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習
慣
は
如
何
に
し
て
働
き
、
人
間
の
活
動
に
お
い
て
如
何
な
る
役
割
を

果
た
す
の
か
。
こ
の
問
い
は
哲
学
に
お
い
て
古
く
か
ら
関
心
を
当
て
ら
れ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
な
お
議
論
さ
れ
て
い
る
中
心
的
課
題
で
も
あ

る
。
習
慣
に
は
強
力
な
概
念
的
緊
張
が
内
に
含
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば

そ
こ
で
は
、
意
識
と
無
意
識
、
意
志
と
惰
性
、
人
間
性
と
機
械
性
、
固
着

と
適
応
、
本
能
と
文
化
、
個
人
と
社
会
…
…
等
々
の
諸
概
念
間
の
関
係
が

問
わ
れ
て
く
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
に
お
け
る

静
態
的
・
機
械
論
的
な
習
慣
概
念
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
力

動
的
・
志
向
的
な
習
慣
概
念
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
活
動
に

お
い
て
習
慣
が
及
ぼ
す
影
響
の
功
罪
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
　
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
に
よ
る
習
慣
概
念

　
　
│
習
慣
の
盲
目
性
と
機
械
性

　
習
慣
は
、
私
達
が
様
々
な
経
験
を
通
し
て
形
成
し
て
き
た
獲
得
物
で
あ

り
、
私
達
の
生
活
に
お
け
る
多
く
の
コ
ス
ト
を
軽
減
し
、
安
定
化
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
習
慣
な
く
し
て
は
、
私
達
が
日
々
の
生
活
を
送
る
こ
と
は

非
常
に
困
難
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
こ
の
習
慣

に
よ
る
安
定
化
は
、
私
達
の
行
動
を
一
定
の
仕
方
に
固
着
さ
せ
る
こ
と
も

意
味
し
て
お
り
、
す
で
に
妥
当
性
を
失
っ
た
判
断
や
行
為
を
習
慣
に
導
か

れ
る
ま
ま
不
適
切
に
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
、
習
慣
は
し
ば
し
ば
非
合
理
的
且
つ

機
械
的
な
原
理
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　
習
慣
の
特
性
を
解
釈
す
る
に
当
た
り
、
習
慣
の
こ
の
よ
う
な
負
の
側
面

を
強
く
指
摘
す
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、
英
国
の
日
常
言
語
学
派
に

分
類
さ
れ
る
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ラ
イ
ル
は
、

著
書
『
心
の
概
念
』
に
お
い
て
人
間
の
諸
行
為
の
性
質
を
決
め
る
一
つ
の

基
準
と
し
て
、「
理
知
性
（intelligence

）」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
理
知
的
行
為
と
は
、「
行
為
者
が
そ
れ
を
為
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練
（training

）」
を
通
し
て
、
試
行
錯
誤
を
経
て
学
ば
れ
る
と
す
る
一
方

で
、
習
慣
は
単
純
な
「
反
復
練
習
（drill

）」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の

だ
と
し
て
い
る
。
ラ
イ
ル
は
両
者
の
区
別
に
つ
い
て
、「
反
復
練
習
は
理

知
性
を
失
わ
せ
、
訓
練
は
理
知
性
を
成
長
さ
せ
る）

3
（

」
と
言
及
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
習
慣
的
行
為
と
理
知
的
行
為
の
特
性
の
違
い
と
し
て
も

転
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
マ
ッ
ク
ガ
ー
ク
は
、
こ
う
し
た
ラ
イ
ル
の
習
慣
概

念
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
外
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
自
動
的

な
い
し
は
非
合
理
的
な
状
態
で
あ
り
、
非
│

人
間
的
・
動
物
的
な
状
態
で

あ
る
と
特
徴
づ
け
て
い
る）

4
（

。
い
わ
ば
、
習
慣
的
行
為
は
、
特
定
の
刺
激
に

対
し
て
機
械
的
に
反
射
応
答
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
習
慣
的
で
あ
る
と
は
、
当
該
の
行
為

や
そ
の
行
為
を
成
立
さ
せ
て
い
る
知
に
つ
い
て
無
自
覚
な
状
態
、
不
自
由

な
状
態
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
状
態
に
あ
っ
て
は
真
の
意
味
で
世
界
や
自

己
の
知
に
関
与
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
知
の
発
展
可
能
性
も
あ
り

え
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
ラ
イ
ル
に
お
い
て
世
界
と
の
真
の
関
わ
り
は
、

