
分
」
は
現
在
の
瞬
間
の
「
意
識
」
や
「
心
の
状
態
」
が
次

の
瞬
間
の
「
意
識
」
や
「
心
の
状
態
」
へ
移
行
す
る
際
に
、
両
者
の
間
隙
を
埋
め
る
「
関
係
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
学
派
は
こ
の
事
物
の
あ
い
だ
の
「
関
係
」
を
的
確
に
表
わ
す
語
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
無
視
し
て
き

た
と
い
う
。
こ
の
「
推
移
的
な
部
分
」
を
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
「
意
識
の
流
れ
」
、
あ
る
い
は
「
思
考
の
流
れ
」
の
特
徴
が
あ

る。

12 

第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
特
徴
は
、
「
こ
の
波
や
こ
の
場
を
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
封
。
「
波
」
の
比
除
で
表

現
さ
れ
た
意
識
は
絶
え
ず
変
化
を
遂
げ
、
現
在
の
意
識
を
把
握
す
る
乙
と
を
試
み
た
と
き
の
意
識
は
す
で
に
別
の
意
識
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
「
場
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
意
識
も
ま
た
次
々
と
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
意
識
の
関
心
は
一
瞬
ご
と
に
変
化
し
て
い
る
が
、
ジ
ヱ
イ
ム
ズ

は
こ
の
こ
と
を
磁
針
と
磁
場
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

意
識
の
縁
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
こ
に
あ
り
、
私
た
ち
の
行

動
を
導
き
、
私
た
ち
の
注
意
を
次
の
も
の
に
'
向
け
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
磁
場
」
の
よ
う
に
私
た
ち
の
周
密
に
あ
り
、
こ
の
な

か
で
私
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
!
の
中
心
は
、
現
在
の
意
識
の
段
階
が
そ
の
次
の
段
階
へ
と
変
化
す
る
に
つ
れ
て
磁
鈴
の
よ
う
に
回
転
す
る
。

こ
の
比
喰
は
磁
針
が
磁
場
の
移
行
に
伴
っ
て
、
次
々
と
移
動
す
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
流
れ
の
比
喰
に
お
い
て
は
「
流
れ
」
そ
れ

自
体
が
意
識
全
体
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
磁
針
と
磁
場
の
比
喰
に
お
い
て
は
「
意
識
」
や
「
心
の
状
態
」
の
中
心
に
そ
れ
ら
を
把
握
す
る



中
心
的
な
磁
針
が
置
か
れ
て
い
る
。
意
識
の
周
辺
に
何
が
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
現
在
の
瞬
間
か
ら
次
の
瞬
間
へ
何
か
に
注
意
を

向
け
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
意
識
に
お
け
る
「
場
」
の
境
界
が
意
識
の
主
体
に
と
っ
て
暖
昧
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

さ
ら
に
第
三
の
特
徴
と
し
て
、
彼
は
「
意
識
の
場
」
の
範
囲
が
個
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
コ
一
つ

の
ケ

l
ス
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
天
才
た
ち
、
大
多
数
の
平
凡
な
人
々
、
そ
し
て
病
的
な
状
態
の
人
々
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
場
の
広
さ
と
い
う
点
で
は
、
個
人
個
人
で
構
成
は
異
な
っ
て
い
る
。
あ
な
た
が
た
の
偉
大
な
組
織
の
天
才
た
ち
は
、
い
つ
も
広
大
な
精

神
的
視
野
を
も
っ
て
い
る
人
々
で
あ
っ
て
、
そ
の
視
野
の
な
か
に
は
あ
ら
ゆ
る
未
来
の
行
動
計
画
が
一
度
に
点
線
で
現
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

光
線
は
前
方
方
向
の
は
る
か
先
を
明
ら
か
に
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
平
凡
な
人
々
で
は
、
問
題
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
広
大
か
つ
包
括
的
な

視
点
は
決
し
て
な
い
。
彼
ら
は
彼
ら
の
感
じ
る
ま
ま
に
、
い
わ
ば
点
か
ら
点
へ
と
よ
ろ
め
き
な
が
ら
歩
き
、
し
ば
し
ば
完
全
に
立
ち
止
ま
っ

て
し
ま
う
。
あ
る
種
の
病
的
な
状
態
の
人
々
に
お
い
て
は
、
意
識
は
単
な
る
火
花
に
す
ぎ
ず
、
過
去
の
記
憶
や
未
来
へ
の
考
え
も
な
く
、
さ

ら
に
現
在
は
何
ら
か
の
単
一
の
感
情
や
肉
体
的
感
覚
へ
と
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

第
一
に
「
偉
大
な
組
織
的
な
天
才
た
ち
」
は
平
凡
な
大
多
数
の
人
々
よ
り
も
広
い
視
野
を
も
ち
、
「
未
来
の
行
動
」
を
い
わ
ば
予
見
す
る
能
力

を
有
し
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
天
才
た
ち
に
関
し
て
論
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
私
た
ち
が
見
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
推
測
す
る

域
に
あ
る
諸
関
係
を
お
ぼ
ろ
げ
に
感
じ
て
い
る
」
。
第
二
の
「
平
凡
な
人
々
」
は
未
来
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
ず
、
様
々
な
葛
藤
と
と
も
に
進
ん

で
い
る
。
第
三
一
の
病
的
な
状
態
の
人
々
に
お
い
て
は
、
意
識
は
過
去
と
未
来
で
は
な
く
、
縮
小
し
た
現
在
で
し
か
な
い
。
こ
の
ケ

l
ス
は
単
な
る

身
体
的
疾
病
で
は
な
く
、
「
あ
る
種
の
病
的
な
状
態
」
、
す
な
わ
ち
精
神
的
疾
患
へ
到
っ
た
人
々
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
彼
に
よ
れ

ば
、
人
間
の
身
体
に
生
じ
る
一
般
的
特
徴
と
し
て
、
眠
気
や
病
気
、
そ
し
て
疲
労
な
ど
に
よ
っ
て
「
意
識
の
場
」
は
狭
ま
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
に
お
い
て
、
身
体
に
基
づ
い
た
意
識
の
認
識
は
基
本
的
テ
l
ゼ
で
あ
っ
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
リ
ラ
ン
ゲ
説
の
名
で
知
ら

れ
て
い
る
「
悲
し
い
か
ら
泣
く
の
で
は
な
く
、
泣
く
か
ら
悲
し
い
」
の
テ
l
ゼ
は
こ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

身
体
は
認
識
に
先
立
つ
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
外
部
か
ら
の
刺
激
か
ら
の
認
識
や
言
語
的
欠
損
が
脳
に
還
元
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」

q弓
U



津
井

真

も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ヤ
ル
コ

l
c
gロl
富
民
宮
内

EHn♀
一
八
二
五
|
一
八
九
三
)
や
サ
ル
ペ
ト
リ
エ

l
ル
病
院
を
中

心
と
す
る
精
神
分
析
学
者
た
ち
も
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
も
こ
う
し
た
動
向
を
注
視
し
て
い
た
。

彼
は
こ
れ
ら
の
特
徴
を
受
け
入
れ
て
い
る
心
理
学
を
「
普
通
の
心
理
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
普
通
の
心
理
学
」
に
対
し
て
言
及
さ
れ
る

の
が
、
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
を
受
け
入
れ
る
心
理
学
で
あ
る
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
六
年
に
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
に
関
す

る
発
見
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
発
見
と
し
て
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
・
マ
イ
ヤ
l
ズ

(pasn
者
・
国
-

豆リ
B
F
E
お
1
3
2
)
、

E
・
ガ
l
ニ
l
(
E
B
5

色。gsa唱
一
八
四
七
|
一
八
八
八
)
、

F
・
ポ
ド
モ
ア
(
司
g
昇
吉
弘
508u
一
八
五
六
|
一
九

一
O
)
が
執
筆
し
た
心
霊
研
究
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
生
者
の
幻
影
』
(
、
F
E
S
S匂
久
忌
同
門
主
高
唱
一
八
八
七
)
の
出
版
で
あ
る
。
こ
の
著
作

に
お
い
て
、
彼
ら
は
遠
く
離
れ
た
人
間
が
そ
の
死
と
同
時
刻
に
、
知
人
や
家
族
の
前
に
夢
や
幻
影
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
現
象
を
、
膨
大
な
デ
ー

タ
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
し
よ
う
と
し
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

少
な
く
と
も
あ
る
主
体
に
と
っ
て
は
、
通
常
の
中
心
や
周
辺
を
も
っ
た
普
通
の
場
の
意
識
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
上
に
、
完
全
に
周
辺
の
外

や
第
一
の
意
識
の
外
に
あ
り
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
意
識
的
事
実
と
し
て
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
存
在
を
間
違
い
よ
う
の
な

い
徴
し
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
、
一
種
の
記
憶
、
思
想
、
感
情
の
形
態
で
、
付
加
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
意
識
の
場
」
あ
る
い
は
「
第
一
の
意
識
」
の
外
部
に
、
「
何
ら
か
の
意
識
的
事
実
と
し
て
分
類
」
さ
れ
う
る
存
在
が
見
出
さ

れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
領
域
の
「
発
見
」
は
宗
教
的
経
験
の
心
理
学
的
説
明
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
『
諸
相
』
の
結
論
に
お

