
無
著
に
於
け
る
認
識

の
問
題

紳

子

上

恵

生

無
著

に
於
け
る
認
識
の
問
題
を
考
え
る
場
合
二
つ
の
立
場
か
ら
の
考

察
が
あ
る
と
考
え
る
。
帥
ち

阿
頼
耶
識
説
と
の
關
係
に
基
く
考
察
、

回
阿
頼
耶
識
説
と
の
關
係
に
基
か
な
い
立
場
か
ら
の
考
察
と
で
あ
る
。

(1
)

(イ)
に
關
し
て
上
田
義
文
博
士
の
諸
論
文
が
あ
り
、
又
喩
伽
師
地
論
を
資

(
2
)

料
と
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
回
の
立
場
か
ら
無
著

に
於
け
る
認
識

の
問
題
を
考
察
し
た
い
。
初
に
こ
の
様
に
二
つ
の
立
場

か
ら
の
考
察
が
は
た
し
て
無
著
の
認
識
論
を
解
明
す
る
爲
に
可
能
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
無
著
の
教
學
が
撮
大
乗
論
に
述

べ
ら

れ
る
如
き
阿
頼
耶
識
縁
起
説
の
み
を
基
調
と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う

か
に
疑
問
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
無
著
世
親
に
績
く
陳
那
法
構

等
の
認
識
論
、
論
理
學
は
阿
頼
耶
識
縁
起
と
は
關
係
が
な
い
か
の
如
く

に
見
え
る
。
上
田
博
士
が
強
張
さ
れ
る
無

著
の
認
識
論

は

「無

の
顯

現
」
を
中
心
概
念
と
す
る
虚
妄
分
別
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
法
構
等

の
認
識
論
は
認
識
の
封
象
を
存
在
す
る
か
の
如
く
に
見
倣
し
、
そ
の
立

場
か
ら
彼
等
の
認
識
論
を
髄
系
づ
け
て
い
る
。
こ
の
様
に
認
識
の
封
象

を
存
在
す
る
か
の
如
く
に
見
徹
す
立
場
か
ら
の
認
識
論
が
無
著
に
有
り

う
る
か
ど
う
か
を
以
前
に
考
究
し
た
と
こ
ろ
、
無
著
に
も
こ
の
様
な
認

識
論
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
立
場
か
ら
の
認
識
論
が
彼
の
菩
薩
の
敬
説

に
於
て
は
無
の
顯
現
を
中
心
概
念
と
す
る
認
識
論
を
側
面

へ
と
を
し
や

(
3
)

っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
菩
薩
種
姓
が
聲
聞
姓
等
と

異
な
る
貼
は
所
知
障
を
断
ず
る
黙
に
あ
り
。
菩
薩
の
學
庭
は
所
知
障
が

断
ぜ
ら
れ
た
正
し
い
認
識
に
基
い
て
學
せ
ら
れ
る
。
こ
の
所
知
障
を
断

ず
る
と
い
う
菩
薩
の
性
質
は
種
姓
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
菩
薩
種
姓
の

人

々
は
所
知
障
を
断
ず
る
と
い
う
性
質
を
先
天
的
に
所
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
虚
妄
分
別
と
い
う
認
識
論
は
菩
薩
に
と
っ
て
は

中
心
的
な
位
置
を
持
ち
得
な
い
。
こ
の
様
な
認
識
論
は
概
念
と
事
物
と

の
混
同
に
害
さ
れ
て
い
る
有
自
性
論
者
を
し
て
正
し
い
認
識
論

へ
と
悟

入
せ
し
め
る
爲
に
こ
そ
必
要
で
あ
る
が
、
菩
薩
自
身
に
と
っ
て
は
必
要

で
な
い
。
菩
薩
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
所
知
障
を
断
じ
た
正
し
い
認
識

で
あ
る
。

そ
こ
で
回

の
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
喩
伽
師
地
論
を
資
料
と
し
て
考

察
す
る
。
喩
伽
師
地
論
は
誤
ま
れ
る
人
々
の
認
識
の
構
造
に
關
し
て
は

無
著
に
於
け
る
認
識

の
問
題

(
紳
子

上
)

」
九

一
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無
著

に
於
け
る
認
識

の
問
題

(
紳
子
上
)

一
九
二

十
分
な
説
明
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
正
し
い
認
識
の
構
造
に
關
し
て
は

ま
と
ま

っ
た
記
述
を
持
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
正
し
い
認
識
の
構

造
を
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

認
識

一
般
を
論
ず
る
場
合
、
現
量
と
比
量
に
關
す
る
検
討
が
必
要
で

あ
る
が
紙
面
の
關
係
上
現
量
の
問
題
に
關
し
て
の
み
論
ず
る
。
喩
伽
師

地
論
は
思
所
成
地
に
於
て
因
明
h
t
U
v
一
d
y
を
陳
述
す
る
。
こ
れ
に

(
4
)