理
知
性
を
通
し
た
自
己
透
明
性
と
共
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
習
慣
は
そ
れ
を
為
す
上
で
の
阻
害
要
因
と
し
て

み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る）

5
（

。

　
習
慣
を
単
な
る
「
刺
激
│

反
応
」
形
式
で
捉
え
、
そ
れ
を
機
械
的
反
復

と
し
て
捉
え
る
解
釈
の
背
景
に
は
、
記
憶
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
保
存
デ

ー
タ
や
倉
庫
に
貯
蔵
さ
れ
た
物
の
よ
う
な
、
静
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る

古
典
的
見
方
が
根
底
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
お
い
て
は
知
の
刷
新

や
そ
の
動
性
は
、
あ
く
ま
で
も
理
知
性
な
い
し
は
意
識
の
側
に
属
す
る
こ

し
て
い
る
と
き
に
、
自
ら
の
行
っ
て
い
る
こ
と
を
思
慮
し
て
い
る
」
こ
と

を
指
し
、
あ
る
人
が
理
知
的
で
あ
る
と
は
、
自
ら
の
行
為
を
批
判
的
に
吟

味
し
た
り
、
個
々
の
状
況
に
合
わ
せ
て
自
ら
の
理
論
や
行
動
を
自
覚
的
に

調
整
し
た
り
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る）

1
（

。
た
と
え
ば
そ
こ
に

は
、
論
理
的
推
論
の
よ
う
な
理
論
的
行
為
の
ほ
か
に
も
、
職
人
や
運
動
選

手
の
技
能
の
よ
う
な
身
体
行
為
が
含
ま
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
行
為
が
理
知

的
と
言
え
る
か
は
、
そ
の
行
為
遂
行
に
対
し
て
自
我
の
自
覚
的
な
注
意
作

用
が
そ
の
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
が
基
準
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
こ
の
よ
う
な
理
知
的
行
為
に
対
し
て
、
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
の
習
慣
と

は
、
理
知
性
の
範
囲
か
ら
外
れ
た
行
為
と
い
う
意
味
し
か
付
与
さ
れ
て
い

な
い
。
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
習
慣
と
は
、「
そ
れ
を
自
動
的
に
行
っ
た
り
、

自
分
が
し
て
い
る
こ
と
を
思
念
な
し
に
行
う
）
2
（

」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

以
前
行
わ
れ
た
行
為
の
単
な
る
反
復
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
理
知
的
な
働
き

は
何
ら
含
ま
れ
な
い
。
先
に
述
べ
た
職
人
の
技
の
よ
う
な
技
能
知
（
ラ
イ

ル
に
お
い
て
は
、「
方
法
知
（know
ing how

）」
と
呼
ば
れ
る
知
の
形
態
）

は
、
言
語
的
・
概
念
的
な
指
示
作
用
を
経
る
こ
と
な
く
作
動
し
う
る
と
い

う
点
で
し
ば
し
ば
習
慣
と
同
一
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
我

の
目
的
的
な
注
意
作
用
の
下
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
習
慣
と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
知
性
の
有
無
と
い
う
点
に
よ
っ
て
、

ラ
イ
ル
は
習
慣
と
方
法
知
を
別
の
も
の
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
ル
の
分
析
に
お
け
る
理
知
的
行
為
と
習
慣
的
行
為
の
分
断
的
性
格

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
が
得
ら
れ
る
方
法
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
言
及

に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ラ
イ
ル
は
、
方
法
知
が
「
訓
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る
よ
う
な
機
械
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
現
在
を
生
き
る

人
間
活
動
を
基
づ
け
、
突
き
動
か
す
よ
う
な
、
生
き
生
き
と
し
た
力
動
性

を
持
っ
た
習
慣
の
解
釈
で
あ
る
。
次
項
で
は
こ
う
し
た
特
徴
を
持
っ
た
フ

ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
性
概
念
を
ラ
イ
ル
の
そ
れ
と
対
比
し
な
が
ら
述
べ
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

二
　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
習
慣
概
念

　
　
│
習
慣
の
持
つ
力
動
性

　
そ
れ
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
概
念
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
非
理
知
的
な
条
件
反
射
行
動
と
し
て
先
鋭
化
さ
れ
た
ラ
イ
ル
の
概
念

規
定
と
は
対
照
的
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
概
念
は
、
並
外
れ
た
適
用
範

囲
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
経
験
と
判
断
』
に
お
い
て
、
習
慣
と
は
、

