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科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
〈
自
律
性
無
底
哲
学（

（
（

〉の
可
能
性

︱ 

自
律
性
療
法
と
シ
ェ
リ
ン
グ
積
極
哲
学
に
方
法
と
原
理
を
索も

と

め
て 

︱

濱
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は
じ
め
に

「
科
学
と
宗
教
」
を
主
題
と
し
て
開
催
さ
れ
た
、
第
三
三
回 

東
西
宗
教

交
流
学
会
（
二
〇
一
四
年
八
月
六
日
〜
八
月
八
日
、
ザ
・
パ
レ
ス
サ
イ
ド

ホ
テ
ル
京
都
）
に
於
て
論
者
は
、
西
谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
九
〇

年
）
の
宗
教
哲
学
的
立
場
及
び
シ
ェ
リ
ン
グ
（Schelling, Friedrich 

W
ilhelm

 Joseph

一
七
七
五
〜
一
八
五
四
年
）
の
積
極
哲
学
の
立
場
か

ら
、
科
学
と
宗
教
と
哲
学
の
問
題
を
考
え
る
資
料
を
配
付
し
つ
つ
発
表
し

た
。（

2
（

西
谷
は
「
哲
學
に
よ
っ
て
科
學
と
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
宗
教
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
」
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た

（「
宗
教
と
哲
學 —

 

哲
學
及
び
宗
教
と
科
學
の
立
場
」
一
九
四
九
年
）。

（
３
（

そ
の
問
い
に
対
し
て
西
谷
が
出
し
た
最
終
的
な
答
（『
禅
の
立
場
』

一
九
八
六
年
）
は
、
そ
の
た
め
に
は
宗
教
は
、
行ぎ

ょ
うに

特
化
さ
れ
、
そ
れ
ゆ

え
信
仰
箇
条
（credo

）
や
教
義
（dogm

a

）
や
経
典
等
を
持
た
な
い
為
に
、

哲
学
や
科
学
の
自
由
な
批
判
に
対
し
て
開
か
れ
て
お
り
、
宗
教
の
次
元
を

文
字
で
伝
え
よ
う
と
せ
ず
、
心
か
ら
心
に
直
接
伝
え
る
立
場
に
飽
く
迄
も

留
ま
る
（
不ふ

り
ゅ
う
も
ん
じ

立
文
字
、
教き

ょ
う
げ
べ
つ
で
ん

外
別
伝
、
直じ

き
し
に
ん
し
ん

指
人
心
、
見

け
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

性
成
仏
の
）
禅
宗
の

よ
う
な
宗
教
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
４
（

そ
の
よ
う
な
「
哲
学
以
前
の
領
域（

５
（」

に
留
ま
る
宗
教
で
あ
り
「
あ
ら
ゆ

る
思
想
的
活
動
よ
り
も
一
層
本
源
的
な（

６
（」

領
域
に
留
ま
る
宗
教
で
あ
る
場

合
に
、
初
め
て
宗
教
は
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ
得
る
、
と
西
谷

は
答
え
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
哲
学
も
ま
た
、
単
な
る
理
性
哲
学
の

立
場
が
、
宗
教
の
原
理
を
介
し
て
脱
自
さ
れ
、
無
相
と
な
っ
た
次
元
か
ら

新
生
し
て
「
哲
学
以
後
の
領
域（

７
（」

へ
転
化（

８
（す

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
論
者
は
捉
え
た
。

た
だ
西
谷
は
『
禅
の
立
場
』（
一
九
八
六
年
）
に
於
て
も
猶
、
宗
教
の

次
元
を
共
有
す
る
為
の
方
法
を
、
具
体
的
に
は
語
っ
て
い
な
い
（
そ
の
方
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法
は
西
谷
に
と
っ
て
は
禅
を
「
実
地
に
行
ず
る（

９
（」

こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
内
実
に
関
し
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
）
こ
と
に
気
付
い
た
。

そ
れ
故
我
々
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
（K

ant, Im
m

anuel 

一
七
二
四
〜

一
八
〇
四
年
）
の
超
越
論
哲
学
に
戻
っ
て
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
、
根
源
的
な
次
元
で
可
能
化
す
る
と
考
え
ら
れ

る
、
宗
教
次
元
の
共
有
化
に
向
け
て
の
具
体
的
な
方
法
論
の
確
立
の
予
備

作
業
を
試
み
よ
う
と
し
た
。

何
故
な
ら
、
科
学
と
宗
教
と
を
媒
介
し
得
る
哲
学
の
可
能
性
を
拓ひ

ら

き
得

る
よ
う
に
、
そ
の
準
備
を
始
め
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
次
元
で
哲
学
し
て
い

る
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
の
内
実
に
つ
い
て
の
理
解
を
共
有
す
る

事
は
出
来
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
自
ら
の
批
判
哲
学
を
、
将
来
の
形
而
上
学
の
予
備
学

（Propädeutik

）
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
た
の
と
同
じ
意
味
で
、
科
学
（
純

粋
理
性
）
と
宗
教
（
純
粋
経
験
）
と
を
媒
介
し
得
る
哲
学
の
可
能
性
を
探

る
為
に
は
、
予
備
学
た
る
批
判
哲
学
に
先
立
っ
て
、
将
来
の
形
而
上
学
の

「
予
備
行ぎ

ょ
う（Proübung

予
備
練
習
ま
た
はProkur

予
備
治
療
）」
に
過

ぎ
な
い
哲
学
が
、
樹
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

即
ち
、純
粋
理
性
批
判（K

ritik der reinen V
ernunft

）の
み
な
ら
ず
、

純
粋
経
験（

（1
（

治
療
（K

ur

（
（（
（

 des reinen Erfahrung

）
の
方
法
論
が
、
原

理
を
伴
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
仮
象
を
防
ぐ
意
味
で
、
純
粋
経
験
治
療
の
方
法
論
の
確
立
を
目
指
す

場
合
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。

即
ち
、
純
粋
経
験
は
、
単
に
統
制
原
理
（die regulativen 

Prinzipien

）
と
し
て
、
経
験
の
統
一
目
的
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
に
限

定
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
純
粋
経
験
を
構
成

原
理
（die konstitutiven Prinzipien

）
と
し
て
「
物
自
体
（D

ing an 
sich

）」
や
「
事
象
そ
の
も
の
（Sachen selbst

）」
に
用
い
よ
う
と
す
る

と
独
断
（
仮
象
）
に
陥
る
こ
と
を
洞
察
し
、
物
自
体
の
世
界
は
現
象
界
と

は
異
質
で
あ
る
と
見
做
し
て
区
別
す
る
事
を
以
っ
て
、
人
間
理
性
が
陥
る

事
を
防
ぎ
得
な
い
超
越
論
的
仮
象
の
自
然
発
生
を
防
ご
う
と
し
た
カ
ン
ト

に
敬
意
を
表
し
、
そ
の
洞
察
と
解
決
方
法
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
で
も
猶
、

宗
教
の
原
理
に
基
づ
く
哲
学
の
方
法
論
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

猶
、
宗
教
の
原
理
を
哲
学
へ
齎も

た
らし

得
る
為
の
表
現
方
法
と
し
て
は
、
質

料
（
存
在
）
を
深
く
洞
察
し
た
様
々
な
哲
学
者
の
表
現
、
即
ち
シ
ェ
リ
ン

グ
が
積
極
哲
学
の
出
発
点
と
し
た
絶
対
プ
リ
ウ
ス（

（1
（

 

や
、
西
田
が
場
所
論

で
真
実
在
と
し
た
絶
対
無
や
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド（

（1
（

 （W
hitehead, A

lfred 
N

orth 

一
八
六
一
〜
一
九
四
七
年
）
が
有
機
体
の
哲
学
で
経
験
の
主
体
と

し
たactual entity

等
を
、
質
料
（
存
在
）
の
原
理
を
最
も
早
く
、
且

つ
最
も
深
く
洞
察
し
た
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
於
け
る
ド
イ
ツ
自
然
哲
学