い
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
を
言
い
表
し
た
概
念
と
し
て
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
提
唱
し
た
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
(
田
Z
E
B
E
E
-
)

の
語
と
ジ
ャ
ネ
の
提
唱
し
た
「
潜
在
意
識
」
(
∞
号
8
5
n
F
2
8
)
の
語
の
両
方
を
巧
み
に
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
以
下
に
お
い
て
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
」

(
5
8
5
2
2
g
m
g
)
を
理
解
し
、
さ
ら
に
ジ
ヤ
ネ
の
「
潜
在
意
識
」
と
マ
イ
ヤ

l
ズ

の
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」

A
t
 



フ
ロ
イ
ト
と
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
「
無
意
識
」
概
念

一
九

O
O年
に
出
版
さ
れ
た
『
夢
解
釈
』
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
の
領
域
を
夢
と
覚
醒
の
関
わ
り
の
な
か
か
ら
論

じ
て
い
る
。
彼
は
フ
エ
ヒ
ナ

l
の
夢
や
意
識
の
「
闘
」
の
考
え
に
着
想
の
多
く
を
依
拠
し
て
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
夢
の
役
割
に
つ
い
て
、
人
間
の

心
理
的
側
面
と
の
関
わ
り
の
な
か
か
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

夢
と
は
、
私
が
願
っ
て
い
る
あ
る
状
況
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
夢
の
内
容
と
は
ひ
と
つ
の
願
望
の
充
足

(君、

sh与
問
え
も
を
高
)
で
あ
り
、
夢
の
動
機
と
は
願
望
な
の
で
あ
る
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

夢
が
身
体
的
な
刺
激
、
あ
る
い
は
脳
や
神
経
と
い
う
生
理
的
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
考
え
て
い
た
研
究
者
た
ち
に
対
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
夢

の
源
泉
を
個
人
の
「
願
望
の
充
足
」
に
置
い
た
。
彼
は
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
た
め
に
、
「
無
意
識
」
(
匂
号
白
書

5
8
)、
「
前
意
識
」

2
2宮
吉
岡
田
誇
)
、
「
意
識
」
(
田
町
三
M
g
g
m
S
)
と
い
う
枠
組
み
を
提
唱
し
た
。

経
験
が
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
意
識
を
通
っ
て
意
識
へ
到
る
道
は
、
昼
の
聞
は
障
壁
と
な
る
検

閲
に
よ
っ
て
、
夢
思
想
(
吋
E
C
B
m
a
s
r
g
)
を
ふ
さ
い
で
い
る
。
夜
に
な
る
と
、
無
意
識
は
意
識
へ
の
通
路
を
作
り
出
す
。
こ
こ
で
、
い

か
な
る
方
法
で
、
い
か
な
る
変
化
の
お
陰
で
通
路
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
無
意
識
と
前
意
識
の
あ
い
だ
の
境
界
を
監
視
す

る
障
壁
が
、
夜
の
聞
に
弱
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
夢
思
想
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
今
日
、
関
心
が
抱
か
れ
て
い
る
よ
う
な
幻

覚
的
性
質
を
示
す
こ
と
な
く
、
表
象
の
材
料
か
ら
夢
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

日
中
に
お
い
て
、
「
無
意
識
」
と
「
意
識
」
の
あ
い
だ
に
は
「
前
意
識
」
が
障
壁
と
な
り
、
「
無
意
識
」
は
「
前
意
識
」
を
経
る
こ
と
な
し
に
「
意

識
」
へ
辿
り
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
無
意
識
」
が
意
識
へ
の
上
昇
を
抑
え
る
機
能
を
「
抑
圧
」
(
〈
2
母
皆
宮
居
)
と
呼
ん
で
い

る
。
と
こ
ろ
が
夜
に
な
る
と
、
「
前
意
識
」
と
「
意
識
」
の
あ
い
だ
に
障
壁
は
な
く
、
「
前
意
識
」
は
容
易
に
「
意
識
」
へ
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
と
き
、
「
幻
覚
的
性
質
」
に
よ
っ
て
夢
を
論
じ
る
こ
と
な
く
、
個
人
の
願
望
と
い
う
視
点
か
ら
「
夢
思
想
」
を
理
解
で
き
る
。
フ
ロ
イ

ト
の
理
解
し
た
夢
の
心
理
学
的
な
解
釈
と
は
、
何
ら
か
の
不
快
な
出
来
事
や
欲
望
を
契
機
に
「
無
意
識
」
の
な
か
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
じ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
抑
え
き
れ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
「
前
意
識
」
を
通
過
し
て
「
意
識
」
へ
飛
び
出
す
過
程
で
あ
る
。

第

節

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の

FKυ 



I翠
井

真

こ
の
よ
う
な
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
」
概
念
に
対
し
て
、
同
時
代
の
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
彼
と
は
異
な
る
意
味
で
「
無
意
識
」
の
語
を
使
用
し
て
い

る
。
『
心
理
学
原
理
』
の
第
六
章
「
心
的
素
材
説
」
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
フ
ロ
イ
ト
と
は
全
く
別
の
文
脈
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
の
問
題
と
は
「
無
意
識
的
な
精
神
状
態
が
存
在
す
る
の
か
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
説
明
す
る
た
め
に
、
彼
は
生
理
学
的
な
認
知
の
レ
ベ
ル

か
ら
「
無
意
識
」
を
論
じ
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
感
覚
で
も
知
覚
さ
れ
て
い
る
が
、
知
覚
の
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
知
覚

さ
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
生
物
の
種
、
さ
ら
に
種
族
問
の
個
体
差
に
よ
っ
て
音
や
臭
い
に
対
す
る
知
覚
の
幅
は
異
な
っ
て
お
り
、
器
官
に

お
け
る
知
覚
の
欠
如
が
主
体
に
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
無
意
識
」
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
諸
器
官
に
よ
る
認
知
は
微
か
で
弱
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
他
の
意
識
状
態
が
的
確
に
認
識
し
命
名
す
る
同
一
の
実
在
を
、

暖
昧
に
し
か
認
識
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
他
の
状
態
が
意
識
し
て
い
る
実
在
の
多
く
に
無
意
識
で

(gngEOE)

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ら
自
体
を
些
か
も
お
ぼ
ろ
げ
で
、
暖
昧
で
、
ま
た
無
意
識
的
な
も
の
と
す
る
わ

け
で
は
な
い
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

認
知
が
器
官
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
対
象
の
把
握
で
あ
る
と
き
、
諸
器
官
は
外
部
か
ら
の
刺
激
を
暖
昧
に
知
覚
す
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
状
態
は
認
知
す
る
主
体
が
必
ず
し
も
外
部
か
ら
の
刺
激
に
無
反
応
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
無
意
識
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
諸
器
官
が
意
識
し
て
い
な
い
と
き
に
、
そ
の
状
態
を
無
意
識
と
呼
ぶ
こ
と
の
誤
謬
を
指
摘
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
犬
は
人
間
よ
り
も
数
百
倍
の
嘆
覚
を
も
ち
、
人
間
に
嘆
ぎ
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
匂
い
を
嘆
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、

そ
の
匂
い
に
対
し
て
嘆
覚
が
闇
値
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
人
間
は
無
意
識
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
フ
ロ
イ
ト
と
ジ
エ
イ
ム
ズ

の
議
論
を
詳
述
す
る
と
き
、
両
者
の
あ
い
だ
の
「
無
意
識
」
の
意
味
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ρ
h
u
 

匂
t
ム

第
三
節
ジ
ャ
ネ
の
「
潜
在
意
識
」
概
念

前
節
に
お
い
て
は
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
が
「
無
意
識
」
の
語
を
フ
ロ
イ
ト
の
使
用
し
た
意
味
で
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

た
だ
し
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
意
識
の
外
部
に
存
在
す
る
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
の
領
域
を
認
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
『
心
理
学
原
理
』
の
第
八
章



「
心
と
そ
の
他
の
事
物
の
関
係
」
(
叶
宮

m
m
E
5
5
0同
宮
古
含

8
0岳
臼

d
g
m田
)
に
お
い
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
ジ
ヤ
ネ
と
ビ
ネ

(
k
p注
目
ロ
旦

(
町
)

一
八
五
七
一
九
一
一
)
に
よ
る
多
重
人
格
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
に
注
目
し
た
。
こ
こ
で
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
に
見
い
だ
さ
れ
る
多
重
人
格

を
表
現
す
る
語
と
し
て
、
「
第
一
の
意
識
」
(
宝

B
E
g
s
-
2
5
a
)
と
「
第
二
の
意
識
」

(
8
8
E
3
8
5
5
5芝
、
「
第
一
人
格
」

(
5
5包

宮

a
o
E岡
町
)
と
「
第
二
人
格
」
(
回
目

g
E
R司
官
ぉ
。

Emn)、
そ
し
て
「
意
識
」

(
n
8
5
2
8
0
g
)
と
「
潜
在
意
識
」
(
回
忌

i
n
S
5
2
8
m
g
)
な
ど

の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
特
に
参
照
し
た
ジ
ヤ
ネ
の
『
心
理
自
動
運
動
』
に
お
い
て
は
、
被
験
者
や
精
神
疾
患
の
あ
る
患
者
が