我
々
が
生
活
世
界
に
お
い
て
生
き
る
に
当
た
っ
て
行
う
認
識
、
実
践
、
価

値
づ
け
と
い
っ
た
諸
経
験
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
様
々
な

生
活
状
況
に
お
け
る
決
断
と
行
為
に
当
た
っ
て
確
実
性
（Sicherheit

）
を

も
た
ら
す
」（EU, 52

）
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
個
人
の
趣

味
嗜
好
は
勿
論
の
こ
と
、
政
治
的
信
念
や
他
者
へ
の
愛
憎
、
さ
ら
に
は
、

習
得
さ
れ
た
各
種
の
能
力
や
癖
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
い
わ
ば
、
フ
ッ
サ
ー

ル
に
お
い
て
習
慣
性
と
は
、
自
我
が
そ
の
人
生
の
歴
史
に
お
い
て
獲
得 

し
て
き
た
持
続
的
な
傾
向
性
な
い
し
は
可
能
力
性
の
総
体
で
あ
る
と 

言
っ
て
よ
い）

7
（

。
こ
の
よ
う
な
広
範
性
を
持
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
概 

念
の
適
用
範
囲
は
、
判
断
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
確
信

（Ü
berzeugung

）」
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
私
が
何
か
を
判

と
に
な
り
、
記
憶
は
単
に
意
識
に
呼
び
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
素
材

と
い
う
位
置
し
か
持
ち
え
な
い
。
意
識
的
操
作
か
ら
外
れ
て
自
動
的
に
動

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
習
慣
に
関
し
て
も
そ
の
基
本
的
性
質
は
同
じ

で
あ
り
、
再
現
前
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
が
主
体
の
意
識
作
用
か
ら

外
的
刺
激
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
外
的
刺
激
を
受
け
る

ま
で
た
だ
眠
り
、
該
当
の
刺
激
を
受
け
れ
ば
以
前
の
行
為
の
複
製
を
た
だ

反
復
す
る
。
習
慣
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
に
反
し
て
、
記
憶
や
習
慣
そ
の
も
の
の
持
つ

自
我
へ
の
力
動
的
影
響
を
強
調
し
た
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

ー
ル
は
、
以
前
の
諸
体
験
が
痕
跡
も
な
く
消
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
が
後
々
ま
で
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
随
所

で
強
調
し
て
い
る
（vgl. H

ua IV, 135f &
 EU, 137

）。
そ
こ
に
は
、「
以
前

の
状
態
が
以
後
の
状
態
を
機
能
的
に
規
定
す
る
」（H

ua IV, 137

）
と
い

う
一
種
の
依
存
関
係
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
固
着
や
反

復
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
心
の
本
質
に
は
性
向
の
連
続
的
な

4

4

4

4

新
た
な
形
成

4

4

4

4

4

、
な
い
し
は
組
み
換
え

4

4

4

4

4

4

4

4

が
属
し
て
い
る
」（H

ua IV, 136. 

強

調
は
筆
者
に
よ
る
）
と
い
う
よ
う
に
、
連
続
的
な
生
成
や
発
展
と
い
う
面

が
強
く
目
差
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
習
慣
と
は
、
自
我
が

そ
の
全
生
活
を
通
し
て
積
み
上
げ
て
い
く
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し

て
こ
の
歴
史
は
、
今
こ
の
と
き
に
も
刷
新
さ
れ
続
け
て
い
く
有
機
的
な
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
理
解
に
則
っ
て
習
慣
と
い
う
現
象
を
再
解

釈
し
た
場
合
、
ラ
イ
ル
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
習
慣
像
が
出
現

し
て
く
る
。
そ
れ
は
単
に
外
的
刺
激
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
、
応
答
す
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味
す
る
の
で
は
な
く
、「
我
慢
す
る
」
と
い
う
新
た
な
衝
動
の
形
成
を
意

味
し
、
そ
の
衝
動
も
ま
た
習
慣
化
さ
れ
て
い
く
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
衝
動
や
本
能
と
結
び
つ
い
た
諸
習
慣
が
、
と
き
に
は
自

我
の
振
る
舞
い
を
先
導
す
る
主
導
権
を
巡
っ
て
互
い
に
抗
争
す
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
あ
る
欲
求
と
そ
れ
に
対
す
る
我
慢
の
よ
う
な

抑
圧
的
な
抗
争
だ
け
で
な
く
、「
喫
煙
の
欲
求
」
対
「
摂
食
の
欲
求
」
と

い
う
よ
う
に
、
種
類
の
異
な
る
衝
動
間
で
の
優
位
性
を
巡
る
抗
争
も
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
こ
で
改
め
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
う
し

た
諸
衝
動
間
の
抗
争
は
、
意
識
化
さ
れ
た
心
理
的
葛
藤
と
い
う
形
を
取
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
意
識
化
さ
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

9
（

。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
習
慣
的
な
動
機
づ
け
は
、「
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

意
識
に
お
い
て
現
に
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
浮
か
び

上
が
る
こ
と
は
な
く
、
気
づ
か
れ
ず
に
い
た
り
目
立
た
ず
に
い
る
（
無
意

識
で
あ
る
（unbew

ußt

））」（H
ua IV, 222

）
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
諸
行

為
は
「
暗
い
基
底
に
お
い
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
心
的
な
理
由
を
持

つ
」（ibid.