の
完
成
者（

（1
（

で
あ
る
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
（Böhm

e, Jakob

一
五
七
五
〜

一
六
二
四
年
）
の
無
底（

（1
（

（U
ngrund

）
で
代
表
し
、無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・

絶
対
無
・actual entity

等
）の
運
動（
働
きW

irken

）過
程（Prozeß

）を
、

必
然
性
で
は
な
く
偶
然
性
、
そ
れ
故
、
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
な
変
化
過

程
と
捉
え
、
因
果
律
に
拘
束
さ
れ
る
「
使
役
」
と
「
受
動
」
を
表
現
す
る

「
為す

る
」
と
「
為さ

れ
る
」
で
は
な
く
、排
中
律
を
破
り
得
る
「
な
る（

（1
（

（
為な

る
・

成な

る
・
生な

る
）」
を
、無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）

の
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
な
運
動
、
し
た
が
っ
て
、
非
人
称
の
出
来
事
を

描
写
す
る
動
詞
相
で
あ
る
中
動
態（

（1
（

の
自
発
運
動
を
表
現
す
る
の
に
適
切
な

動
詞
と
し
て
（「
な
る
（
為な

る
・
成な

る
・
生な

る
）」
を
）
用
い
る
方
法
を
試

み
る
こ
と
で
、
宗
教
の
原
理
に
基
づ
く
哲
学
、
し
た
が
っ
て
ま
た
質
料
の

自
律
を
原
理
と
す
る
哲
学
の
準
備
作
業
を
始
め
て
み
た
。

一
　
カ
ン
ト
に
依
拠
し
て
カ
ン
ト
を
越
え
る

カ
ン
ト
は
経
験
論
（Em

pirism
us

）
と
合
理
論
（Rationalism

us

）

と
の
対
立
を
克
服
し
得
る
よ
う
な
新
た
な
形
而
上
学
（
哲
学
）
が
、
も
し

も
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断

（synthetische U
rteile a priori

）
の
哲
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
た
。

何
故
な
ら
、
カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
で
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
総
合

判
断
（synthetische U

rteile a posteriori

）
の
経
験
論
か
、
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
分
析
判
断（analytische U

rteile a priori

）の
合
理
論
か
の
、

ど
ち
ら
か
一
方
の
哲
学
の
み
が
真
で
あ
り
、
他
方
は
偽
で
あ
る
外ほ

か

な
い
と

考
え
ら
れ
て
来
た
の
だ
が
、
も
し
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
哲

学（
（1
（

が
可
能
で
あ
れ
ば
、
経
験
論
と
合
理
論
の
ど
ち
ら
を
も
全
面
的
に
排
除

す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
同
時
に
、
ど
ち
ら
の
自
律
を
も
損
な
う
事
な
く
、

双
方
に
存
在
意
義
を
同
等
に
与
え
得
る
よ
う
な
、
新
し
い
哲
学
（
形
而
上

学
）
へ
の
道
が
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
モ
デ
ル
と
し
て
カ
ン
ト
は
、
算

術
（
但
し
有
限（

（1
（

の
算
術
論
。）
や
幾
何
学
（
但
し
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学

で
あ
り
、
一
九
世
紀
以
降
に
成
立
し
た
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
、
当

然
含
ま
な
い
。）
及
び
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
（
勿
論
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
相
対
性
理
論
は
含
ま
な
い
。）
等
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。

し
か
し
そ
も
そ
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
科
学
に
於
て
の
み
成

り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
宗
教
に
於
て
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合

判
断
は
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。（

11
（

ま
た
、
我
々
が
現
在
用
い
て

い
る
科
学
は
、
果
た
し
て
カ
ン
ト
が
超
越
論
哲
学
で
打
ち
立
て
た
現
象

（Erscheinung

）
を
踏
ま
え
た
意
味
で
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断

と
し
て
の
科
学
た
り
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
の
言
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
は
「
経
験
に
先
立
つ
」
と
言
う
意
味
で

あ
る
と
同
時
に
「
経
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
が
悟
性
（V

erstand

）

の
中
に
在
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
悟
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
判
断
表
の
分

類
か
ら
導
き
出
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー（K

ategorien

範は
ん
ち
ゅ
う

疇
）で
あ
る
と
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
経
験
に
先
立
っ
て
経
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
は

悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
純
粋
な
悟
性
概

念
に
先
行
す
る
（
純
粋
悟
性
概
念
と
は
異
質
な
）
も
の
と
し
て
、
感
性

（Sinnlichkeit

）
の
直
観
（A

nschauung

）
を
挙
げ
て
お
り
、直
観
の
ア
・

プ
リ
オ
リ
（
直
観
の
形
相Form

）
と
し
て
、
時
間
と
空
間
（Zeit und 

Raum

）
を
挙
げ
て
い
る
。
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ら
れ
、
最
終
的
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
自
ら
の
前
期
の
哲
学
を
も
含
め
て
消

極
哲
学
（negative Philosophie

）
と
し
て
自
己
批
判
し
、
消
極
哲
学

を
乗
り
越
え
る
哲
学
と
し
て
、
積
極
哲
学（

11
（

（positive Philosophie

）
即

ち
『
神
話
と
啓
示
の
哲
学（

11
（

』
を
創
始
し
、
積
極
哲
学
を
以
て
、
哲
学
的
宗

教
（philosophische Religion

）
を
扱
い
得
る
唯
一
の
学
問
方
法
と
し

て
提
示
し
、
自
ら
の
哲
学
の
最
終
結
論
と
し
た
、
と
我
々
は
捉
え
る
。

二
　
カ
ン
ト
が
陥
っ
た
仮
象
と
し
て
の
理
性
の
不
可
変
容
性

と
こ
ろ
で
最
大
の
問
題
は
、カ
ン
ト
の
言
う
超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
、

我
々
の
認
識
源
泉
と
し
て
悟
性
と
感
性
と
を
峻
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
と
し
て
も
、
し
か
し
そ
う
す
る
と
今
度
は
悟
性
と
感
性
を
架
橋
す
る
こ

と
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』（
初
版
一
七
八
一
年
、第
二
版
一
七
八
七

年
）
で
、
再
生
的
構
想
力
（reproduktive Einbildungskraft

）
と

は
区
別
さ
れ
た
産
出
的
構
想
力
（produktive Einbildungskraft

）

を
、
悟
性
と
感
性
と
を
架
橋
す
る
図
式
的
直
観
（schem

atische 
A

nschauung

）
の
能
力
と
捉
え
て
産
出
的
構
想
力
を
以
っ
て
、
理
性
の

現
象
（Erscheinung

）
界
を
成
立
さ
せ
る
統
一
能
力
と
し
た
。

ま
た
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
年
）
で
カ
ン
ト
は
、
自
ら
が
峻
別

し
た
現
象
と
物
自
体
（D

ing an sich

）
に
よ
っ
て
、
理
論
理
性
と
実
践

理
性
と
の
「
大
き
な
裂
け
目
（große K

luft

）」
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
裂
け
目
を
架
橋
す
る
原
理
と
し
て
、規
定
的
判
断
力（bestim

m
ende 

U
rteilskraft

）
と
は
区
別
さ
れ
た
、
反
省
的
判
断
力
（reflektierende 

U
rteilskraft

）
の
自
己
自
律
（H

eautonom
ie

）
を
提
示
し
た
。　

し
か
し
そ
れ
で
も
猶
、
産
出
的
構
想
力
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
悟
性
と

感
性
を
統
一
し
て
現
象
界
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
さ

ら
に
は
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
原
理
の
行
為
に
よ
っ
て
何な

に
ゆ
え故

、
理
論

理
性
と
実
践
理
性
の
大
き
な
裂
け
目
を
架
橋
し
得
る
よ
う
な
一
般
者
が
、

発
見
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
か
等
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
納
得
が