無
意
識
的
に
行
な
う
様
々
な
諸
行
動
、
す
な
わ
ち
夢
中
歩
行
、
カ
タ
レ
プ
シ

l
、
人
格
変
化
な
ど
が
「
自
動
運
動
」

(
Z
E吉
田
昌
也
君
)
や
彼
の

提
唱
し
た
「
潜
在
意
識
」
と
い
う
概
念
的
枠
組
み
の
な
か
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
自
動
運
動
の
な
か
で
も
、
ジ
ャ
ネ
は
特
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
患

者
が
催
眠
術
か
ら
覚
醒
し
た
際
に
引
き
起
こ
す
人
格
的
変
化
を
考
察
し
た
。

『
心
理
学
原
理
』
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
意
識
が
「
精
神
状
態
」
を
も
た
な
い
と
き
に
も
存
在
す
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
乙
の
ジ
ヤ

ネ
の
研
究
に
注
目
し
た
。
ジ
ャ
ネ
の
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
こ
の
観
点
を
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
お
け
る
『
無
意
識
』
」
と
題
し
て

考
察
を
加
え
て
い
る
。
悪
魔
が
想
依
し
た
人
間
や
魔
女
と
関
わ
っ
た
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
の
よ
う
な
人
々
は
、
何
か
に
懇
か
れ
た
人
間
の
皮
膚
に
無
感

覚
な
部
分
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
ジ
ヤ
ネ
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
の
多
く
が
一
つ
の
こ
と
に
し
か
注
意
を
向
け
ら
れ
な
い
と
い
う
。

ル
l
シ
1
は
誰
か
と
直
接
話
し
て
い
る
と
き
、
他
の
人
の
話
を
聴
く
の
を
や
め
て
し
ま
う
。
あ
な
た
が
彼
女
の
背
後
に
立
ち
、
名
前
を
呼
、
び
、

彼
女
の
耳
元
へ
大
声
で
罵
っ
て
も
、
彼
女
は
後
ろ
を
振
り
返
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
あ
な
た
自
身
が
彼
女
の
日
の
前
に
立
ち
、
彼
女

に
物
を
見
せ
た
り
、
彼
女
に
触
っ
た
り
し
て
も
、
彼
女
の
注
意
を
引
く
こ
と
は
な
い
。
最
終
的
に
彼
女
が
あ
な
た
に
気
が
つ
く
と
、
彼
女
は

あ
な
た
が
今
部
屋
に
入
っ
て
き
た
の
か
と
考
え
て
い
る
の
で
、
あ
な
た
に
挨
拶
す
る
。
こ
の
不
思
議
な
忘
却
性
は
、
不
都
合
な
聴
衆
が
傍
に

い
た
と
し
て
も
、
彼
女
自
身
の
あ
ら
ゆ
る
秘
密
を
声
高
に
話
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

ル
l
シ
!
と
い
う
女
性
の
神
経
症
患
者
は
一
人
の
人
物
に
注
意
が
傾
く
と
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
に
全
く
反
応
を
示
さ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
別
の

ケ
l
ス
で
は
、
医
師
が
あ
る
男
性
に
質
問
を
し
て
い
る
最
中
に
、
ジ
ャ
ネ
は
さ
さ
や
く
よ
う
な
声
の
暗
示
に
よ
っ
て
、
彼
を
歩
か
せ
た
り
、
座
ら

せ
た
り
、
膝
ま
ず
か
せ
た
り
、
う
つ
伏
せ
に
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
問
、
こ
の
男
性
患
者
は
ず
っ
と
ベ
ッ
ド
の
傍

ウ

tl
 

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の



で
立
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
。
ま
た
、
ジ
ヤ
ネ
は
レ
オ
ニ
!
と
い
う
別
の
女
性
患
者
の
な
か
に
「
レ
オ
ン
テ
ィ

l
ヌ
」
と
「
レ
オ
ノ

i
ル
」
と

名
乗
る
人
格
が
現
れ
る
こ
と
に
言
及
し
、
彼
女
た
ち
を
第
二
レ
オ
ニ

l
、
第
三
レ
オ
ニ
!
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
は
「
第
二
人
格
」
が
「
第
一
人
格
」

に
代
わ
っ
て
、
人
格
を
現
わ
す
様
子
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

彼
女
は
レ
オ
ニ

l
の
名
を
拒
み
、
彼
女
を
最
初
に
催
眠
状
態
に
し
た
入
が
名
付
け
た
レ
オ
ン
テ
ィ

i
ヌ
(
第
二
レ
オ
ニ

i
)
の
名
前
を
と
る
。

第
二
レ
オ
ニ

i
自
身
は
、
「
あ
の
善
良
な
女
は
私
自
身
で
は
な
い
、
彼
女
は
大
変
馬
鹿
な
女
だ
」
と
言
う
。
(
中
略
)
普
段
の
状
態
で
は
、
レ

オ
ニ
ー
に
は
夫
と
子
供
た
ち
が
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
、
夢
遊
病
者
で
あ
る
第
二
レ
オ
ニ

i
は
、
子
供
た
ち
を
自
分
の
子

で
は
な
い
と
認
識
し
、
夫
は
「
別
の
誰
か
」
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

ジ
ヤ
ネ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
レ
オ
ニ
ー
に
は
夫
と
子
供
が
い
る
が
、
第
二
レ
オ
ニ
ー
は
そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
第
二
レ
オ

一一

i
は
レ
オ
ニ
!
と
異
な
り
、
倫
侠
で
、
騒
々
し
く
、
落
ち
着
き
が
な
い
な
ど
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ジ
ヤ
ネ
に
よ
れ
ば
、
第
三
レ
オ
ニ
!
は
第

一
レ
オ
ニ
!
と
第
二
レ
オ
ニ
!
を
知
っ
て
い
る
が
、
第
二
レ
オ
ニ

i
は
第
一
レ
オ
ニ

i
し
か
知
ら
ず
、
第
一
レ
オ
ニ

i
は
自
身
の
人
格
し
か
知
ら

な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
に
起
こ
る
多
重
人
格
と
呼
ば
れ
る
様
々
な
症
状
か
ら
、
ジ
ャ
ネ
は
彼
ら
の
二
次
的
な
意
識
」
の

他
に
「
二
次
的
な
意
識
」
が
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
状
態
へ
到
る
原
因
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

物
事
は
こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理
的
現
象
の
体
系
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
い
て
、
人
格
的
な
知
覚
を
形
成
す
る
の
が

普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
々
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
解
離
し
て
い
て
、
二
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
意
識
的
現
象
の
諸
グ
ル
ー
プ
を

生
じ
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
現
象
の
諸
グ
ル
ー
プ
は
併
存
し
つ
つ
も
不
完
全
で
あ
り
、
通
常
は
同
一
の
意
識
や
同

一
の
カ
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
感
覚
や
想
起
、
し
た
が
っ
て
動
作
を
互
い
に
奪
い
あ
っ
て
い
る
。

知
覚
は
「
同
一
の
意
識
や
同
一
の
カ
」
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
が
、
特
に
そ
れ
は
弱
ま
る
。
こ
の
と
き
、
統
合
さ
れ
な

か
っ
た
別
の
知
覚
が
第
二
レ
オ
ニ

i
や
第
三
レ
オ
ニ
ー
の
よ
う
な
別
の
人
格
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
心
理
学
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
「
統
合

機
能
」

(
Z
E
E
-芯
【
同
町
田
百
四
回
凶
作
日
目
)
の
弱
ま
り
が
「
第
一
の
人
格
」
や
「
意
識
」
に
対
峠
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
第
二
の
人
格
」
や
「
潜
在
意
識
」
の

領
域
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ジ
ヤ
ネ
は
こ
の
一
連
の
過
程
を
「
意
識
の
場
の
狭
窄
」
(
『

j事
井

真

E
E
R広
田
町
田

m
E
E
n
F白

B-u

-18一

ロー
ぞD

-t 



B
E
n
-
2
2
)
と
呼
ん
だ
。
意
識
の

P
2
8
2
)
か
ら
外
れ
た
知
覚
は
「
第
一
人
格
」
の
な
か
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
催
眠
術
後
の
覚

醒
状
態
に
お
い
て
別
の
人
格
が
生
じ
た
と
き
に
は
見
出
さ
れ
る
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
こ
の
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
女
性
は
神
経
的

に
弱
く
て
、
意
識
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
意
識
の
一
部
を
放
棄
す
る
。
放
棄
さ
れ
た
部
分
は
、
そ
の
時
に
二
次
的
、
あ
る
い

(
お
)

は
潜
在
意
識
的
自
己
に
凝
集
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
ジ
ヤ
ネ
の
「
意
識
の
場
の
狭
窄
」
の
語
に
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ

の
言
及
は
「
統
合
機
能
」
の
低
下
に
よ
っ
て
「
潜
在
意
識
」
が
創
出
す
る
と
い
う
、
ジ
ヤ
ネ
の
「
潜
在
意
識
」
の
概
念
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
知
覚
や
「
精
神
状
態
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
分
裂
の
状
態
に
あ
る
自
己
の
な
か
に
存
在
し