）
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
精
神
分
析
」
に
よ
っ
て
の
み
事

後
的
に
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
私
達
の
判
断
の
あ
る

部
分
は
無
意
識
の
う
ち
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
習
慣
は
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
力
動
的
に

蠢
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
習
慣
は
、
そ
の
形
成
の
端
緒
に
お

断
す
る
と
き
、
そ
の
判
断
は
そ
の
場
限
り
の
判
断
と
し
て
働
く
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
後
の
自
我
全
体
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
。
い
わ
ば
、
私
は

永
続
的
に
そ
の
判
断
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
言
え

ば
、
そ
う
し
た
様
々
な
習
慣
の
基
体
と
し
て
、
個
人
と
し
て
の
自
我
や
人

格
性
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
（vgl. H

ua I,§
32

）。
す
な
わ
ち
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
概
念
は
ラ
イ
ル
と
は
対
照
的
に
、
個
々
人
の
判
断
や

人
間
性
の
形
成
に
お
け
る
地
盤
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。

　
そ
し
て
習
慣
は
さ
ら
に
、
知
性
的
な
態
度
な
い
し
は
確
信
の
仕
方
だ
け

で
は
な
く
、
欲
望
や
感
覚
、
情
動
の
仕
方
で
も
あ
り
う
る
。
ベ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
の
分
析
に
お
い
て
、
も
っ
と

も
低
い
レ
ベ
ル
の
習
慣
は
、
先
│

意
識
的
で
あ
り
、
先
│

自
我
的
で
も
あ
る

欲
望
や
衝
動
が
連
合
さ
れ
た
習
慣
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る）

8
（

。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
い
て
、
具
体
的
な
経
験
的
自
我
（
人
格
的

自
我
）
の
諸
活
動
を
、
理
性
に
よ
る
能
動
的
な
作
用
に
基
づ
け
ら
れ
た
も

の
と
、
連
合
に
よ
る
無
意
識
的
な
傾
向
性
に
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
に
区

分
す
る
一
方
で
、「
習
慣
は
、
根
源
的
に
本
能
的
な
行
動
に
対
し
て
も
、

自
由
な
行
動
に
対
し
て
も
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（H

ua IV, 
255

）
と
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
衝
動
に
従
う
こ
と
は
、

習
慣
的
に
屈
従
す
る
衝
動
を
基
づ
け
る
」（ibid.

）
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、

価
値
の
動
機
づ
け
に
し
た
が
っ
て
あ
る
衝
動
を
我
慢
す
る
こ
と
は
、
そ
の

「
衝
動
に
抵
抗
す
る
傾
向
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
衝
動
を
理
性
的
に
我
慢
す
る
こ
と
は
、
単
に
当
の
衝
動
の
抑
制
を
意



131 │ フッサール現象学における習慣概念の意義

い
て
は
自
我
の
諸
行
為
や
諸
判
断
を
契
機
と
し
て
持
ち
、
そ
の
意
味
で
は

自
我
的
な
も
の
と
し
て
も
み
な
さ
れ
う
る）
10
（

。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、

そ
れ
が
機
能
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、
連
合
な
い
し
は
受
動
的
綜
合
を
通

し
て
、
自
我
の
諸
行
為
を
先
意
識
的

4

4

4

4

に
基
づ
け
る
（
動
機
づ
け
る
）
と
い

う
役
割
を
持
つ
。
前
節
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ル
に
お
い
て
習
慣
は
、

理
知
的
な
活
動
か
ら
は
厳
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
外
部
刺
激
に

応
じ
て
単
に
条
件
反
射
行
動
を
起
こ
す
だ
け
の
無
意
味
な
反
復
行
動
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
習
慣
概
念
を
自
我
活
動
の
根

本
的
な
動
因
で
あ
る
動
機
づ
け
、
と
り
わ
け
衝
動
志
向
性
へ
と
関
連
付
け

る
こ
と
で
、
そ
こ
に
生
命
と
し
て
の
欲
動
、
あ
る
い
は
人
間
の
「
関
心
の

生
」
の
発
露
と
し
て
力
動
的
且
つ
有
機
的
な
習
慣
像
を
描
い
て
見
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