ゆ
く
説
明
が
為
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

カ
ン
ト
は
理
性
を
固
定
的
に
の
み
捉
え
て
い
る
が
、
我
々
の
理
性
は
実

は
変
容
（m

etam
orphosieren, transform

ieren, verw
andeln

）
し

得
る
（veränderbar

）
の
で
あ
る
。

我
々
の
理
性
に
は
、
可
変
性
、
変
化
す
る
能
力
、
脱
自
す
る
能
力
が
潜

勢
し
て
い
る
と
我
々
は
捉
え
る
。

仮
象
（Schein

）
は
判
断
の
誤
謬
に
過
ぎ
な
い
が
、
精
神
医
学
が
対
象

と
す
る
病
理
は
、
変
質
が
完
了
し
た
理
性
で
あ
り
、
不
可
逆
性
が
強
く
、

自
然
に
元も

と

に
戻
る
こ
と
は
む
し
ろ
稀
で
あ
り
、
人
為
的
介
入
、
即
ち
精
神

医
学
的
治
療
を
施
さ
な
け
れ
ば
、
治
癒
し
得
な
い
。
即
ち
、
精
神
医
学
が

対
象
と
す
る
精
神
病
理
は
、
単
な
る
主
観
的
な
過
ち
を
原
因
と
す
る
仮
象

（
妄
想
）
と
は
異
質
の
、
器
質
的
な
変
化
が
臨
床
的
な
所
見
と
し
て
認
め

ら
れ
る
、つ
ま
り
客
観
的
な
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
変
容
で
あ
る
為
に
、

精
神
医
学
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
、
人
為
的
に
介
入
し
な
く
て
は
、
自
発

的
に
溯
源
し
て
自
然
に
回
復
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
事
は
困
難
な
病
理
だ

し
か
し
我
々
の
感
性
に
お
け
る
直
観
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
は
、
果
た
し
て

時
間
と
空
間
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
科
学
（
中
で
も
特
に
数
学
と
物
理

学
）
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
モ
デ
ル
と
考
え
る
カ
ン
ト
に
あ
っ

て
は
感
性
の
直
観
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
も
の
は
時
空
に
尽
き
て
い
る

と
の
み
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
宗
教
の
次
元（

1（
（

に
於
て
は
、
感

性
の
直
観
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
が
、
時
空
以
外
に
も
存
在
す
る
、
と

我
々
は
捉
え
る
。

感
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
直
観
は
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー

も
指
摘
す
る
よ
う
に
根
源
性
を
持
ち
、
だ
か
ら
こ
そ
時
間
直
観
は
、
直

観
と
概
念
と
の
結
び
つ
き
を
論
じ
る
時
に
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
カ

ン
ト
は
図
式
論
（Schem

ata

）
で
（
再
生
的
構
想
力 reprodukitive 

Einbildungskraft

と
は
区
別
さ
れ
た
）
産
出
的
構
想
力
（produktive 

Einbildungskraft

）
の
図
式
的
直
観（

11
（

（schem
atische A

nschauung

）

を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
。

ま
た
時
間
直
観
は
我
々
の
自
我
の
成
立
と
深
い
関
係
が
あ
る
の
だ
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
言
う
よ
う
に
、
自
我
の
成
立
す
る
地
盤
（Boden

（
11
（

）
は
感

性
の
領
域
（Gebiet

）
で
は
な
く
、
意
志
（W

ille

）
の
地
盤
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
で
は
既
に
カ
ン
ト
の
制
限
が
知
的
直
観

（intellektuelle A
nschauung

）
に
よ
っ
て
破
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
意
志
は
知
的
直
観
の
能
力
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
認
識
で
捉
え
ら
れ
る
地
盤
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
知

識
学
（W

issenschaftslehre

）
で
は
純
粋
理
性
の
領
域
を
越
え
る
、
実

践
理
性
の
地
盤
の
内
実
が
、
意
識
の
事
実
と
し
て
、
感
性
の
所
与
と
し
て

獲
得
・
認
識
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
る
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
も
物

自
体
（
自
然
の
自
体
性
、
も
し
く
は
非
我 N

icht-Ich

）
は
残
存
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
物
自
体
（
自
然
そ
れ
自
体
）
を
消
去
す
る

方
向
で
哲
学
的
努
力
を
続
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
若
い
頃
よ
り（

11
（

フ
ィ
ヒ
テ
と
は
独
立
に
、

カ
ン
ト
の
三
批
判
書
を
受
容
す
る
と
共
に
古
代
哲
学
（
主
に
古
代
ギ
リ
シ

ア
哲
学
と
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
哲
学
）
を
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
を
踏
ま

え
て
批
判
的
に
再
解
釈
し
、
自
然
哲
学
と
超
越
論
的
観
念
論
と
を
二
重
存

在
体
（D

oppelw
esen

）
と
す
る
同
一
哲
学
（Identitätsphilosophie

）

を
創
始
し
た
。
我
々
は
同
一
哲
学
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
科
学
と
宗

教
と
を
媒
介
し
得
る
哲
学
の
最
初
の
試
み
と
捉
え
た
い
。
勿
論
、
シ
ェ

リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
は
、
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ア
ー
（Eschenm

ayer, 
Carl A

ugust von 

一
七
六
八
〜
一
八
五
二
年
）
や
ヘ
ー
ゲ
ル
（H

egel, 
Georg W

ilhelm
 Friedrich 

一
七
七
〇
〜
一
八
三
一
年
）
に
よ
っ
て
、

無
差
別
同
一
性
か
ら
差
別
や
有
限
性
が
導
出
さ
れ
る
必
然
性
が
論
証
さ
れ

て
い
な
い
事
を
批
判（

11
（

さ
れ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ア
ー
に

対
し
て
は
『
哲
学
と
宗
教
』（
一
八
〇
四
年
）
で
応こ

た

え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対

し
て
は
『
自
由
論
』（『
人
間
的
自
由
の
本
質
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
諸

対
象
に
関
す
る
哲
学
的
探
求
』
一
八
〇
九
年
）
で
応
え
た
。
し
か
し
彼
等

の
批
判
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
の
後

も
『
世
界
生
成
論
』
草
稿
（D

ie W
eltalter. Fragm

ente. 

一
八
一
一

〜
一
八
一
五
年
）
を
始
め
と
し
て
、
宗
教
の
原
理
と
科
学
の
原
理
と
を

D
oppelw

esen
と
し
得
る
哲
学
を
脱
自
再
構
成
す
る
為
の
努
力
は
続
け
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三
　
カ
ン
ト
の
理
念
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
を
経
て
心
身
医
学
へ

カ
ン
ト
は
理
念
（Idee

）
を
推
論
の
様
相
に
応
じ
て
、
心
理
学
的
理
念

と
宇
宙
論
的
理
念
と
神
学
的
理
念
の
三
つ
の
様
相
に
区
別
し
た
。（

11
（

超
越
論

的
理
念
に
基
づ
く
認
識
は
「
課
題
（A

ufgabe

）（
11
（

」
で
あ
る
か
ら
、
心
理

学
的
理
念
は
主
体
性
の
側
の
統
一
性
を
目
的
と
し
、
宇
宙
論
的
理
念
は
客

体
性
の
側
の
統
一
性
を
目
的
と
し
、
神
学
的
理
念
は
主
客
両
面
に
亘
る
統

一
性
を
目
的
と
す
る
。

心
理
学
的
理
念
は
、
霊
魂
不
滅
論
を
、
誤
謬
推
理
に
よ
っ
て
生
じ
る
論

理
的
仮
象（

11
（

と
し
て
批
判
し
、
主
体
性
と
し
て
の
心
霊
は
「
単
純
に
し
て
統

一
的
な
実
体
性
た
る
理
念
」
と
し
て
統
一
性
が
定
立
さ
れ
て
課
題
は
解
決

さ
れ
る
。

宇
宙
的
理
念
は
、
世
界
存
在
に
関
す
る
二
律
背
反
（A

ntinom
ie

（
11
（

）
に

関
連
す
る
。

時
間
と
空
間
は
有
限
で
あ
る
か
或
い
は
無
限
で
あ
る
か
、
ま
た
物
体
は

単
純
体
（
分
割
不
可
）
か
或
い
は
無
限
分
割
が
可
能
か
。
こ
れ
ら
に
関
す

る
理
念
は
、
数
学
的
で
あ
る
の
で
、
反
対
対
当
（oppositio contraria

）

関
係
で
あ
り
、
矛
盾
対
当
（oppositio contradictoria

）
関
係
に
見
え

る
の
は
超
越
論
的
仮
象
で
あ
る
こ
と
が
洞
察
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
課
題
は