そ
れ
ら
は
意
識
の
姐
上
に
上
が
っ
て
こ
な
い
が
、
催
眠
術
な
ど
の
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
で
意
識
へ
引
き
出
す
こ
と
が
で

「
束
」
(
ロ
ロ

な
い
わ
け
で
は
な
い
。

き
る
。

私
た
ち
は
あ
る
人
が
い
か
に
誠
実
で
、
何
も
感
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
述
べ
た
と
し
て
も
、
彼
の
証
言
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
は
い
か

な
る
感
じ
も
な
か
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
第
二
人
格
」
の
意
識
の
一
部
分
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

(
幼
)

体
験
は
私
た
ち
が
調
べ
て
い
る
第
一
人
格
に
は
全
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
第
一
人
格
」
が
何
ら
か
の
刺
激
を
認
識
し
な
い
こ
と
は
、
決
し
て
そ
の
刺
激
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も

の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
刺
激
は
「
第
二
人
格
」
へ
と
蓄
え
ら
れ
る
。
第
一
レ
オ
ニ

l
が
第
二
レ
オ
ニ

l
や
第
三
レ
オ
ニ

l
を
知
ら
な
い
よ
う

に
、
「
第
一
人
格
」
は
「
第
二
人
格
」
や
「
第
二
一
人
格
」
が
蓄
え
た
経
験
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
意
識
が
「
精
神
的
状
態
」
を
も
た
な

い
と
き
が
あ
る
の
か
と
い
う
聞
い
に
関
す
る
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
結
論
は
、
認
識
の
幅
は
個
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
無
意
識
で
あ
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
ジ
ャ
ネ
の
「
潜
在
意
識
」
の
概
念
が
「
私
L

と
い
う
「
第

一
人
格
」
の
外
部
に
存
在
し
、
何
か
を
契
機
と
し
て
身
体
に
現
れ
る
「
第
二
人
格
」
と
い
う
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
を
想
定
し
て
い
る
と
理
解

し
た
。
こ
の
考
え
は
彼
の
『
諸
相
』
に
お
い
て
、
「
自
己
」
に
対
す
る
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
と
い
う
関
係
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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漂
弁

真

第
四
節
マ
イ
ヤ
|
ズ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
概
念
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
評
価

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
潜
在
意
識
」
の
領
域
が
意
識
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
ジ
ヤ
ネ
の
議
論
を
、
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
語
に
対
し
て
、

よ
り
広
い
領
域
を
指
す
語
が
、
本
節
に
お
い
て
考
察
す
る
マ
イ
ヤ
!
ズ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
i
ズ
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の

古
典
学
の
講
師
を
務
め
る
傍
ら
、
心
霊
研
究
に
没
頭
し
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
と
も
親
交
を
深
め
て
い
た
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
は
、
マ
イ
ヤ
i
ズ
の
死
後
、
彼

の
遺
作
と
な
っ
た
『
人
間
の
人
格
と
身
体
的
死
後
の
生
』
(
尚
喜
刊
号
、
町
立
。
き
た
。
塁
、
同
誌
を
ミ
て
ミ
ミ
匂
ミ
守
U
S
H
F
w
一
九
O
一
二
)
の
出
版
に
尽
力

し
、
ま
た
彼
の
功
績
を
追
悼
文
の
中
で
記
し
て
い
る
。
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
マ
イ
ヤ
1
ズ
は
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
が
有
し
て
き
た
意
味
と

そ
の
拡
張
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
の
語
|
|
「
闘
の
下
」
を
意
味
す
る
i
i
lは
、
個
人
に
知
覚
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
微
弱
す
ぎ
る
諸
々
の
感
覚
を
定
義
す
る

た
め
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。
私
は
通
常
の
闘
の
下
、
あ
る
い
は
通
常
の
意
識
の
縁
の
外
に
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
、
そ

の
語
の
意
味
を
拡
大
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
れ
ら
の
覆
い
寵
さ
れ
た
諸
々
の
考
え
や
感
情
が
、
私
た
ち
は
意
識
的
生
活
と
結
び

つ
い
て
い
る
特
徴
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
き
(
本
書
で
示
す
よ
う
に
試
み
る
こ
と
で
あ
る
が
)
、
私
は
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
あ
る
い

(
訂
)

は
境
界
を
超
え
た
意
識
(
己
E
i
B民
間
巳
包

2
5
c
o
g
s
g田
)
に
つ
い
て
話
す
こ
と
を
免
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
る
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

マ
イ
ヤ

i
ズ
の
創
始
し
た
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
は
、
「
悟
人
に
知
覚
さ
れ
る
に
は
あ
ま
り
に
微
弱
す
ぎ
る
諸
々
の
感
覚
」
を
表
現
す
る
た

め
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
と
き
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
は
ジ
エ
イ
ム
ズ
が
先
に
使
用
し
た
、
意
識
さ
れ
な
い
と
い

う
意
味
で
の
「
無
意
識
」
や
闘
下
に
お
け
る
認
知
と
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
イ
ヤ

i
ズ
は
こ
の
語
が
内
包
す
る
諸
現
象
を
、
「
闘
の

下
」
や
「
意
識
の
縁
」
を
超
え
た
領
域
さ
え
も
内
包
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
拡
張
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
「
意
識
の
縁
」
と
は
先
に
考
察
し
た

「
意
識
の
場
」
に
お
け
る
「
場
」
の
境
界
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
関
の
下
」
の
領
域
に
お
い
て
意
識
の
短
上
に
上
が

ら
な
い
「
覆
い
隠
さ
れ
た
諸
々
の
考
え
や
感
情
」
を
視
野
に
入
れ
る
と
き
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
あ
る
い
は
境
界
を
超
え
た
意
識
」
を
論
じ
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
。

マ
イ
ヤ

i
ズ
の
闇
下
へ
の
探
究
の
試
み
は
、
心
霊
研
究
の
扱
う
諸
現
象
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
彼
の
心
霊
現
象
の
説
明

A
H
v
 

n/ω 



原
理
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
」
や
ジ
ャ
ネ
の
「
潜
在
意
識
」
よ
り
も
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
の
指
す
領
域
を

拡
大
さ
せ
た
。
近
代
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
ズ
ム
は
、
一
八
四
八
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
郊
外
の
ハ
イ
ズ
ウ
ヱ
ル
に
住
む
フ
オ
ツ
ク
ス
姉
妹
が
壁
の
中
か

ら
不
審
な
タ
ッ
プ
音
を
聞
い
て
、
霊
と
交
信
し
た
と
い
う
「
ハ
イ
ズ
ウ
エ
ル
事
件
」
に
端
を
発
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
様
々
な
超
常
現
象
へ

の
関
心
と
流
行
は
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、
各
地
で
交
霊
会
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
無

意
識
的
な
脳
作
用
、
夢
、
催
眠
術
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
、
天
才
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
意
志
当
て
ゲ
l
ム、

0

フ
ラ
ン
シ
エ
ツ
ト
、
水
品
占
い
、
幻

聴
、
死
に
ゆ
く
者
の
幻
影
、
霊
媒
の
ト
ラ
ン
ス
、
悪
魔
の
態
依
、
椅
子
の
空
中
浮
遊
、
思
考
の
移
動
|
|
亡
霊
や
さ
ら
に
疑
わ
し
い
事
実
の

(
却
)

数
々
|
|
」
に
関
し
て
、
当
時
の
科
学
者
の
多
く
が
そ
れ
ら
の
諸
現
象
の
真
偽
性
を
真
剣
に
議
論
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
取
り
組
ん
だ
人
々
は
医

学
、
化
学
、
物
理
学
、
さ
ら
に
哲
学
な
ど
現
在
の
諸
分
野
の
な
か
で
、
そ
の
名
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
研
究
者
で
あ
っ
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
ス
ピ
リ
チ
ユ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
諸
現
象
の
解
明
に
対
す
る
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

も
し
、
あ
な
た
が
た
が
彼
の
学
説
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
尋
ね
る
な
ら
ば
、
私
は
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
答
え
る

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
偉
大
な
研
究
の
方
針
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
事
実
を
理
解
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
自
分
た
ち
の
前

に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
一
般
的
な
事
実
を
手
中
に
置
く
べ
き
だ
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
た
く
さ
ん
の
散
ら
ば
っ
た
諸

現
象
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
信
頼
で
き
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
他
の
も
の
は
科
学
か
ら
追
放
さ
れ
、
あ
る
い
は
特
異
な
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
彼
は
そ
れ
ら
に
連
続
を
見
出
し
、
繊
細
な
仮
説
と
類
比
に
よ
っ
て
隙
聞
を
満
た
し
、
そ
れ
ら
の
現
象
を
サ
ブ
リ
ミ
ナ

ル
な
自
己

(ω
号
=
B
S
H
w
-
r
R
)
と
い
う
大
胆
で
包
括
的
な
概
念
の
な
か
に
束
ね
た
の
で
あ
る
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

マ
イ
ヤ
l
ズ
の
研
究
は
自
然
科
学
の
枠
組
み
か
ら
排
除
さ
れ
た
様
々
な
現
象
を
包
括
し
、
そ
れ
ら
に
連
続
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
は
様
々
な
諸
現
象
を
包
括
す
る
広
大
な
概
念
で
あ
っ
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
こ
う
し
た
現
象
を
包
括