三
　
人
間
の
高
次
の
意
識
活
動
と
習
慣
の
関
係

　
こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
習
慣
概
念
は
、
ラ
イ
ル
の
機
械
的
な
習
慣

概
念
に
比
し
て
、
有
機
的
な
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ

の
こ
と
は
、
ラ
イ
ル
が
習
慣
を
理
知
性
の
単
な
る
欠
如
態
と
み
な
し
て
い

る
こ
と
に
対
す
る
十
分
な
対
比
に
は
ま
だ
な
り
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
実

際
、
ラ
イ
ル
に
よ
る
習
慣
に
対
す
る
批
判
的
な
思
考
に
は
、
否
定
し
き
れ

な
い
強
力
さ
が
あ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
習
慣
に
流
さ
れ
て
不
適
切
な
行
動
を
取
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は

日
常
生
活
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
多
々
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
、
哲

学

│
と
り
わ
け
現
象
学
の
方
途
か
ら
見
る
と
、
習
慣
の
形
成
は
、
現
象

学
の
営
み
と
は
真
逆
の
方
向
に
進
む
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
っ
て
も
よ

い
。
と
い
う
の
も
、
現
象
学
的
分
析
の
基
本
的
方
法
で
あ
る
現
象
学
的
還

元
が
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る
素
朴
な
信
憑
や
定
立
作
用
を
「
遮
断
」
し
、

「
括
弧
入
れ
」
し
、「
エ
ポ
ケ
ー
」
を
通
し
て
「
停
止
」
さ
せ
る
の
に
対
し

て
（vgl. H

ua III,§
31
‒32

）、
習
慣
の
形
成
と
は
、
諸
経
験
の
反
復
や
そ

の
沈
殿
化
を
通
し
て
、
そ
こ
に
現
れ
た
も
の
を
ま
さ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
も

の
と
し
て
背
景
化
し
て
い
く
性
格
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
習
慣
的
な
も
の

は
、
い
わ
ば
意
識
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
（vgl. H

ua IV, 222

）、

そ
の
存
在
す
ら
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
、
一
種
の
ド
ク
サ
と
し
て
現
象
学

的
分
析
の
純
粋
性
を
阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
現
象
学
者

に
と
っ
て
も
習
慣
は
、
危
険
な
障
害
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
習
慣
は
、
人
間
存
在
の

発
展
、
そ
し
て
現
象
学
の
発
展
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
フ
ッ
サ

ー
ル
の
草
稿
の
中
に
は
、「
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
の
習
慣
」（H

ua XIII, 
208

）
や
「
内
的
自
由
の
習
慣
」（H

ua III, 224

）
等
々
の
、
前
述
の
観
点

か
ら
し
て
み
る
と
一
見
矛
盾
的
に
も
思
え
る
語
句
が
登
場
す
る
箇
所
が
あ

る
）
11
（

。
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
後
藤
は
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
草
稿
に
お
け
る
、

倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
間
の
態
度
と
、
真
理
を
探
究
し
よ
う
と
す
る

人
間
の
態
度
が
、
類
似
し
た
仕
方
で
語
ら
れ
て
い
る
個
所
に
着
目
し
て
い

る
）
12
（

。
そ
こ
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
人
間
が
「
目
的
理
念
」
と
し
て
完
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し
れ
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
こ
の
論
法
は
、
い
わ
ば
、
ラ
イ
ル
の
言

う
と
こ
ろ
の
理
知
性
そ
の
も
の
が
習
慣
的
に
形
成
さ
れ
、
保
持
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
改
め
て
考
え
て
み

る
と
、
そ
も
そ
も
理
知
性
と
習
慣
は
ラ
イ
ル
が
言
う
ほ
ど
、
明
瞭
に
区
別

で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
実
際
、
言
語
的
・
非
言
語
的
に
よ
ら
ず
、
人
間
の
活
動
の
ど
こ
ま
で
が

意
識
的
制
御
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
は
内
観
的
に
も
曖
昧
で
あ
る
。

『
心
の
概
念
』
の
翻
訳
者
で
も
あ
る
坂
本
百
大
は
、「
現
実
の
行
動
の
中
に

は
か
な
り
明
瞭
に
意
志
的
で
あ
る
か
否
か
断
定
で
き
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

多
い
）
15
（

」
と
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
条
件
反
射
や
習
慣
的
と
言
わ
れ
る
行
動