關
し
て
A
l
e
x
 
W
a
y
m
a
a
n

博
士
の
勢
作
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
思
所

成
地
の
部
分
の
み
の
検
討
で
は
認
識
の
構
造
は
断
片
的
に
し
か
到
明
し

な
い
。
そ
こ
で
こ
の
因
明
に
關
す
る
陳
述
と
そ
の
他
の
部
分
に
述
べ
ら

れ
る
陳
述
と
を
総
合
し
て
構
成
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

現
具里
は
a
v
i
p
r
o
w
x
o
 
q
n
a
o
q
w
i
w
y
u
h
y
a

a
v
i
b
h
r
a
n
t
a
と

し
て
定
義
さ
れ
る
。

(1)
現
前
す
る
も
の
v
i
p
q
l
o
k
e
x
を
解
繹
繹
す
る
場
合
に
二
つ
の
條

件
を
與
え
る
。

感
官
i
n
d
r
i
yに
鉄
陥
が
な
い
こ
と
a
b
a
t
b
h
n
n
a

(ロ)
作
意

日
節
n
a
s
k
a
r
a
が

現
前
す
る
こ
と
p
r
a
t
y
u
u
p
a
s
t
h
s
w

こ
れ
に
關
し
て
意
地
に
次
の
陳
述
が
あ
る
。

「そ
の
場
合
、
感
官
に
敏
陥
が
な
く
、
封
象
が
現
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
、
そ
れ

よ
り
生
ぜ
る
作
意
が
現
前
し
た
時
、
識
が
生
起
す
る
。」
(y
 A
.
 p
5
7)

そ
し
て
、

鉄
陥
が
な
い
こ
と
a
b
i
b
h
i
n
n
a
を
繹
し
て
、腐
ら
な
い

こ
と
O
v
i
n
a
の
ろ
ま
で
な
い
こ
と
O
a
n
d
m
b
v
a
で
あ
る
と
す
る
。

(ロ)
に
關
し
て

欲
望
の
c
h
a
n
d
a
b
記

憶
の
力

s
m
r
i
t
i
b
a
l
a

(iii)
封
象

の
力
v
i
s
a
y
a
b
a
l
a慣
習
の
カ
a
b
h
y
a
s
a
b
a
l
a

等

の
四

(5
)

つ
の
條
件
に
よ

っ
て
作
意
が
生
ず
る
と
す
る
。

こ
れ
に
關
し
て
、
意
地
は
さ
ら
に

「そ
こ
で
、
意
識
が
赴
く
ま
ま
で
あ
り
散
漫
で
あ
つ
て
、
親
し
く
な
い
も
の

を
所
縁
と
す
る
場
合
に
は
、
欲
望
等
の
も
の
の
働
き
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
意
識
が
突
然
に
現
わ
れ
る

(意
識
)
と
云
は
れ
、
過
去
境
の
み
を
所
縁
と

す
る
も
の
で
あ
る
。」
(y
.
A
.
 
P
.
5
9

)

と
述
べ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
四
つ
の
條
件
す
べ
て
が
識
が
生
起
す
る
爲
に

必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
欲
望
等
の
も
の
c
h
a
n
d
d
と
い
う

語
が
欲
望
以
外
の
他
の
三
つ
の
中
の
何
を
示
す
か
は
明
確
で
は
な
い
。

こ
れ
に
關
し
て
、
次
の
記
述
が
参
考
に
な
る
か
と
考
え
る
。

「任
運

(分
別
)
と
は
何
か
、
そ
れ
は
現
前
し
た
封
象
に
樹
し
て
、
任
運
に

封
象
の
カ
に
よ
つ
て
の
み
働
く
も
の
で
あ
る
。」
(y
.
 
A
.
p
1
2
.
)

こ
れ
に
よ
れ
は
、
赴
く
ま
ま
で
あ
り
、
散
漫

で
あ
る
意
識
の
場
合
で
も

封
象
の
力
v
a
y
a
b
a
は

必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
又
、
慣
習
の

力
は
き
わ
め
て
親
し
い
も
の
s
a
s
t
U
t
a
t
a
に關
し
て
働
く
も
の
と

さ
れ
る
か
ら
、
欲
望
等
c
h
a
n
d
d
i
なる
言
葉
に
含
め
ら
れ
る
。
記
憶

の
力
s
m
n
t
b
a
『
は
き
わ
め
て
良
く
知
ら
れ
た
も
の
s
h
U
t
a
H
a

c
i
t
i
t
a
m
旨に關
し
て
働
く
も

の
で
あ
る

か
ら
、
散
漫
v
i
k
s
i
p
t
a

の
概
念
と
矛
盾
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
検
討
が
正
し
い
と
す
れ