す
る
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
概
念
が
い
か
な
る
領
域
を
指
す
の
か
と
い
う
問
い
を
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
も
の
の
正
確
な
構
成
要
素
は
何
で
あ
る

の
か
」
(
傍
点
は
原
著
者
)
と
言
い
か
え
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
こ
の
問
い
を
「
マ
イ
ヤ
l
ズ
問
題
」
と
名
づ
け
、
今
後
、
研
究
す
る
価
値
の
あ
る

問
題
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ス
ー
プ
ラ
リ
ミ
ナ
ル
(
田
口
官
臼

lZEE-)、
す
な
わ
ち
「
闘
の
上
」
の
語
に
対
し
て
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
が
サ
ブ
リ
ミ

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の

-よ
q
/
“
 



湾
井

真

ナ
ル
(
∞
号
l
-
E
E色
、
す
な
わ
ち
「
闘
の
下
」
の
語
で
表
現
す
る
も
の
は
、
「
ス
l
プ
ラ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
、
私
た
ち
の
中
心
的
で
住
ん
で
い
る

(
阻
)

存
在
よ
り
も
さ
ら
に
広
大
」
な
領
域
を
示
し
て
い
る
。

前
節
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
ジ
ヤ
ネ
は
「
潜
在
意
識
」
を
主
要
な
意
識
と
し
て
の
「
第
一
人
格
」
の
下
に
置
き
、
「
潜
在
意
識
」
の
領
域

を
人
格
の
一
部
と
み
な
し
た
。
そ
れ
は
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
が
「
統
合
機
能
」
の
弱
体
化
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
は
現
在
の
意
識
を
下
支
え
す
る
、
い
わ
ば
記
憶
装
置
、
あ
る
い
は
保
管
庫
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

彼
は
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
を
、
私
た
ち
個
人
を
包
み
込
む
母
な
る
意
識
(
目
。
吾
刊
T
E
E
n
-
2
8
0
2
)
と
み
な
し
、
私
た
ち
の
知
っ
て
い

る
意
識
と
は
、
そ
の
母
な
る
意
識
か
ら
一
つ
の
結
晶
の
ご
と
く
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
と
は
主
要
な
意
識
、
す
な
わ
ち
「
ス
ー
プ
ラ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
の
源
で
あ
り
、
「
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
意
識
」

は
「
母
な
る
意
識
」
か
ら
現
わ
れ
る
。
こ
の
「
第
一
の
意
識
」
を
支
え
る
領
域
の
意
識
は
、
マ
イ
ヤ
1
ズ
が
創
始
し
た
概
念
の
一
つ
で
あ
る
テ
レ

パ
シ
ー
や
透
視
の
言
及
の
な
か
で
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

霊
的
世
界
と
人
間
の
繋
が
り
を
形
成
す
る
機
能
|
|
テ
レ
パ
シ
ー
や
遠
隔
透
視
1
1
1
は
、
(
夢
が
ぼ
ん
や
り
と
私
た
ち
に
示
す
よ
う
に
)
睡

(
担
)

眠
中
に
そ
れ
ら
の
最
初
の
基
本
的
な
現
わ
れ
を
生
み
出
す
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
「
母
な
る
意
識
」
を
意
味
す
る
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
領
域
は
、
人
間
の
意
識
の
根
源
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
霊
的
世
界
」
と
つ
な

が
り
を
も
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
睡
眠
は
「
霊
的
世
界
」
と
人
間
の
あ
い
だ
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
し
て
お
り
、
夢
が
そ
の
と
と
を
暗
示
し

て
い
る
と
い
う
。
こ
の
領
域
の
想
定
は
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
造
語
で
あ
る
テ
レ
パ
シ
ー
や
「
テ
レ
キ
ネ
シ
ス
」
(
丘
町
在
日
旨
)
、
霊
媒
や
シ
ャ
マ
ン
の

口
を
通
し
て
現
わ
れ
る
死
者
、
さ
ら
に
死
に
ゆ
く
生
者
の
幻
影
な
ど
の
諸
現
象
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
ジ
エ

の
概
念
が
、
そ
れ
以
前
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
心
」
や
「
霊
魂
」
の
議
論
に
対
し
て
有
し
て
い
る
意
義
を
、

22 

イ
ム
ズ
は
こ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

マ
イ
ヤ
1
ズ
の
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
と
い
う
広
大
な
概
念
は
、
人
間
の
心
を
構
成
す
る
も
の
と
い
う
古
典
的
な
観
念
を
完
全
に
ひ
つ
く
り



返
す
。
マ
イ
ヤ
l
ズ
が
ス

l
フ
ラ
リ
ミ
ナ
ル
な
領
域
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
か
つ
て
連
合
主
義
者
や
ア
ニ
ミ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
単
独
な
も
の
と

考
え
ら
れ
て
き
た
古
典
的
で
学
術
的
な
意
識
は
、
彼
の
理
論
の
な
か
で
は
精
神
領
域
の
ほ
ん
の
一
片
を
現
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る。

連
合
主
義
と
は
「
心
」
(
呂
旦
)
を
構
成
す
る
素
材
が
存
在
し
、
そ
れ
が
人
間
の
心
を
構
成
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
『
心
理
学
原
理
』
に

(
鉛
)

お
い
て
ジ
エ
イ
ム
ズ
が
批
判
し
た
立
場
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
っ
霊
的
存
在
へ
の
信
伸
」
と
い
う
語
で
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る

事
物
に
霊
魂
や
精
霊
が
宿
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
の
自
己
」
か
ら
み
れ
ば
、
連
合
主
義
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
立

場
は
心
や
霊
魂
と
呼
ば
れ
る
領
域
の
一
部
分
を
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
領
域
は
ジ
ヤ
ネ
や
ビ
ネ
の
よ
う
な
精
神
分
析
に
関
わ
る
「
潜
在
意
識
」
よ
り
も
広
大
な

領
域
を
現
わ
し
て
お
り
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
と
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は
次
の
よ
う
な
立
場
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
。

サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
も
の
を
探
究
す
る
多
く
の
研
究
者
が
い
る
。
彼
ら
自
身
は
い
か
な
る
超
常
的
な
も
の
と
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
報
告
を
誤
っ
た
も
の
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
恐
ら
く
戸
惑
い
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
し
、
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
も
の
を
も
っ
ぱ

ら
意
識
の
解
離
現
象
、
破
壊
さ
れ
た
記
憶
、
潜
在
意
識
的
な
感
覚
、
情
動
、
あ
る
い
は
フ
ォ
ビ
ア
(
恐
怖
吾
各
自
)
な
ど
へ
制
限
す
る

(
問
)

で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
で
あ
る
が
、
ジ
ヤ
ネ
氏
や
ビ
ネ
氏
は
こ
う
し
た
立
場
を
保
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

ジ
ヤ
ネ
や
ビ
ネ
の
立
場
は
「
超
常
的
な
も
の
」
に
関
す
る
報
告
を
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
精
神
分
析
の
枠
組
み
に
留
め

る
立
場
に
依
拠
し
て
い
る
。
「
潜
在
意
識
」
と
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
「
潜
在
意
識
」
の
概
念
は
「
霊
魂
」
や
「
超
自
然
的
な

も
の
」
を
想
定
す
る
こ
と
な
く
諸
現
象
の
解
明
を
試
み
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
立
場
は
そ
れ
ら
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心

理
現
象
ば
か
り
で
な
く
一
切
の
諸
現
象
を
も
説
明
す
る
形
而
上
学
的
な
概
念
で
あ
っ
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
こ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
と
い
う
包
括

的
な
概
念
が
、
未
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
を
非
常
に
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
手
放

し
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
譲
歩
的
な
立
場
で
マ
イ
ヤ
1
ズ
を
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
l
ズ
が
自
ら
の
予
知
能
力
に
よ
っ
て
正
し
い
道
を
本
当
に
当
て
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
聡

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の

23 
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真

明
で
あ
っ
た
他
の
人
々
の
名
と
同
じ
よ
う
に
、
科
学
史
に
お
い
て
名
誉
あ
る
地
位
を
保
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
評
価
は
『
諸
相
』
に
お
け
る
「
宗
教
的
経
験
」
の
心
理
学
的
説
明
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
i
ズ
の
「
潜
在

意
識
的
自
己
」
と
ジ
ャ
ネ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
の
あ
い
だ
の
差
異
が
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
『
諸
相
』
の
結
論
部
分
に
お
い
て
い
か
な
る
意

味
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
『
諸
相
』
に
お
け
る
記
述
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

宗
教
的
経
験
と
『
無
意
識
的
な
る
も
の
」

こ
れ
ま
で
「
無
意
識
」
、
「
潜
在
意
識
」
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
と
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
が
指
す
領
域
を
考
察
し
て
き
た
が
、
本
節
で
は
ジ
ヱ
イ

ム
ズ
が
『
諸
相
』
の
終
わ
り
に
選
択
し
た
「
無
意
識
な
る
も
の
」
の
領
域
に
つ
い
て
論
じ
る
乙
と
に
し
た
い
。
先
に
取
り
上
げ
た
ジ
エ
イ
ム
ズ
の