の
場
合
、
そ
の
関
与
の
程
度
を
厳
密
に
論
証
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
坂
本
は
、
た
と
え
一
見
意
志

的
な
決
断
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
も
、「
そ
れ
は
彼
の
思
考
傾
向
の
パ
タ
ー

ン
が
批
判
や
討
論
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
た
も
の
と
言
え
な
い
こ
と
も
な

い
）
16
（

」
と
し
て
、
意
志
と
習
慣
の
境
界
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

坂
本
は
、「
初
回
の
行
動
が
条
件
行
動
で
あ
る
こ
と
は
原
理
的
に
あ
り
え

な
い）
17
（

」
と
し
な
が
ら
も
、
あ
る
初
回
の
刺
激
が
そ
れ
と
類
似
・
近
接
し
た

条
件
行
動
を
代
置
的
に
引
き
起
こ
し
た
り
、
条
件
行
動
の
結
合
が
よ
り
大

き
な
条
件
行
動
の
枠
組
み
を
作
り
、
新
た
な
刺
激
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
は

十
分
に
考
慮
可
能
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
代
置
や
結
合
そ
れ

自
体
が
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
坂
本
に

よ
れ
ば
、「
意
志
に
よ
る
行
動
も
す
べ
て
あ
る
程
度
条
件
反
射
の
こ
と
ば

で
表
現
で
き
る
」
も
の
で
あ
り
、
意
識
的
と
反
射
的
と
は
必
ず
し
も
対
立

全
性
を
希
求
し
、
そ
こ
に
向
け
て
自
由
に
努
力
し
う
る
一
方
で
、
習
慣
的

な
ド
ク
サ
や
、
い
わ
ゆ
る
惰
性
に
陥
る
可
能
性
も
同
時
に
持
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
れ
ら
を
回
避
す
る

た
め
に
、「
自
己
の
内
に
、
あ
る
習
慣
を
定
立
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主

張
す
る
（vgl. H

ua XXV
II, 38

）。
こ
れ
は
一
見
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な

主
張
に
も
思
え
る
が
、
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
す
な
わ
ち
、
習
慣
的

な
ド
ク
サ
に
盲
目
的
で
あ
る
自
然
的
態
度
を
克
服
す
る
に
は
、
目
的
理
念

へ
と
向
か
う
努
力
の
姿
勢
そ
の
も
の
、
批
判
的
な
態
度
そ
の
も
の
の
習
慣

化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
別
的
な
習
慣
と
い

う
よ
り
も
、
自
我
が
対
象
へ
と
向
か
う
際
の
全
般
的
な
態
度
な
い
し
は
ス

タ
イ
ル
の
変
更
の
習
慣
化
で
あ
り
、
自
由
な
批
判
的
態
度
を
保
持
す
る
た

め
の
習
慣
化
で
あ
る
と
言
え
よ
う）
13
（

。
後
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
態
度

の
習
慣
化
の
必
要
性
は
現
象
学
の
実
践
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
し
、

こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
態
度
に
お
け
る
習
慣
と
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る

習
慣
の
関
係
に
つ
い
て
、「
自
由
な
批
判
の
習
性
」
は
、「
先
反
省
的
な
習

性
を
継
続
発
展
さ
せ
た
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
批
判
し
続
け
る

と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
と
の
断
絶
を
蔵
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）
14
（

。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
態
度
そ
れ
自
体
の
習
慣
化

は
、「
学
的
理
性
に
よ
る
自
由
」
に
よ
っ
て
学
問
の
最
終
的
な
基
礎
付
け

を
目
論
む
現
象
学
者
に
と
っ
て
必
須
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（vgl. 

H
ua XXV

II, 116

）。

　
こ
の
よ
う
な
習
慣

│
い
わ
ば
「
現
象
学
的
態
度
の
習
慣
化
」
と
も
言

う
べ
き
習
慣
の
捉
え
方
は
、
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
す
れ
ば
詭
弁
に
映
る
か
も
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の
も
の
が
そ
こ
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
な
「
場
」
を
作
り
上
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
習
慣
の
形
成
は
、

単
な
る
注
意
の
欠
如
や
、
ま
し
て
や
世
界
と
自
己
と
の
関
係
の
喪
失
と
し

て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
習
慣
と
は
、
自

己
と
世
界
と
の
関
係
の
仕
方
を
拡
張
し
、
世
界
に
対
し
て
よ
り
広
く
身
を

開
く
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

凡
例

　『
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
』（Edm

und H
usserl, G

esam
m
elte W

erke 

（H
usserliana

）. 
Aufgrund des N

achlasses veröffentlicht unter Leitung des H
usserl-A

rchivs 
Leuven, D

en H
aag.