「
双
方
偽
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

さ
ら
に
因
果
系
列
に
は
第
一
原
因
と
し
て
の
自
由
が
有
る
か
無
い
か
、

ま
た
宇
宙
の
存
立
に
は
存
在
根
拠
と
し
て
の
必
然
性
が
有
る
の
か
、
そ
れ

と
も
全
く
の
偶
然
性
か
（
必
然
性
は
無
い
の
か
）。
こ
れ
ら
に
関
す
る
理

念
は
力
学（
動
力
学 D

ynam
ik

）的
で
あ
る
の
で
小
反
対
対
当（oppositio 

subcontraria

）
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
も
矛
盾
対
当
関
係
に
見
え
る
の
は

超
越
論
的
仮
象
で
あ
る
こ
と
が
洞
察
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
課
題
は
「
ど
ち

ら
も
真
で
有
り
得
る
」
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。（

11
（

そ
し
て
神
学
的
理
念
に
つ
い
て
も
「
事
物
一
般
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の

総
括
」
を
追
究
す
る
と
き
「
総す

べ

て
の
述
語
の
総
合
の
原
則
」
と
し
て
「
超

越
論
的
意
味
で
の
神
」
の
理
念
が
「
純
粋
理
性
の
理
想
」
と
し
て
定
立
さ

れ
て
課
題
は
解
決
す
る
（『
純
粋
理
性
批
判
』
Ｂ
版
（
第
二
版 

一
七
八
七

年
）
六
〇
一
、六
〇
八
頁
）。

こ
れ
ら
の
判
断
は
、
総す

べ

て
現
象
（Erscheinung

）
と
物
自
体
（D

ing 
an sich

）
を
区
別
す
る
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
反
省
に
よ
る
根
源
的
獲
得

（acquisitio originaria

（
1（
（

）
を
通
じ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。

つ
ま
り
世
界
存
在
に
関
す
る
二
律
背
反
の
仮
象
（
即
ち
真
の
矛
盾
で
あ

る
矛
盾
対
当
関
係
に
見
え
る
仮
象
）
は
、
現
象
（
主
観
の
形
式
で
あ
る
時

空
）
が
物
自
体
（
世
界
そ
れ
自
体
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
超
越
論

的
仮
象
、
即
ち
、
現
象
と
物
自
体
と
の
渾こ

ん
こ
う淆

（
混
同
）
に
よ
っ
て
生
じ
る

仮
象
が
原
因
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
洞
察
し
た
。

し
た
が
っ
て
現
象
界
（
可
感
界 m

undus sensibilis

）
に
限
定
す
る

判
断
と
、
物
自
体
の
世
界
（
可
想
界m

undus intelligibilis

叡
智
界
）

に
限
定
す
る
判
断
を
、
自
覚
的
に
区
別
す
る
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
現
象

界
で
真
で
あ
る
命
題
と
、
物
自
体
の
世
界
で
真
で
あ
る
命
題
と
が
、
見
か

け
上
真ま

ぎ
ゃ
く逆

の
判
断
で
あ
っ
て
も
、
双
方
が
同
時
併
存
的
に
成
立
す
る
こ
と

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（

11
（

そ
れ
に
対
し
て
悟
り
（
般は

ん
に
ゃ若

、
菩ぼ

だ
い提

、
覚か

く

ま
た
は
覚さ

と
り

）
や
啓
示

（O
ffenbarung

）
は
、理
性
が
霊
性
へ
と
転
化
し
た
宗
教
的
自
覚
で
あ
る
。

宗
教
的
自
覚
は
、
精
神
医
学
が
対
象
と
す
る
精
神
病
理
と
は
反
対
に
、
む

し
ろ
可
逆
性
を
保
持
し
て
お
り
、
霊
性
か
ら
理
性
に
戻
っ
て
来
て
、
自
己

無
化
（
ケ
ノ
ー
シ
ス
）
し
て
、
哲
学
し
た
り
（philosophieren

）、
科
学

あ
る
い
は
学
術
（W

issenschaft
）
す
る
こ
と
が
出
来
る
。（

11
（

カ
ン
ト
が
問
題
に
し
て
哲
学
し
た
理
性
は
、
通
常
人
（
定
型

neurotypisch, norm
-neuro

発
達
者
）
の
理
性
だ
け
で
あ
り
、
カ
ン
ト

に
と
っ
て
（
或
い
は
哲
学
す
る
理
性
に
と
っ
て
）
宗
教
的
自
覚
は
、
特
殊

で
宗
教
的
能
力
（
或
い
は
叡
智
的
直
観
能
力
）
に
恵
ま
れ
た
個
人
（
イ
エ

ス
や
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
等
）
に
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、

通
常
の
理
性
に
は
不
可
能
で
あ
る
と（
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
は
知
的
直
観
を
、

天
才
に
の
み
賦
与
さ
れ
た
能
力
だ
と
し
て
い
た
か
ら
）捉
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
我
々
の
理
性
は
、
経
験
（
特
に
絶
体
絶
命
の
過
酷
な
経
験
や
、

長
期
に
亘わ

た

る
堪
え
難
き
苦
悩
）
に
よ
っ
て
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
変

容
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
り
、
中
で
も
宗
教
的
な
目
覚
め
と
し
て
の
悟

り
や
啓
示
は
、
人
間
を
し
て
単
な
る
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
超
越

せ
し
め
る
。

こ
の
事
実
を
カ
ン
ト
は
見
過
ご
し
て
い
る
。
或
い
は
意
図
的
に
除
外
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
的
自
覚
（
宗
教
経
験
）
は
特
殊
的
で
偶
然
的
な

現
象
だ
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
普
遍
的
で
必
然
的
な
事
柄
の
み
を
取

扱
う
哲
学
の
対
象
で
は
な
い
と
カ
ン
ト
は
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
偶
然
性
の
問
題（

11
（

は
哲
学
の
扱
い
得
る
問
題
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
仏
教
で
あ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
あ
れ
、
如
何
な

る
宗
教
で
あ
れ
、
お
よ
そ
宗
教
で
あ
る
限
り
、
哲
学
す
る
理
性
に
と
っ
て

は
、
即
ち
、
理
性
の
能
力
の
範
囲
内
で
得
ら
れ
る
論
理
的
必
然
性
を
論
拠

と
す
る
方
法
の
み
で
は
、
宗
教
の
原
理
、
つ
ま
り
心
霊
上
の
事
実
に
つ
い

て
、
即
ち
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に
発
現
す
る
偶
然
の
事
実
に
つ
い
て
、

心
底
納
得
の
ゆ
く
論
証
を
提
供
す
る
こ
と
も
展
開
す
る
こ
と
も
、
出
来
な

い
。果

た
し
て
理
性
を
納
得
さ
せ
得
る
よ
う
な
（
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
必

然
性
以
外
の
真
理
は
認
め
な
い（

1（
（

、
如
何
な
る
反
対
者
の
批
判
に
も
耐
え
得

る
よ
う
な
）
宗
教
の
原
理
で
あ
る
自
発
（
自
己
偶
発
）
の
偶
然
性
と
し
て

の
心
霊
上
の
事
実
の
伝
え
方
（
方
法
論
）
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
そ
の
方
法
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
医
学（

11
（

 

を
主
導
し
た
帰
結
（Folge

）
と
し
て
、
心
身
医
学
（Psychosom

atik

）

の
祖
と
言
わ
れ
た
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
（H

einroth, Johhan Christian 
A

ugust 

一
七
七
三
〜
一
八
四
三
年
）
を
生
み（

11
（

、
そ
の
流
れ
が
、
現
代
の

心
身
医
学
に
お
け
る
自
律
性
療
法
（autogenic therapy

）
へ
と
結
実

し
て
い
る（

11
（

と
捉
え
、
自
律
性
療
法
を
（
宗
教
の
原
理
を
、
し
た
が
っ
て
偶

然
性
の
原
理
で
発
現
す
る
心
霊
上
の
事
実
を
）
哲
学
者
の
理
性
に
も
納
得

可
能
な
根
拠
（
即
ち
事
実
、
つ
ま
り
は
自
証
）
を
以
っ
て
示
し
得
る
、
最

も
有
効
な
方
法
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
科
学
と
宗
教
と
を

媒
介
し
得
る<

自
律
性
無
底
哲
学>

の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。（

11
（
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的
悟
性
）
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
象
徴
的
直
観
は
、
理
念
の
「
間
接
的
」
描
出
を
含
む
と
カ
ン
ト