仮
説
に
お
い
て
、
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
は
「
あ
ち
ら
側
」
と
「
こ
ち
ら
側
」
で
は
「
潜
在
意
識
」
の
レ
ベ
ル
で
連
続
し
て
い
た
。
ジ
ヤ
ネ
や
ビ

ネ
が
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
も
の
」
を
未
だ
人
間
の
異
常
心
理
に
置
く
眠
り
、
「
潜
在
意
識
」
は
人
間
の
意
識
の
一
部
分
と
し
て
み
な
さ
れ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
は
『
諸
棺
』
の
結
論
に
入
る
第
一
九
議
の
終
わ
り
に
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
領
域
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ

第
五
節
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て
い
る
。私

が
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
た
ち
は
宗
教
が
境
界
を
超
え
た
(
可
富
田
B
R
m
-
E
C
、
あ
る
い
は
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
領
域
と
異
常
な
ほ
ど
密
接

な
関
わ
り
を
も
っ
人
間
性
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
中
路
)
も
し
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
は
心
霊

研
究
や
そ
の
他
の
精
神
異
常
の
臭
い
が
あ
ま
り
に
も
強
す
ぎ
て
、
あ
な
た
が
た
の
お
気
に
召
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
十
分
に
白
日
の

下
に
照
ら
さ
れ
た
意
識
の
レ
ベ
ル
と
区
別
す
る
た
め
に
あ
な
た
が
た
の
好
き
な
名
前
で
呼
ん
で
も
構
わ
な
い
。
も
し
悩
む
の
で
あ
れ
ば
、
こ

の
白
日
に
照
ら
さ
れ
た
意
識
の
レ
ベ
ル
を
人
格
の
A
領
域
と
呼
ん
で
、
艇
の
部
分
を
B
領
域
と
呼
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
と
き
、

B
領

域
は
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
よ
り
も
大
き
な
部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
潜
伏
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
住

ま
い
で
あ
り
、
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
観
察
さ
れ
て
い
な
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
貯
蔵
庫
(
岳
町
尽
お
2
2円
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
中
略
)
と
に
か

く
、
そ
の
(
引
用
者
注
一
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
)
ド
ア
を
入
り
口
と
す
る
経
験
は
宗
教
史
を
形
成
す
る
擦
に
著
し
い
影
響
を
有
し
て
き
た
。
こ



の
結
論
を
も
っ
て
、
私
は
最
初
の
講
義
で
開
始
し
た
円
環
を
閉
じ
、
最
初
に
告
げ
た
発
達
し
て
い
て
明
瞭
で
あ
る
倍
人
に
見
出
さ
れ
る
内
的

な
宗
教
現
象
の
検
討
を
終
え
る
。

ジ
ヱ
イ
ム
ズ
は
読
者
(
あ
る
い
は
講
義
の
穂
衆
)
が
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
の
も
つ
背
景
に
不
可
解
さ
を
感
じ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
「
白

日
に
照
ら
さ
れ
た
」
自
己
の
意
識
領
域
を
「
A
領
域
」
、
そ
れ
と
接
点
を
も
っ
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
領
域
を
「
B
領
域
」
と
呼
び
か
え
る
こ
と

を
提
案
し
て
い
る
。
「
A
領
域
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
自
己
は
「
B
領
域
」
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
た
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の

領
域
は
夢
、
催
眠
状
態
、
そ
し
て
ヒ
ス
テ
リ
ー
な
ど
の
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
貯
蔵
庫
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
サ
ブ
リ
ミ
ナ

ル
な
領
域
が
宗
教
史
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
領
域
を
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
養
う
「
源
泉
」
(
昏
止
。
E
S
S

lum-己
と
も
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
領
域
は
宗
教
的
経
験
に
お
け
る
「
神
的
な
も
の
へ
さ
ら
に
「
霊
魂
」
の
よ
う
な
超
自
然
的

な
も
の
が
住
ま
う
領
域
で
あ
り
、
ス
ー
プ
ラ
リ
ミ
ナ
ル
の
領
域
に
お
い
て
記
録
さ
れ
て
お
ら
、
ず
、
観
察
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
、
言
い
換
え
れ
ば
、

関
の
上
に
お
い
て
認
知
さ
れ
な
い
も
の
を
蓄
え
る
貯
蔵
庫
で
あ
っ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
の
『
諸
相
』
に
お
け
る
位
置
づ

け
で
あ
る
。
こ
の
語
は
『
諸
相
』
に
お
け
る
「
円
環
」
の
最
後
、
す
な
わ
ち
宗
教
を
個
人
的
な
経
験
に
限
定
し
、
自
己
の
分
裂
、
そ
れ
を
統
一
す

る
回
心
を
考
察
し
、
さ
ら
に
神
秘
主
義
と
そ
れ
に
伴
う
聖
性
へ
議
論
を
展
開
し
、
さ
ら
に
主
観
的
経
験
に
客
観
的
評
価
を
加
え
る
と
い
う
一
連
の

プ
ロ
セ
ス
の
「
結
論
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

深
い
宗
教
的
生
の
な
か
に
い
る
個
人
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
て
き
た
よ
う
に
l
lこ
の
こ
と
が
私
の
結
論
で
あ
る

が
|
|
こ
の
領
域
(
引
用
者
注
一
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
や
「
B
領
域
」
)
へ
の
一
扉
か
並
外
れ
て
大
き
く
調
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
傍
点
は
引

用
者
)
。

F
h
υ
 

q
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こ
の
よ
う
に
、
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
は
第
三
十
議
「
結
論
」
を
待
た
ず
に
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
領
域
が
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
と
密
接
な
関
わ
り

を
も
っ
と
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の
言
及
は
必
ず
し
も
『
諸
相
』
に
お
け
る
宗
教
的
経
験
の
心
理
学
的
考
察
に
よ
る
結
論
と
は

限
ら
な
い
。
第
二
十
議
に
お
い
て
、
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
は
そ
れ
ま
で
の
議
論
の
批
判
的
考
察
を
通
し
て
、
宗
教
的
経
験
の
枠
組
み
を
精
巧
な
言
い
換
え

と
と
も
に
論
じ
て
い
る
。

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の
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真

そ
の
真
理
性
の
問
題
に
も
っ
と
も
関
連
し
て
生
じ
る
内
容
と
は
、
私
た
ち
自
身
の
高
次
の
自
己
が
調
和
的
な
活
動

に
関
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
あ
の
「
同
性
質
の
よ
り
以
上
の
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
は
単
に
私
た
ち
の
観
念

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
本
当
に
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
中
略
)
諸
神
学
は
す
べ
て
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
が

本
当
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

こ
の
引
用
に
お
け
る
「
向
性
質
の
よ
り
以
上
の
も
の
」
と
は
、
「
母
な
る
意
識
」
や
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
貯
蔵
庫
」
な
ど
で
表
現
さ
れ
た
「
サ

ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
領
域
を
指
し
て
い
る
。
自
己
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
よ
り
も
広
大
な
領
域
を
も
っ
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
と
つ
な

が
っ
て
い
る
。
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
と
「
潜
在
意
識
」
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
は
必
然
的
に
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
も

内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ジ
エ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
自
己
を
超
え
た
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
は
あ
ら
ゆ
る
神
学
が
そ
の
存
在
を
認
め
て
い

る
と
い
う
。
彼
は
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
に
関
す
る
神
学
上
の
差
異
が
、
い
わ
ゆ
る
「
語
り
方
」
を
め
ぐ
る
属
性
の
議
論
と
み
な
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
外
的
要
素
を
漉
過
す
る
作
業
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
核
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ

(
岨
)

が
「
諸
宗
教
の
科
学
」

G
a
g
g
o片
岡
在
荘
。
E
)
と
呼
ん
だ
こ
の
過
程
は
、
示
唆
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

作
業
を
行
な
っ
た
と
い
う
想
定
の
も
と
で
提
示
さ
れ
た
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
は
、
心
理
学
と
の
繋
が
り
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
。

私
た
ち
は
ま
ず
、
心
理
学
者
た
ち
も
事
実
と
し
て
認
め
る
か
も
し
れ
な
い
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
を
記
述
す
る
方
法
を
探
し
出
す
の
が
良
い

で
あ
ろ
う
。
潜
在
意
識
的
自
己
と
は
近
年
、
十
分
に
信
用
を
得
た
心
理
学
的
実
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
は
ま
さ
し
く
こ
の
語
こ
そ
必
要
と

(
叫
)

さ
れ
る
媒
介
的
な
術
語
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
(
傍
点
は
原
著
者
)
。

ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
十
分
に
信
用
を
得
た
心
理
学
的
実
在
」
と
し
て
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
の
概
念
を
導
入
し
、
こ
の
概
念
が
「
よ
り
以
上
の
も

の
」
と
の
接
点
を
も
っ
と
考
え
た
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
自
己
」
か
ら
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
へ
、
宗
教
的
経
験
に
お
け
る
「
無

意
識
的
な
る
も
の
」
の
領
域
を
狭
め
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
後
に
、
彼
は
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
に
言
及
し
、
賞
賛
を
与
え
て
い
る

が
、
そ
れ
が
心
理
学
的
に
認
め
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
と
は
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
宗
教
的
経
験
に
関
す
る
心
理