）
か
ら
の
引
用
は
（H

ua 

巻
数
、
頁
数
）
の
略
号
を
用
い
た
。
ま

た
、『
経
験
と
判
断
』（“Erfahrung und U

rteil”
: U
ntersuchungen zur G

enealo-
gie der Logik. H

rsg. von L. Landgrebe. Prag: A
cadem

ia/Verlagsbuchhand-
lung

）
か
ら
の
引
用
は
、（EU, 

頁
数
）
の
形
で
示
し
た
。

　（
1
）G

ilbert Ryle, The C
oncrpt of M

ind, edited by Taylor &
 Francis, 

2009, Routledge, p.18.

（『
心
の
概
念
』
坂
本
百
大
・
井
上
治
子
・
服
部
裕
幸

共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
）

　（
2
）ibid., p.30.

　（
3
）Ibid.

　（
4
）Jam

es M
cG
uirk, “M

etaphysical and phenom
enologal perspectives 

on habituality and the naturalization of m
ind”, A

nalytic and ontinent-
ed Philsophy, pp.203

│214, 2016, pp.204

│205. 
　（
5
）
こ
の
よ
う
な
習
慣
の
見
方
は
、
ラ
イ
ル
以
外
に
も
見
ら
れ
る
一
般
的
な
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
熊
谷
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
習

慣
は
、「
生
命
進
化
の
「
唯
一
の
大
き
な
努
力
」
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間

に
お
い
て
実
現
し
た
自
由
を
「
自
動
作
用
」
と
化
し
、
自
由
を
「
窒
息
」 

せ
し

め
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
熊
谷
征
一
郎
「
西
田
哲

概
念
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、「
条
件
反
射
は
相
対
的
な
概
念
」
で
あ

る
）
18
（

。
　
理
知
性
の
関
与
の
有
無
を
基
準
と
し
た
こ
と
で
、
ラ
イ
ル
の
習
慣
概
念

は
た
し
か
に
非
常
に
明
瞭
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
、

高
次
の
注
意
作
用
を
伴
う
方
法
知
の
機
能
と
、
単
な
る
習
慣
的
行
為
の
作

動
と
を
区
別
す
る
に
は
、
そ
の
線
引
き
の
仕
方
は
強
力
な
効
果
を
発
す
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
坂
本
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
態
と
し
て

見
た
場
合
、
習
慣
が
意
志
（
理
知
性
）
に
よ
る
行
為
に
ど
こ
ま
で
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
か
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
ラ

イ
ル
の
鋭
敏
す
ぎ
る
区
分
の
仕
方
は
、
習
慣
と
理
知
性
の
間
に
あ
り
う
る

隠
れ
た
関
係
を
見
逃
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
面
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
点
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
習
慣
は
、
ラ
イ
ル
に
比
べ
て
概
念
的

な
定
義
と
し
て
は
曖
昧
な
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
に
展
開
可
能

性
が
広
く
残
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
や
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
シ
ュ
ッ
ツ
な
ど
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
の
現
象
学
者
達
も
習
慣
に
つ
い

て
独
自
の
考
察
を
打
ち
立
て
た
が
、
そ
う
し
た
様
々
な
思
索
を
育
て
る
豊

か
な
土
壌
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
中
に
は
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。「
習
慣
は
、

本
能
的
な
行
動
に
対
し
て
も
、
自
由
な
行
動
に
対
し
て
も
形
成
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（H

ua IV, 255

）
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
習
慣
化
は
自
我
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
対
し

て
常
に
働
き
、
そ
の
後
の
自
我
の
活
動
に
潜
在
的
に
影
響
を
与
え
続
け

る
。
そ
れ
は
現
象
学
的
分
析
の
最
中
に
お
い
て
で
さ
え
同
様
で
あ
り
、
習

慣
は
、
現
象
学
的
態
度
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
現
象
学
的
分
析
の
対
象
そ
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に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　（
12
）
後
藤
弘
志
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
倫
理
学
的
解
釈
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ

出
版
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
〇
│
二
二
四
頁
参
照
。

　（
13
）
ビ
セ
ア
ー
ガ
は
、
個
別
的
な
習
慣
と
、
態
度
や
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
習
慣
の