は
、
作
意
に
關
す
る
四
つ
の
條
件
の
内
、
封
象
の
力
が
必
須
條
件
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に

現
前
す
る
も
の
a
v
i
p
o
k
s
に
關
す
る
、
相
似
生
a
n
-
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u
r
u
p
o
t
p
a
t
t
i

と
超
越
性

s
a
t
i
k
r
a
m
o
t

に
つ
い
て
は
、
観

に
關
係
す
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
除
外
し
た
い
。
喩
伽
師

地
論
は
観
中
に
於
け
る
認
識
と
世
間
に
於
け
る
認
識
と
を
匠
別
し
て
、

事
物
v
a
s
t
u
帥
ち
封
象
が
概
念
よ
り
世
間
に
於
て
は
先
行
す
る
が
、
観

(
6
)

中
で
は
概
念
が
先
行
し
て
、
封
象
た
る
事
物
が
後
と
な
る
と
す
る
。
即

ち
観
に
於
け
る
現
量
は
特
殊
な
も
の
で
あ

っ
て
、

一
般
的
な
認
識
か
ら

匠
別
し
て
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

次
に

に
關
す
る
條
件
、
障
が
な
い
こ
と
。
a
n
a
v
a
r
a
n
v

と
き
は
め
て

遠
く
な

い

と

a
v
i
p
r
a
k
a
r
a
a

に
關
し

て
の
記
述
は
思
所
成
地
の
方

が
意
地
よ
り
詳
し
い
が
、

こ
の
二
つ
の
條
件
は
封
象
が
現
わ
れ
る
こ
と

に
關
す
る
條
件
で
あ
る
。

「封
象
は
い
か
な
る
仕
方
で
現
わ
れ
る
の
か
へ
即
ち
、
(認
識
の
)
基
髄

尊
a
dh
i
s
t
h
a
n
a

な
る
も
め
と
し
て
、
或
は
、
自
性

(を
持
て
る
も
の
)
s
v
a
-

b
h
a
v
a
と
し
て
、
或
は
、
場
所

(を
占
め
る
も
の
d
e
c
aと
し
て
、
或
は
、

時
間

(
に
制
限
せ
ら
れ
た
も
の
)
k
a
l
a
し
て
…
…
」
(y
.
A
.
p
.
5
8

)

こ
こ
で
は
、
封
象
は
時
間
、
室
間
に
制
限
せ
ら
れ
た
具
髄
的
な
事
物
と

し
て
考

え
ら
れ

い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
物
を
認
識
す
る
場
合
に
、
四

つ
の
障

と
、
三

つ
の
遠
い
こ
と
と
の
條
件
を
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。

こ
の
中
、
遠
い
こ
と
v
i
p
r
a
k
r
a
に
關
し
て
意
地
で
は

場
所

の
遠
き
こ
と
d
e
c
a
v
i
p
r
a
k
a
r滅
す
る
こ
と
の
遠
き
こ
と
a
p
a
-

(7
)

c
a
y
O
v
i
p
a
a
と
の
二
つ
を
記
述
す
る
の
み
な

る
に
、
思
所
成
地

は
時
間

の
遠
き
こ
と
k
a
l
a
v
i
p
r
a
k
a
r
s

を
加
え
る
。
こ
の
時
間
の
遠

き
こ
と
と
滅
す
る
こ
と
の
遠
き
こ
と
は
現
量

に
關
す
る
か
ぎ
り
同

一
の

事
實
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
思
所
成
地
が
三
つ
と
記
述
す
る
理
由
は

不
明
で
あ
る
。

(2)
已
に
思
惟
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
、
思
惟

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
も
の

a
n
a
b
h
y
u
h
n
a
b
h
y
u
h
y
a
と

誤
り

の
な

い
も
の
a
v
h
n
t
a

と
の
定
義
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
問
題
を
思
所
成
地
以
上

に
槍
討
す
る
資
料
を
他
の
部
分
に
は
持
た
な

い
。
し
か
し
、
作
意
が
起

る
場
合

の
四
つ
の
條
件
の
う
ち
、
欲
望
の
カ
、
記
憶
の
力
、
慣
習
の
力

等
が
働
く
場
合
に
は
、
現
量
の
定
義
の

は
満
足
せ
し
め
ら
れ
な
い

の
で
は
な
い
か
。
又
、
前
述
し
た
任
運
分
別

と
突
然
に
現
わ
れ
る
意
識

と
が
こ
の
條
件
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
で
あ

る
と
の
推
理
は
可
能
で
あ

る
。そ

こ
で
、
今
ま
で
の
陳
述
と
共
に
意
地
に
於
け
る
認
識
の
構
造
を
槍

討
す
る
。

「そ
し
て
、
二
刹
那
に
亘
つ
て
諸
の
五
識
身
は
生
起
し
な
い
。
又
諸
の
五
識

身
は
相
互
無
間
に
相
互
に
生
起
し
な
い
。
一
刹
那
に
生
じ
た
諸
の
五
識
身
の

直
後
に
意
識
が
か
な
ら
ず
生
起
す
る
」
(y

58
)