学
的
考
察
は
他
の
諸
科
学
と
接
点
を
も
ち
、
さ
ら
な
る
考
察
が
継
続
可
能
な
状
況
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

宗
教
的
経
験
に
お
い
て
、
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こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
て
最
終
段
階
で
論
じ
ら
れ
た
仮
説
が
、
先
に
挙
げ
た
「
『
よ
り
以
上
の
も
の
』
は
、
向
こ
う
側
で
は
何
で
あ
れ
、
こ

ち
ら
側
で
は
私
た
ち
の
意
識
的
生
活
と
潜
在
意
識
的
に
連
続
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
仮
説
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
「
よ
り
以
上
の
も
の
」

が
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
な
い
し
、
「
潜
在
意
識
」
を
通
過
点
と
し
て
「
意
識
」
へ
流
入
す
る
と
も
明
言
し
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
意
識
」
の
関
に
上
ら
な
い
も
の
を
蓄
え
る
「
潜
在
意
識
」
は
、
同
性
質
の
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
と
連
続
し
て
い

た
。
こ
の
「
潜
在
意
識
」
と
い
う
現
在
の
自
己
意
識
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
エ

イ
ム
ズ
は
宗
教
的
経
験
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
「
潜
在
意
識
」
や
「
潜
在
意
識
的
自
己
」
の
語
の
使
用
は
、
神
学
が
も
つ
こ
と
の

な
い
科
学
と
の
接
点
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
神
学
と
比
較
し
て
、
よ
り
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
は
、
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
の
『
諸
相
』
に
お
け
る
宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
な
る
も
の
」
の
関
係
を
、
彼
の
間
世
代
に
お
け
る
心
理
学

の
諸
理
論
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
論
じ
て
き
た
。
彼
は
「
意
識
の
場
」
と
い
う
心
理
学
の
鍵
概
念
を
採
用
し
、
意
識
の
特
徴
を
論
じ
た
。
「
意

識
の
場
」
の
周
縁
は
暖
味
で
あ
り
、
そ
れ
を
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
「
意
識
の
場
」
は
個
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
宗
教

的
天
才
が
未
来
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
精
神
的
疾
患
者
に
お
け
る
意
識
は
現
在
と
い
う
一
瞬
で
し
か
な
い
。
「
普
通
の
心
理
学
」

も
認
め
て
い
る
こ
れ
ら
の
特
徴
に
加
え
て
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
の
心
理
学
上
の
発
見
を
マ
イ
ヤ
l
ズ
ら
の
『
生
者
の
幻
影
』
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に
認
め
た
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
心
理
学
原
理
』
や
『
諸
相
』
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
無
意
識
」
を
発
見
し
た
「
第
一
次
力
動
精
神
医
学
」
の
動
向
と
有
機
的
な

連
関
の
な
か
で
執
筆
さ
れ
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
夢
を
「
願
望
の
充
足
」
に
置
き
、
そ
の
過
程
を
論
じ
る
た
め
に
「
無
意
識
」
、
「
前
意
識
」
、
そ
し
て

「
意
識
」
の
三
段
階
を
置
い
た
。
日
中
に
「
前
意
識
」
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
夜
に
は
「
前
意
識
」
を
通
過
し
て
「
意
識
」

へ
流
入
す
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
フ
ロ
イ
ト
と
同
時
期
に
「
無
意
識
」
の
語
を
使
用
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
感
覚
諸
器
官
に
お
け
る
認
知
の

視
点
か
ら
、
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
無
意
識
」
の
語
を
使
用
し
た
。

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の



津
井

真

ジ
ャ
ネ
は
ヒ
ス
テ
リ
ー
や
神
経
症
に
お
け
る
患
者
を
考
察
し
、
彼
ら
に
見
ら
れ
る
諸
現
象
を
「
自
動
運
動
」
と
し
て
表
現
し
た
。
彼
は
「
第
一

人
格
」
や
「
意
識
」
に
対
応
す
る
「
第
二
人
格
」
や
「
潜
在
意
識
」
に
つ
い
て
論
じ
、
意
識
の
「
統
合
機
能
」
の
衰
退
が
こ
れ
ら
の
領
域
を
生
み

出
す
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ヤ
ネ
の
言
う
「
潜
在
意
識
」
と
は
本
来
は
統
一
さ
れ
る
べ
き
知
覚
の
一
部
分
で
あ
り
、
海
く
ま
で
意
識
と

い
う
枠
経
み
内
の
事
象
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
は
「
潜
在
意
識
」
よ
り
広
義
の
領
域
を
指
す
概
念
で

あ
っ
た
。
『
人
間
の
人
格
と
身
体
的
死
後
の
生
』
に
お
い
て
、
マ
イ
ヤ

i
ズ
は
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
の
範
囲
を
拡
大
し
た
。
平
常
の
自
己
と

連
続
す
る
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
の
語
は
、
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
や
「
連
合
主
義
」
の
よ
う
な
心
や
霊
魂
の
一
部
分
を
言
い
表
し
た
先
行
の
学
筏
用
語

を
も
包
括
し
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
語
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
た
。

当
時
の
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
、
彼
は
『
諸
根
』
に
お
け
る
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
の
流
入
を
「
潜
在
意
識
」

の
領
域
と
し
て
捉
え
た
。
こ
の
背
景
に
は
マ
イ
ヤ
l
ズ
の
理
論
を
認
め
な
が
ら
も
、
心
理
学
の
文
脈
か
ら
宗
教
的
経
験
を
論
じ
よ
う
と
い
う
ジ
エ

イ
ム
ズ
の
意
図
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
の
発
見
の
時
代
に
お
い
て
、
彼
の
『
諸
相
』
は
「
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
」
で

は
な
く
「
潜
在
意
識
」
、
す
な
わ
ち
「
魂
」
で
は
な
く
「
心
」
を
心
理
学
の
考
察
対
象
に
置
い
た
著
作
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
宗
教

的
経
験
を
心
理
学
的
に
説
明
し
な
が
ら
も
、
「
よ
り
以
上
の
も
の
」
を
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」
と
い
う
不
可
視
の
形
布
上
的
領
域
に
置
い
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
心
理
学
主
義
の
側
面
を
も
っ
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
心
理
学
は
、
自
然
科
学
と
し
て
の
心
理
学
を
標
梼
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
隠
れ
た
神
学
の
側
面
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
的
経
験
に
対
す
る
心
理
学
的
考
察
が
も
っ
問
題
は
、

的
な
る
も
の
」
を
措
定
す
る
心
理
学
の
諸
分
野
に
対
す
る
根
本
的
問
い
重
し
も
迫
っ
て
い
る
と
三
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
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「
無
意
識

注

(
1
)

重
臣
自
』

5
2・
器
内
否
、
宣
言
。
言
え
を
白
星
野
、

1
2
2
h
B
E幸
一
出
S
E
E
-〈
g
H
q
Z
F
S
C
M
(
喜
三
七
-HM-

(
2
)

鈴
木
昌
、
「
フ
ロ
イ
ト
」
、
新
田
義
弘
ほ
か
編
『
無
意
識
の
発
見
』
(
岩
波
講
座
現
代
思
想
一
二
)
、
岩
波
書
底
、
一
九
九
三
年
、
四
頁
。

(
3
)
z
gユ
m
m
z
g
g
G同
F
『
E
R
む
冨
号
高
ミ
ミ

HF。
句
、
刊
号
、
昌
司
芯
E
-
H
F内
ghHqミ
室
、
同
て
も
~
ミ
E
ヨ
ミ
ロ
リ
言
。
室
内
同
uhyDPFaHgzog、d
-
G
央
一
回
gFn
切
O
G
-
a
e

-
喧
叶

0

・
司
・
ム
・
木
村
敏
・
中
井
久
夫
監
訳
の
『
無
意
識
の
発
見
』
(
弘
文
堂
、
一
九
八
O
年
)
の
原
文
は
吋
含
む
な
円
白
石
ミ
ミ
HF内
安
門

S
E
g
h
で
あ
り
、



原
文
ど
お
り
忠
実
に
翻
訳
す
る
と
、
『
無
意
識
的
な
る
も
の
の
発
見
』
で
あ
る
。
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
l
は
フ
ロ
イ
ト
と
そ
れ
以
前
と
い
う
点
を
強
調
し

て
い
る
が
、
全
体
の
議
論
は
必
ず
し
も
こ
の
こ
と
だ
け
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
原
文
と
邦
訳
の
あ
い
だ
の
微
妙
な
ズ
レ
に
読
者
は

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

(
4
)

ヨ-
-
E
B
E
g
g
-
『
可
否
、
tHRhA『
F
E
h
g旬同円超

q
S町内七・品
8
・

(
5
)

吉
子
宅
'
E∞
l-s・

(
6
)

出町内
g
E
∞司
2
8
F
昌
?
可
5
E可
~2
ミ
huhysqEhy(〈C
』」

)
¥
E
n
dそ
2
g
c『出
qvoコ∞司
g
n
n
p
。
30NnEmFH∞∞
O
(
3
a
E
)
七
-Mご
・
な
お
、
こ
の

著
作
は
一
八
五
五
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
ジ
ャ
ネ
が
参
照
し
た
第
三
版
を
使
用
し
た
。