違
い
に
つ
い
て
、「
獲
得
さ
れ
た
習
慣
は
私
達
が
以
前
に
行
っ
た
行
為
や
私
が
経

験
し
た
も
の
に
影
響
さ
れ
る
一
方
、
前
│

述
語
的
な
経
験
の
全
体
的
な
ス
タ
イ
ル

と
し
て
の
習
慣
は
過
去
の
経
験
の
実
際
の
繰
り
返
し
と
は
関
係
な
く
作
動
す
る
」

と
解
釈
し
て
い
る
（V

ictor Biceaga, The Concept of Passivity in H
us-

serl’s Phenom
enology, London: Springer, 2010, p.70

）。

　（
14
）
後
藤
、
前
掲
書
、
二
一
一
頁
参
照
。

　（
15
）
坂
本
百
大
『
人
間
機
械
論
の
哲
学
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
一
七
一
頁
。

　（
16
）
同
上
。

　（
17
）
同
上
。

　（
18
）
同
書
、
一
七
二
頁
。
坂
本
の
指
摘
は
、
内
観
と
し
て
は
意
志
的
と
思
え
る
こ

と
で
も
そ
の
背
景
に
お
い
て
習
慣
に
よ
る
影
響
を
被
っ
て
い
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
ま
す
だ
・
は
や
と
、
西
洋
哲
学
・
現
象
学
、

東
洋
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

学
に
お
け
る
「
習
慣
」
の
意
義

│
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
メ
ー
ヌ
・

ド
・
ビ
ラ
ン
の
受
容
に
お
い
て

│
」『
比
較
思
想
研
究
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇

八
年
、
四
一
頁
）。

　（
6
）
榊
原
哲
也
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
生
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九

年
、
二
三
一
頁
参
照
。

　（
7
）
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
能
力
と
習
慣
は
切
り
離
せ
な
い
概
念
で
あ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、「
私
は
顕
在
的
の
み
な
ら
ず
、
習
慣
的
な
自
我
で
も
あ
り
、
そ
し
て

習
慣
性
は
あ
る
特
定
の
自
我
の
可
能
性
を
、《
私
は
で
き
る
》、《
私
は
で
き
た
》、

《
私
は
で
き
る
だ
ろ
う
》
と
い
う
よ
う
に
示
す
」（H

ua XIV, 378

）
と
述
べ
て

い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
能
力
の
形
成
は
、
習
慣
性
と
同
様
に
、
あ
る
い

は
ま
た
、
習
慣
性
の
一
つ
と
し
て
、
自
我
意
識
の
構
成
や
同
一
性
と
直
接
的
に

関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　（
8
）C

f. Rudolf Bernet, “U
nconscious C

onsciousness in H
usserl and 

Freud”, The N
ew
 H
usserl. A

 Critical Reader, Bloom
ington: Indiana 

U
niversity Press, 2003, pp.199- 219.

　（
9
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
受
動
的
綜
合
の
分
析
』
に
お
い
て
、
自
我
の
対
向
を
促
す

諸
触
発
の
抗
争
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
触
発
の
現
象
は
色
や

音
の
よ
う
な
外
的
な
事
物
が
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
過
去
の
記
憶
の
産

物
で
あ
る
空
虚
表
象
が
自
我
を
再
覚
起
す
る
力
や
、
感
情
の
領
域
に
つ
い
て
も

触
発
の
現
象
に
含
め
ら
れ
て
い
る
（vgl. H

ua XI, 150

）。

　（
10
）
と
は
言
え
、
習
慣
の
形
成
過
程
に
必
ず
し
も
自
我
の
関
与
が
必
要
か
は
問
題

で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
、
習
慣
の
由
来
を
「
能
動
的
獲
得
」
と
「
受

動
的
獲
得
」
の
二
つ
に
区
別
し
、
前
者
に
よ
る
習
慣
を
「
以
前
に
行
わ
れ
た
能

動
性
に
由
来
」
し
、「
人
格
的
歴
史
」
を
形
成
す
る
も
の
と
み
な
す
一
方
、
後
者

の
習
慣
は
、「
自
分
に
固
有
な
能
動
性
に
先
行
す
る
も
の
」、「
そ
の
人
格
の
先
‐

歴
史
」
に
該
当
す
る
も
の
と
定
義
し
て
い
る
（
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン

フ
ェ
ル
ス
『
講
義
・
身
体
の
現
象
学
』
山
口
一
郎
・
鷲
田
清
一
監
訳
、
知
泉
書
館
、

二
〇
〇
四
年
、
二
〇
一
頁
参
照
）。

　（
11
）
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て
も
す
で
に
、
現
象
学
的

考
察
は
、
訓
練
さ
れ
た
「
反
省
と
い
う
反
自
然
的
習
慣
」（H

ua XIX/1, 16

）