は
判
断
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
概
念
の
直
接
的
描
出
を
含
む
図
式
的

直
観
に
よ
っ
て
概
念
が
感
性
化
さ
れ
て
、
悟
性
概
念
の
実
在
性
が
直
接
的

に
立
証
さ
れ
た
理
性
が
、
現
象
界
を
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
対
し

て
、
理
念
の
間
接
的
描
出
を
含
む
の
み
で
あ
る
象
徴
的
直
観
は
（
叡
智
的

直
観
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
直
覚
的
悟
性
で
あ
っ
て
も
）
理
念
の
感
性
化

は
、
理
念
の
実
在
性
の
立
証
が
間
接
的
に
留
ま
る
限
り
、
叡
智
界
を
統
制

す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
構
成
す
る
権
利
ま
で
は
持
た
な
い
（
構
成
出
来

る
と
考
え
る
と
仮
象
に
陥
る
）
と
カ
ン
ト
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
洞
察

は
間
違
っ
て
い
な
い
と
我
々
は
判
断
す
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
判
断
を
継
承
し
て
さ
ら
に
、
象
徴
的

直
観
の
み
で
は
間
接
的
な
立
証
し
か
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
的
な

事
実
の
運
動
過
程
の
中
に
、
理
念
の
痕
跡
（
帰
結
）
がExistenz

し
て

い
る
こ
と
を
発
見
す
る
事
が
出
来
れ
ば
、
直
接
的
な
立
証
が
成
立
す
る
と

判
断
し
て
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
持
つ
積
極
哲
学
を
樹
立
し
た
。

と
い
っ
て
も
象
徴
的
直
観
を
カ
ン
ト
は
叡
智
的
直
観
と
直
覚
的
悟
性
と

判
断
し
て
い
る
（
特
に
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
〜
七
七
節（

11
（

）
が
、
そ
の

よ
う
な
象
徴
的
直
観
を
獲
得
す
る
方
法
を
カ
ン
ト
は
具
体
的
に
は
展
開
し

な
か
っ
た
。

我
々
は
理
念
（Idee

）
の
正
体
を
、
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・

actual entity

等
）
が
自
由
に
自
発
的
に
発
現
し
た
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
）

だ
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。

我
々
は
理
念
が
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
）
界
、
即
ち
叡
智
界
か
ら
や
っ
て
来

た
表
象
だ
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。（

11
（

だ
か
ら
こ
そ
、象
徴
的
直
観
は
理
念
を
（
無
底
の
偶
発
的
発
現
だ
か
ら
）

間
接
的
に
し
か
感
性
化
出
来
ず
、
理
念
の
実
在
性
も
、
間
接
的
に
し
か
立

証
出
来
な
い
（
抑そ

も
そ
も々

無
底
は
直
接
経
験
出
来
な
い
）
と
捉
え
る
立
場
で
あ

る
。そ

れ
ゆ
え
一
層
、
我
々
は
純
粋
経
験
の
為
の
具
体
的
な
予
備
行
が
必
要

で
あ
る
、
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

五
　
自
律（

（5
（

性
療
法
の
具
体
的
方
法

自
律
性
療
法
は
、
自
律
訓
練
法（

1（
（

の
標
準
練
習
を
出
発
点
と
し
、
自
律
性

黙
想
の
黙
想
練
習
で
無
意
識
か
ら
の
応
答
を
聴
く
こ
と
を
最
終
目
標
到
達

地
点
と
す
る
、
心
身
医
学
の
心
身
症
治
療
法
体
系
で
あ
る
。（

11
（

無
意
識
か
ら
の
応
答
を
聴
く
と
言
っ
て
も
、
実
際
に
は
様
々
な
困
難
が

伴
う
為
に
、
自
律
性
療
法
で
は
、
自
律
性
中
和
（
自
律
性
除
反
応
と
自
律

性
言
語
化
）
及
び
自
律
性
修
正
（
意
志
訓
練
公
式
と
特
定
器
官
公
式
）
に

よ
っ
て
多
様
な
障
壁
に
対
処
す
る
技
法
を
持
つ
。

以
下
に
自
律
性
療
法
の
具
体
的
な
内
容（

11
（

を
、
超
越
論
哲
学
の
観
点

（Perspektive

）
か
ら
見
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
点
に
絞
っ
て
説
明
し
た

い
。（

11
（

自
律
性
療
法
は
、
我
々
の
通
常
の
意
識
状
態
で
あ
る
能
動
的
注
意
集

を
妨
げ
な
い
、
第
三
の
立
場
（
排
中
律
を
越
え
る
中
庸
の
立
場
）
が
生
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。（

11
（

と
は
い
え
カ
ン
ト
が
「
魂
（Seele

）」
と
「
世
界
に
於
け
る
自
由

（Freiheit

）
の
原
因
性
」
と
「
神
（Gott

）」
と
を
理
念
と
し
た
の
は
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
魂
と
自
由
と
神
が
、
単
に
理
性
概
念
（
＝
理
念
）
で
捉

え
ら
れ
る
の
み
で
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
感
性
の
直
観
（
つ
ま
り
経
験
）

で
は
決
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

し
か
し
、
生
理
と
心
理
と
の
相
関
関
係
を
一
元
的
に
捉
え
得
た
シ
ェ
リ
ン

グ
の
発
想
法
を
継
承
す
る
心
身
医
学
に
於
て
は
、心
理
（
意
識
或
い
は
理
性
）

と
生
理
（
無
意
識
あ
る
い
は
身
体
）
を
、
も
と
も
と
切
り
離
し
て
考
え
な

い
。（

11
（

つ
ま
り
心
理
と
生
理
を
二
重
存
在
体
（D

oppelw
esen

）
と
捉
え
る
。

し
た
が
っ
て
精
神
疾
患
で
あ
れ
身
体
疾
患
で
あ
れ
、
自
律
性
療
法
と
い

う
一
元
的
な
方
法
を
用
い
て
対
処
す
る
。
し
か
し
自
律
性
療
法
は
、
精
神

の
病
の
総す

べ

て
に
対
応
出
来
る
方
法
で
は
な
い
。

自
律
性
療
法
は
、
心
身
症
（psychosom

atische K
rankheit

）
と
神

経
症
（N

eurose

）
の
治
療
に
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
が
、
統
合
失
調

症
（Schizophrenie

）
や
双
極
性
障
害
（Bipolare Störung

）
は
精
神

医
学
の
治
療
対
象（

11
（

で
あ
る
。

四
　
カ
ン
ト
が
洞
察
し
得
な
か
っ
た
理
念
の
正
体

カ
ン
ト
は
理
念
（
理
性
「
の
み
」
が
考
え
出
す
概
念
）
に
は
「
如
何
な

る
感
性
的
直
観
も
適
合
し
な
い（

11
（

」
と
言
う
が
、
理
性
は
、
悟
性
が
作
り
出

す
概
念
の
直
接
的
な
描
出
を
含
む
、
産
出
的
構
想
力
の
図
式
的
直
観
に

よ
っ
て
、
悟
性
概
念
が
感
性
化
さ
れ
て
概
念
の
実
在
性
が
立
証
さ
れ
る
こ

と
で
、
客
観
的
妥
当
性
を
主
張
し
得
る
理
性
と
成
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、

感
性
を
離
れ
た
理
念
は
（
悟
性
と
感
性
が
構
想
力
で
結
び
つ
い
た
）
理
性

が
考
え
出
せ
る
概
念
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
感
性
を
離
れ

た
瞬
間
に
、
理
性
は
概
念
の
実
在
性
を
立
証
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
如
何
な
る
感
性
的
直
観
も
適
合
し
な
い
」
よ
う
な
理
念
は
、

す
で
に
理
性
が
考
え
出
せ
る
概
念
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
カ
ン
ト
は
洞
察
し
得
て
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
念
は
理
性
の
現
象
界
の
表
象
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。
一
体
理
念
は
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
念
の