(
7
)

同V
W
5
-
S
2・h
w
g芯
ヨ
ミ
な
書
官
官
町
F包
含
笠
宮
p-MMEM
門

H
F
E日開

U

和
国
同
区
門
田
P
Z
S
(
3
M】)・
1

3
・

(
8
)
5
E
B
E
E
N
F
ミ
ミ
ミ
5
3『
p
b
h
g
h
同屯
1
2
n
p司
-E唱・

(
9
)

者
E
E自
古
田

op
『
宮
、
、
宮
内
守
NS

也、huミ円
Fbhohy(き
こ
)
唱
の
自
国
FE己目刊のい出向〈民円
H
C
E〈
R
a
q
-
M
H
E
T
H∞
唱
。
(
-
申
∞
】
)
七
-
Z凶

(
印
)
ジ
エ
イ
ム
ズ
は
「
意
識
の
流
れ
」
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

一
、
あ
ら
ゆ
る
考
え
は
、
個
人
の
意
識
の
一
部
分
で
あ
る
傾
向
が
あ
る
。

二
、
個
人
の
意
識
の
な
か
で
、
考
え
は
常
に
変
化
し
て
い
る
。

一
二
、
個
人
の
意
識
の
な
か
で
、
考
え
は
感
覚
の
点
で
連
続
し
て
い
る
。

四
、
考
え
は
、
対
象
を
常
に
そ
れ
と
独
立
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

五
、
考
え
は
、
対
象
の
一
部
分
に
興
味
を
も
ち
、
他
の
部
分
を
排
除
し
、
絶
え
ず
、
歓
迎
し
た
り
拒
絶
し
た
り
|
|
一
一
一
一
白
で
言
え
ば
、
対
象
を

選
択
ー
ー
し
て
い
る
(
傍
点
は
原
著
者
室
】
出
即
日
』
S

F
『
芝
、
き
円

1
2ミ
ヨ
百
円
吉
守
匂
〈
さ
己
〉
@
唱
-
N
N
O
)
。

(日

)

5

E

S』
E
H
H
p
g
こ、きミ
5
ミ
河
内
£
E
』
同
ゼ

E
S
E
-
Z
∞唱

(ロ
)
F
E
J
司
目
冨
喧
・

(
日
)
思
広
・
も

--s・

(
凶
)
こ
の
テ
l
ゼ
は
、
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
一
八
八
四
年
の
論
文
で
あ
る
「
感
情
と
は
何
か
」
(
・

4-Zご
明
言
明
白
O
吉
田
・
二
八
八
四
)
や
『
心
理
学
原
理
』

に
お
い
て
主
張
さ
れ
、
同
じ
時
期
に
デ
ン
マ
ー
ク
の
カ
l
ル
・

G
・
ラ
ン
ゲ
(
内
邑
。
・
戸
言
明
タ
一
八
一
二
四
|
一
九
O
O
)
が
同
様
の
主
張
を
行
な
っ

た
た
め
、
両
者
の
名
を
取
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。

(
日
)
者
巴
E
Z
E
E
O
F
吋
可
否
号
え
2
3『
窓
口
宣
言
hM円超肉、宮町内唱司・
3
0・

(
国
)
フ
ロ
イ
ト
は
夢
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
着
想
を
フ
エ
ヒ
ナ

1
(。
g
g〈・『
-
E
S
R同
)
に
帰
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
と
フ
ヱ
ヒ
ナ
!
の
関
わ
り

に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
エ
レ
ン
ベ
ラ
ン
ジ
ュ
、
「
フ
エ
ヒ
ナ
!
と
フ
ロ
イ
ト
」
、
中
井
久
夫
編
訳
『
無
意
識
と
パ
イ
オ
ニ
ア
の
患
者
た
ち
』
(
エ

ラ
ン
ベ
ラ
ン
ジ
ユ
著
作
集
第
一
巻
)
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
。
な
お
、
邦
訳
で
は
前
注
の
よ
う
に
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ

l
(
E
S民
間
巴
-
S
F
R明
色

宗
教
的
経
験
と
「
無
意
識
的
な
る
も
の
」

29-
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ジ
エ
イ
ム
ズ
の
連
合
説
批
判
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
吉
永
進
一
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
心
霊
研
究
」
、
『
宗
教
哲
学
研
究
』

(
第
七
号
)
、
北
樹
出
版
、
一
九
九

O
年。

(
幻
)
者
臣
即
日
』
自
己

gwEY向

3
a
w回印刊円三円四件。
3
官
官
-
。
匂
~
叫
聞
こ
ヨ
・

(
刊
日
)
開
込
者
向
己
回

J
[
1
2・
、
江
君
主
て
町
内
定
』

HHaZ(〈
c
-
-
M
)
-
d
5
h
o
-
-刊
2
E
当
日
宮
丘
四
言
白
区
切
冨
岡
田
町
芹
斗

1
0
F
F
C
E
C白
い
閉
山
口
己
己
邑
明
P
呂
志
七
・
凶
巴
・

(
ω
)
5
-
-
H
5
2
2
P
E冨
ヨ
ロ
〆
印
m
z
n
n
B
P可
n
z
-
c凹
¥
ぜ
-
N
O
M
-

(
川

3
5
-
E
S
E
H
g
p
g俗
芸
、
吉
岡
町
内

h
A
B
S
3
5
hさ
S
S
R
-戸

(引

)
H
E
ι
・七い∞-

(

必

)

同

町

広

」

司

-hSH・

ろ

し

(
必
)
「
諸
宗
教
の
科
学
」
に
関
し
て
、
ス
キ
エ
ル
の
表
現
を
使
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ジ
ヱ
イ
ム
ズ
は
化
学
者
が
漉
紙
に
液
体
を
流
し
込
ん
で
不
純
物

を
猿
過
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
お
け
る
独
自
の
要
素
や
制
度
的
で
知
的
側
面
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
街
辰
巳
民
的
EnEmr

同
窓
言
、
号

G
E遣
、
芯
お
~
ヨ

~
~
E
S
K墨色、

hEEh--yミ
河
内

p
h
s
p
d
E
J
ミ
田
喜
C
『
Z
2
H
m
u
g凶

m
-
J
a
p
-
甲
ま
叫
聞
こ
}
凶
・
)
。
な
お
、
「
諸
宗
教
の
科
学
」

に
関
し
て
は
、
堀
雅
彦
「
W
・
ジ
エ
イ
ム
ズ
に
お
け
る
『
宗
教
の
科
学
』
と
神
の
実
在
」
、
『
哲
学
』
(
四
O
号
)
、
北
海
道
大
学
哲
学
会
、
二

O
O
四

年
。
お
よ
び
、
拙
稿
「
W
・
ジ
エ
イ
ム
ズ
の
宗
教
的
経
験
論
と
そ
の
哲
学
的
枠
組
み
」
、
『
東
北
宗
教
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Religious Experience and “the Unconscious" : 

In William James' Perspective on Psychology 
湾
井

Mak:oto SA W AI 
真

The aim of this paper is to consider th巴 relationshipbetween religio百sexperienc巴 and“the 

註nconscious"金omWilliam James' perspective on psychology. ln The Varieties of Religious 

Experience， he proposes the concept of a “自巴ldof consciousness，" in line with such 

contemporぽypsychological佐巴ndsas those of Herbert Spencer and Pierre Janet. Based on the 

theoretical discussion presented in his previous work， The Principles of Psychology， James 

focuses on three aspects of consciousness in his Varieties. First， consciousness possesses an 

indefinite range or margin， which is unknown to the subject. Second， consciousness cannot be 

described accurately. Third， the range of consciousness v叩 eson an individuaI basis. Moreover， 

Jam巴sregarded Phantasms ofthe Living， written by Frederic W. H. Myers， Edmund Gumey， and 

Frank Podmore， as a remarkable achievement. For him， this book represented出ediscovery of the 

“unconscious，" which differed from the theory of“ordinary psychology" common to period. 

As is well known， in Die Traumdeutung， Freud argues that dreams are caused by wish 

fulfillment. He raises the conc巴，ptof th巴“unconscious"(Unbewusste) in relation to the 

“subconscious" (Vorbewusste) and the “consciousness" (Bewusstsein) . Janet， based on studies 

of hysteric patients， proposes in註isL'automatisme psychologique the concept of“subconscious" 

(subconscient)， which he regards as a corruption of“the faculties of synthesis." On the other 

hand， Myers proposes the concept of“subliminal，" which is broader出anboth the concepts of the 

“unconscious" and the“subconscious." In the context of“modem spiritualism，" Myers intends， 

by using these concepts， to account for various diff，巴rentphenomena. While for Janet， the、econd
consciousness" is a p紅 tof a single subject in the“subconscious，" Myers'“S註bliminal"is a 

“'reservoir" that cannot詰eacknowledged by one's senses. Moreover， Myers' concept 

comprehends not only the勺nind，"but also the “soul" or出e“supematural."

Based on these considerations， James utilizes the “subconscious" in the concluding chapter of 

his Varieties. This implies that the concept of“subconscious" had been aIready accep包:din白E

broader field of psychology by his tim巴.James' approach to religious experience was closely in 

relation to the contempor紅 ypsychological theories aboutめe“unconscious." 
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