前
五
識
は
同
時
に
共
起
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
二
刹
那
に
亘
っ
て
生

起
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
五
識
身
の
相
績

の
場
合
に
は
、
意
識
を
中

に
挾
む
必
要
が
あ
る
。

「そ
れ
か
ら

(意
識
が
生
じ
て
か
ら
)
、耳
識
、
或
は
諸
の
五
識
身
の
中
の

或
る
も
の
が

(
生
起
し
)
、も
し
、
そ
の
識
が
散
齪
し
な
い
な
ら
、ば
、
そ
れ

無
著

に
於
け
る
認
識

の
問
題

(
騨

子
上
)

一
九
三
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無
著

に
於
け
る
認
識

の
問
題

(
神
子
上
)

一
九
四

か
ら

(生
起
し
た
)
意
識
こ
そ
が
決
定
の
意
識
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
か
の
決
定
と
尋
求
と
の
二
つ
の
意
識
に
よ
つ
て
、
封
象
が
認
識
さ

れ
る
。」
(y
.A
.
p
58)

こ
の
様

に
し
て
、
封
象
は
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
五
識
身
の

直
後
に
生
ず
る
決
定
と
尋
求
の
意
識
は
現
存

の
境

v
a
r
t
a
h
l
a
f
w
j
k

y
a
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
前
に
述
べ
た
突
然
の
意

識
は
過
去
の
も
の
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
意

識
に
は
、
最
初
に
生
じ
た
突
然

の
意
識
と
そ
の
次

に
生
ず
た
決
定

・

尋
求
の
意
識
と
は
性
格
が
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
決
定
と
尋
求
の
意

識
に
よ

っ
て
染
汚
と
清
浄
と
の
法
が
生
起
す
る
。
又
五
識
身
は
無
分
別

a
v
i
k
a
l
p
a

と
さ
れ
る
が
、
決
定
と
尋
求

の
意
識
に
し
た
が

っ
て
働
く

(8
)

場
合
に
、
五
識
身
に
も
染
汚
と
清
浄

の
法
が
生
起
す

る
。
し
た
が

っ

て
、
迷

い
の
根
本
原
因
は
こ
の
決
定
と
尋
求
の
意
識
に
あ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
最
初
の
意
識
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
は
云
え
な
い
。
最
初

の
意
識
は
封
象
の
カ
に
よ

っ
て
生
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
も
の

を
そ
の
封
象
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
意
識
が
現
量

の
諸
條
件
を

満
足
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
前
に
推
理
し
た
。

こ
の
様
に
現
量
を
考
え

る
と
、

世
親
の
現
量
に
封
す
る
考
え
方
と

一
致
す
る
。
部
ち

「
現
量
と
は
ま
さ
に
そ
の
封
象
に
基
い
て
起
る
認
識
で
あ
る
」
と
の

論
軌
の
定
義
と

一
致
す
る
。
又
、

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
ミ
シ
ュ
ラ
の

世
親
説
に
關
す
る
記
述

「
時
を
異
に
し
て
い
る

(過
去
の
)
も
の
が
ど

う
し
て
認
識
の
封
象
と
な
る
か
?
」
と
も
し
汝
が
問
う
な
ら
は
、
(
そ

の
答
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。
「認
識
の
封
象

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

認
識

の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
知

っ
て
い
る
。
認
識
の
原

因
で
あ
る
と
い
う
そ
の
性
質
を
と
も
な

っ
て
い
る
も
の
が
知
識
の
形
相

を
植
え
つ
け
る
能
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
」
(
N
V
T
.
p
.

p
.15
3)
(中

(
1
0)

村
元
課
)
。

こ
の
記
述
と
最
初
の
封
象
の
力
よ
り
生
じ
た
意
識
が
過
去
の
も
の
を

封
象
と
す
る
と
い
う
喩
伽
論
の
記
述
と
が

一
致
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
無
著
も
世
親
と
同
様
の
認
識
論
を
主
張
し
た
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
喩
伽
行
派
が
唯
識
説

の
み
を
基
調
と
す
る
も
の

で
な
く
、
幅
の
廣
い
思
想
で
あ

っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な

い

か
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
は
陳
那
、
法
稽
等

の
認
識
論
、
論
理
學
が

出
現
し
た
と
も
理
解
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
ぺ
る
。
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