正
体
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
「
概
念
の
実
在
性
を
立
証
す
る
為た

め

に
は
、
常
に
直
観
が
要
求

さ
れ
る
」
と
し
て
概
念
を
感
性
化
（V

ersinnlichung

）
す
る
二
つ
の
方

法
、
即
ち
図
式
的
直
観（

11
（

と
象
徴
的
直
観
を
挙
げ
て
い
た
。

図
式
的
直
観
が
悟
性
と
感
性
を
架
橋
す
る
産
出
的
構
想
力
の
能
力
と
さ

れ
て
い
た
の
で
、
象
徴
的
直
観
は
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
を
架
橋
す
る

反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
の
能
力
と
見
做
す
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
二
種
類
の
象
徴
的
直
観
、即
ち
、叡
智
的
直
観
（intellektuelle 

A
nschauung

）
と
直
覚（

11
（

的
悟
性
（intuitiver V

erstand

）
が
理
念
に
は

与
え
ら
れ
、
理
念
の
感
性
化
は
象
徴
的
直
観
（
叡
智
的
直
観
ま
た
は
直
覚
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（
二–

三
）
額ひ

た
いの

涼
感
（
眠
っ
て
し
ま
う
と
心
理
生
理
的
な
働
き
の
変
化

に
気
付
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
為
）。

第
六
公
式（
額
涼
感
練
習
）「
額
が（
心
地
よ
く
、ま
た
は
、爽
や
か
に
）

涼
し
い
」

（
三
）
消
去
動
作（

11
（

（ending procedure

）

こ
れ
ら
の
身
体
（
生
理
）
的
な
イ
メ
ー
ジ
（
構
想
力

Einbildungskraft

＝
図
式
的
直
観
）
を
通
じ
て
、
心
身
の
正
常
な
動

的
均
衡
（
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
）
の
回
復
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す
る

の
が
自
律
性
療
法（

11
（

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ヨ
ー
ガ
や
坐
禅
の
修
行
者
の

生
理
的
変
化
を
医
学
的
に
観
察
し
て
得
ら
れ
た
共
通
の
身
体
各
部
の

変
化
を
、
医
学
的
治
療
に
応
用
し
た
方
法
で
あ
り
、
両
腕
・
両
脚
・
心

臓
・
呼
吸
・
内
蔵
・
額ひ

た
い

に
、
前
記
の
よ
う
な
変
化
が
、
自
律
訓
練
公
式

（autogenic form
ula

）
を
通
じ
て
自
発
的
に
生
起
し
て
来
る
の
を
待

ち
、
そ
し
て
現
わ
れ
て
き
た
自
律
性
状
態
（A

SC=A
ltered States of 

Consciousness

（
1（
（

と
も
表
現
さ
れ
る
）
を
、
無
心
に
観
察
す
る
事
を
通
じ

て
、
宗
教
的
修
行
で
得
ら
れ
る
効
果
と
同
様
の
効
果
を
齎も

た
らそ

う
と
す
る
、

生
理
（
質
料
因
、
身み

）
か
ら
心
理
（
形
相
因
、
心こ

こ
ろ）

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
。

自
律
性
療
法
は
、
宗
教
的
な
修
行
が
、
心
理
生
理
的
な
疾
患
（
心
身
症
）

の
治
癒
に
効
果
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
臨
床
的
知
見
に
基
づ
い
て
開

始
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。

六
　
自
律
性
療
法
の
哲
学
的
意
義

我
々
の
通
常
の
意
識
（
理
性
）
の
状
態
で
あ
る
能
動
的
注
意
集
中
を
脱

し
て
受
動
的
注
意
集
中
へ
自
律
性
移
行
（autogenic shift
）
し
、
心
理

生
理
的
な
活
動
に
意
識
の
関
心
を
向
け
直
し
、
さ
ら
に
は
、
受
動
的
受
容

（passive acceptance

）
へ
自
律
性
移
行
す
る
こ
と
で
「
無
意
識
か
ら

の
応
答（answ

ers from
 the unconscious

）」を
待
つ
と
い
う
方
法
は
、

カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
で
は
自
覚
的
に
は
為
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

心
理（
形
相
、主
観
性 Subjektivität

）を
優
位
に
捉
え
て
生
理（
質
料
、

存
在Sein

）を
劣
位
に
捉
え
る
発
想
は
、一
面
的
な
独
断（
偏へ

ん
い倚

）で
あ
り
、

心
理
の
生
理
に
対
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
（
主
観
性
偏
重
思
想
、
形
相
偏
倚
思

想
）
で
あ
る
と
我
々
は
捉
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
心
身
医
学
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
発
想
法
に
近
く
、
心

理
（
心こ

こ
ろ）

と
生
理
（
身み

）
を
対
等
・
同
格
に
見
做
す
視
野
（Perspektive

）

を
保
持
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
理
性
（V

ernunft

）
が
、
霊
性
（Geist

）
へ
と
自
発
的
、

自
己
偶
発
的
に
転
化
（
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
ー
）
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
り
、
宗

教
の
原
理
を
認
め
な
い
態
度
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
り（

11
（

、
ま
た
逆
に
、
煩

悩
や
仮
象
や
妄
想
か
ら
逃の

が

れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
自
律
性
療
法
で
は
、
自

律
性
中
和
や
自
律
性
修
正
の
諸
技
法
で
対
処
さ
れ
て
い
る
と
見
做
す
事
が

出
来
る
。
自
律
性
中
和
及
び
自
律
性
修
正
は
、
自
律
性
療
法
に
於
て
生
理

的
な
働
き
（Penfield, W

. 

で
は
中
心
脳
保
安
解
放
系
）
が
、
心
理
生
理

中
（active concentration

）
を
、
第
一
段
階
と
し
て
、
自
律
訓
練
法

（autogenic training, 

略
称
A
T
）
を
用
い
て
、
受
動
的
注
意
集
中

（passive concentration

）
へ
と
自
律
性
移
行（

11
（

（autogenic shift

）
が

生
起
す
る
の
を
待
つ
こ
と
か
ら
始
め
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
に
於
け
る
止し

観か
ん

業ご
う

と
同
じ
く
、
思
惟
の
働
き
を
止
め
て
（「
求
心
性
な
ら
び
に
遠
心
性
神

経
活
動
の
極
め
て
低
い
水
準
に
お
け
る
心
的
活
動（

11
（

」
を
維
持
し
て
）、
そ

の
状
態
で
観
察
さ
れ
る
心
理
的
及
び
生
理
的
な
働
き
に
集
中
し
て
、
そ
の

働
き
の
邪
魔
を
せ
ず
、
そ
の
自
律
性
を
阻
害
し
な
い
状
態（

11
（

で
、
そ
の
働
き

そ
の
も
の
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
観
察
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
技
法
で

あ
り
、
基
本
的
に
は
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
の
坐
法
を
模
範
と
し
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
禅
の
坐
法
で
は
煩
悩
を
抑
制
す
る
方
向
で
注
意
集
中
が
行
わ

れ
る
が
、
心
身
医
学
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
生
起
す
る
現
象
に
対
し
て
、
無

妨
害
原
理
（principle of non-interference

）
の
鉄
則
を
保
持
し
つ
つ
、

受
動
的
に
観
察
す
る
こ
と
を
続
け
る
方
針
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
煩
悩
と
思
わ
れ
る
心
的
働
き
で
あ
ろ
う
と
、
悪
意
と
思

わ
れ
る
働
き
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
自
身
の
意
識
へ
生
起
し
て
く
る
様
々
な

現
象
や
表
象
や
構
想
力
（
イ
マ
ー
ジ
ュim

age

）
を
、
妄
想
や
仮
象
も
含

め
て
、
そ
れ
ら
の
自
由
自
在
な
運
動
を
、
加
工
し
な
い
で
観
察
す
る
と
い

う
態
度
を
保
持
す
る
。

こ
の
時
、
受
動
的
注
意
集
中
状
態
を
得
や
す
く
す
る
為
に
行
う
方
法
が

自
律
訓
練
法
で
あ
る
。

自
律
訓
練
法
の
具
体
的
な
内
容
を
概
説
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
一
）
実
施
の
前
提
条
件

（
一–

一
）
自
分
自
身
が
落
ち
着
く
事
の
出
来
る
場
所
と
服
装
で
行
う

（
音
（
聴
覚
）
と
温
度
（
触
覚
・
体
感
）
と
明
る
さ
（
視
覚
）
が
快

適
な
環
境
）。

（
一–

二
）
背
景
公
式
（background form

ula

）
と
し
て
「
気
持
ち

が
落
ち
着
い
て
い
る
（
独
：Ich bin ganz ruhig. 

英
：I am

 at 
peace.

）」
と
い
う
気
分
を
、常
に
練
習
中
に
挿
入
し
て
繰
返
し
（
声

に
出
さ
な
い
で
）
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
自
分
の
気
持
が
最
も
安
ら
ぐ

環
境
を
想
起
す
る
方
法
で
も
良
い
。

（
二
）
標
準
練
習
（standard form

ula

）

（
二–

一
）
腕
と
脚
の
重
・
温
感
を
出
す
（
腕
と
脚
の
筋
肉
の
緊
張
を
解ほ

ぐ

し
、
血
行
を
自
然
に
促
進
す
る
為
）。

第
一
公
式
（
重
感（

11
（

練
習
）「
両
腕
・
両
脚
が
重
た
い
」

（
腕
は
手
（hand

）
だ
け
で
は
な
く
腕
（arm

）
も
含
む
。
つ
ま
り

手
先
か
ら
肩
ま
で
腕
全
体
。
脚
は
足
（foot

）
だ
け
で
は
な
く
脚

（leg

）も
含
む
。つ
ま
り
足
先
か
ら
太
も
も
の
付
け
根
ま
で
脚
全
体
。）

第
二
公
式
（
温
感
練
習
）「
両
腕
・
両
脚
が
温
か
い
」

（
二–

二
）
心
拍
、
呼
吸
の
調
整
、
腹
部
の
温
感
に
導
く
（
副
交
感
神
経

の
働
き
（
弛
緩
系
）
と
交
感
神
経
の
働
き
（
緊
張
系
）
の
不
均
衡

を
調
整
す
る
為
）。

第
三
公
式
（
心
臓
調
整
）「
心
臓
が
穏
や
か
に
規
則
正
し
く
打
っ
て

い
る
」

第
四
公
式
（
呼
吸
調
整
）「
楽
に
呼
吸
を
し
て
い
る
（
呼
吸
が
楽
だ
）」

第
五
公
式
（
内
蔵
調
整
）「
お
腹な

か

が
温
か
い
」
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か
ら
見
れ
ば
「
無
」
と
映
る
）。

我
々
の
生
理
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
（
生
ま
れ
て
か
ら
後
の
）

経
験
と
は
無
関
係
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
内
在
す
る
、
我
々
の
直
系
の
全

祖
先
か
ら
の
遺
伝
情
報
（D

N
A

＝deoxyribonucleic acid

、
ド
イ
ツ

語
で
はD

N
S

＝D
eosoxyribonukleinsäure

。
D
N
A
か
ら
意
志
が

遺
志
と
し
て
偶
発
す
る
）
に
基
づ
い
て
機
能
し
て
い
る
。
し
か
も
我
々

の
全
直
系
祖
先
か
ら
の
遺
伝
情
報
（
そ
れ
は
直
系
祖
先
の
無
限
集
合（

11
（

体

と
し
て<

類
存
在GattungsSein>

）
は
、
そ
れ
を
過
去
に
遡

さ
か
の
ぼれ

ば
遡

る
ほ
ど
、我
々
と
は
異
な
る
人
々
（
赤
の
他
人
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
人
々
）

に
固
有
な
直
系
全
祖
先
情
報
と
、
重
複
し
共
有
さ
れ
る
可
能
性
が
、
益
々

高
く
な
る
。（

11
（

即
ち
、
我
々
が
自
律
性
療
法
の
自
律
性
黙
想
で
、
無
底
及
び
そ
の
自
発

的
発
現
と
し
て
の
意
志
の
働
き
を
、
深
く
観
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
其そ

こ處

に
現
わ
れ
て
く
る
実
際
の
働
き
は
、
過
去
に
実
在
し
た
、
我
々
の
全
直
系

祖
先
か
ら
我
々
が
継
承
し
て
い
る
、
非
言
語
化
さ
れ
、
生
理
へ
と
抽
象
化

さ
れ
た
（
直
系
祖
先
の
）
無
限
集
合
情
報（

11
（

で
あ
る
。

こ
の
情
報
に
は
、
既
に
言
語
の
形
態
を
保
持
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

我
々
の
祖
先
が
自
然
環
境
に
適
応
し
て
き
た
歴
史
的
行
為
の
帰
結
が
刻
印

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
の
祖
先
へ
の
遡
り
が
深
ま
れ
ば
深
ま

る
ほ
ど
、
他
者
に
内
在
し
て
い
る
固
有
な
直
系
全
祖
先
か
ら
の
遺
伝
集
合

情
報
と
の
共
通
項
を
、
重
複
的
に
共
有
す
る
こ
と
に
繫つ

な

が
っ
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
理
性
（
意
識
・
心
理
）
と
は
異
質
で
、
理
性
に
と
っ
て
ど
こ
ま

で
も
他
者
と
し
て
現
わ
れ
るEtw

as

と
し
て
の
（
無
底
の
自
発
的
発
現

た
る
）
意
志
は
、
理
性
に
と
っ
て
無
（
な
ぜ
な
ら
我
々
に
と
っ
て
不
随
意

で
あ
る
生
理
と
し
て
の
意
志
は
、
言
葉
以
前
の
存
在
な
の
で
、
言
語
能
力

は
未
だ
持
た
ず
、
言
語
を
唯
一
の
理
解
手
段
と
す
る
悟
性
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
を
言
語
的
な
次
元
で
認
識
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
異
質
で
理
解
不
可

能
な
働
き
に
過
ぎ
な
い
か
ら
）
で
あ
る
。

し
か
し
、
生
理
（
質
料
因
）
の
自
律
性
を
妨
害
し
な
い
で
、
生
理
そ
の

ま
ま
の
姿
で
捉
え
る
技
法
で
あ
る
自
律
性
療
法
を
方
法
と
す
れ
ば
、
生
理

的
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
多
種
多
様
は
直
観
（A

nschauung

に
は
、
瞑
想

や
観
照
の
意
味
も
あ
る
）
の
所
与
と
し
て
、
非
言
語
的
（
未
言
語
的
＝
言

語
以
前
的
）
で
あ
る
が
故
に
悟
性
に
と
っ
て
無
と
し
て
映
る
生
理
的
な
次

元
の
働
き
は
、
悟
性
よ
っ
て
概
念
化
可
能
な
対
象
と
成
る
。

こ
の
非
対
象
的
なEtw

as

は
、
生な

ま

の
ま
ま
で
は
、
単
に
未
言
語
的
な

働
き
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
を
道
具
と
し
て
思
惟
す
る
悟
性

の
領
域
で
は
「
無
（
だ
か
ら
こ
そ
非
対
象
）」
と
し
て
映
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
無
と
し
て
映
る
未
言
語
的
な
非
対
象
のEtw

as

（
働
き
）」

を
最
初
に
「
対
象
」
化
す
る
原
理
が
、産
出
的
構
想
力
の
図
式
的
直
観
（
感

性
の
悟
性
化
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
深
い
「
無
」
で
あ
る
意
志
を
対
象
化
す

る
原
理
が
、
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
の
象
徴
的
直
観
（
意
志
の
感
性

化
）
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
場
合
、
言
語
以
前
的
な
生
理
現
象
は
、
図
式
的
直
観
や
象

徴
的
直
観
を
通
し
て
、
多
種
多
様
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
し
て
経
験
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
なEtw

as

は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ

リ
な
経
験
と
し
て
我
々
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、そ
の
よ
う
に
、

的
な
歪
み
を
自
発
的
に
是
正
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
何
ら
か
の
理
由
で

妨
害
さ
れ
る
時
に
、
多
種
多
様
な
妨
害
に
対
処
す
る
技
法
の
体
系
で
あ
る

（
妨
害
と
見
え
て
、
実
は
生
理
的
な
自
発
的
治
癒
を
促
進
す
る
現
象
で
あ

る
場
合
も
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
見
極
め
を
行
う
の
が
、
自
律
性
中
和
と

自
律
性
修
正
の
技
法
。
こ
の
見
極
め
は
、
心
療
内
科
医
が
豊
富
な
臨
床
経

験
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
が
、
自
律
性
療
法
で
は
、
実
施
す
る

当
人
が
見
極
め
を
判
断
し
得
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の

意
味
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
他
律
で
は
な
く
、
自
律
の
技
法
体
系
で
あ
る
）。

自
律
性
療
法
の
完

（
11

か
ん
す
い（遂 

（
能
動
的
注
意
集
中
の
通
常
の
意
識
次
元
か
ら
、

自
律
性
状
態
を
通
じ
て
、
受
動
的
注
意
集
中
の
意
識
次
元
を
経
て
、
受

動
的
受
容
も
し
く
は
黙
想
的
注
意
集
中
（m

editative concentration

）

の
意
識
次
元
へ
と
到
り
、
そ
の
認
識
の
場
所
に
於
て
無
意
識
か
ら
の
応

答
を
聴
く
こ
と
を
終
着
目
的
地
点
と
捉
え
る
道
が
尽
き
る
ま
で
、
歩
き

通
す
こ
と
）
に
と
っ
て
の
最
大
の
難
関
は
、
理
性
や
自
我
の
自
己
中
心

性
（egocentricity

）
も
し
く
は
利
己
主
義
（self-centeredness

）
の

牙が
じ
ょ
う城

を
打
ち
破
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
理
性
や
自
我
の
自
己
中
心
性
を
破
る
主
体
は
、
理
性
や
自
我
に

と
っ
て
無
関
係
な
他
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
理
性
や

自
我
の
自
己
中
心
性
を
破
る
主
体
が
、
無
関
係
な
他
者
で
あ
る
場
合
、
そ

の
他
者
も
ま
た
自
己
中
心
性
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
て
い
る
理
性
で
し
か
な

い
場
合
、
理
性
や
自
我
は
自
律
性
を
失
い
、
利
己
主
義
の
他
者
に
よ
っ
て

服
従
さ
せ
ら
れ
（
他
律H

eteronom
ie

）、
理
性
や
自
我
の
自
己
中
心
性

は
破
ら
れ
て
も
、
他ほ

か

の
同
類
の
自
己
中
心
性
に
依
っ
て
駆
動
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
何
等
変
わ
り
な
く
、理
性
や
自
我
が
、霊
性
へ
と
転
変
（
パ
リ
ナ
ー

マ
ナ
ー
）
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。

同
類
の
自
己
中
心
性
し
か
持
た
な
い
他
者
に
よ
る
転
換
（
他
律
）
は
、

宗
教
的
自
覚
へ
の
転
変
で
は
な
く
、
単
に
主
体
が
他
者
に
交
替
し
た
だ
け

で
、
自
己
中
心
性
が
破
ら
れ
て
無
相
の
霊
性
へ
と
転
変
し
得
た
わ
け
で
は

な
く
、
従
属
（
屈
服
）
関
係
（Subordination

）
に
貶お

と
し

め
ら
れ
た
に
過

ぎ
な
い
。

そ
の
場
合
、
理
性
は
人
格
（Person

）
の
尊
厳
（W

ürde

）
を
捨
て

さ
せ
ら
れ
、
自
己
中
心
性
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
て
い
る
他
者
の
思
う
壺つ

ぼ

に

成
り
果
て
、
他
者
の
恣
意
（W

ilkür

或
い
は
我
意
）
の
儘ま

ま

に
動
か
さ
れ

る
操あ

や
つり

人
形
と
化
し
、
利
己
主
義
の
他
者
の
虜と

り
こに

さ
れ
て
頽た

い
は
い廃

し
、
目
的

の
国
の
成
員
た
る
資
格
を
喪
失
し
、
目
的
の
国
か
ら
追
放
さ
れ
、
荒
れ
地

を
彷さ

ま
よ徨

い
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
分ぶ

げ
ん限

（
身み

の
分ぶ

ん
ざ
い際

）
に
甘
ん
じ
て
い
る
限
り
、
心
理
的
な
苦
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ

な
い
閉
塞
的
状
況
に
陥
っ
て
い
る
桎し

っ
こ
く梏

を
、
脱
す
る
事
に
は
永
遠
に
繫つ

な

が

ら
な
い
。

理
性
や
自
我
のself-centeredness

を
打
ち
破
り
つ
つ
、
し
か
も
他

者
の
自
己
中
心
性
に
単
に
交
替
す
る
だ
け
で
あ
る
他
律
を
避
け
得
る
が
如

き
他
者
は
、
理
性
（
意
識
も
し
く
は
心
理
）
と
は
異
質
で
あ
る
が
、
理
性

転
変
の
主
体
と
し
て
理
性
を
包
み
支
え
る
、
我
々
の
直
系
全
祖
先
の
帰
結

（
遺
志
の
無
限
集
合（

11
（

存
在
）と
し
て
の（
類
存
在<GattungsSein

（
11
（>

た
る
）

意
志
で
あ
る
（
無
底
の
自
発
的
な
発
現
と
し
て
の
意
志（

11
（

、
即
ち
無
意
識
も

し
く
は
生
理
。
こ
こ
で
生
理
で
あ
る
質
料
因
は
、
形
相
因
と
し
て
の
心
理
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actual entity

等
）
を
間
接
的
に
認
識
す
る
可
能
性
を
得
る
。
こ
の
場
合

に
初
め
て
我
々
は
、理
論
理
性
（
理
性
）
と
実
践
理
性（

11
（

（
意
志
）
と
の
「
大

き
な
裂
け
目
」
を
架
橋
し
得
る
一
般
者
と
し
て
の
プ
ネ
ウ
マ
（pneum

a

＝Geist

（
1（
（

霊
性
）
を
見
出
す
。

た
だ
し
、
カ
ン
ト
は
一
つ
、
大
き
な
見
逃
し
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

意
志
が
生
じ
て
来
る
原
底
と
し
て
の
絶
対
プ
リ
ウ
ス（

11
（

（das absolute 
Prius

。（
11
（

ベ
ー
メ
で
は
無
底
。
西
田
で
は
絶
対
無
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で

はactual entity

）
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
カ
ン
ト
は
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス

が
自
由
に
自
己
偶
発
的
に
意
志
（
即
ち
ポ
テ
ン
ツ
）
と
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス

の
非
人
称
行
為
と
し
て
）
為な

る
の
を
経
験
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
為
に
、

即
ち
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
の
自
発
的
な
運
動
に
よ
る
存
在
（
現
象
）
化
を
知

り
得
な
か
っ
た
（
宗
教
的
な
経
験
を
持
っ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
）
が
故
に
、

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
は
美
学
（
芸
術
）
の
批
判
的
研
究
に
留と

ど

ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

我
々
の
立
場
は
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
、
叡
智
界

（
可
想
界m

undus intelligibilis

）
と
現
象
界
（
可
感
界m

undus 
sensibilis

）
と
の
交
通
（Beförderung

）
を
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。

即
ち
絶
対
プ
リ
ウ
ス
は
自
由
に
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
）
と
し
て
自
発
（
自

己
偶
発
）
的
に
発
現
し
て
（
為な

っ
て
）、
質
料
因
た
る
存
在
可
能
者
と
形

相
因
た
る
純
粋
存
在
者
と
の
二
重
存
在
体
と
し
て
、
存
在
当
為
者
を
目

的
因
と
す
る
「
完
成
せ
る
精
神
」
た
る
統
制
的
な
叡
智
界
と
為な

っ
て
い

る
。
こ
の
限
り
で
は
し
か
し
叡
智
界
は
叡
智
的
直
観
（intellektuelles 

A
nschauen

）
を
持
た
な
い
限
り
、
理
性
の
現
象
界
か
ら
は
見
え
な
い

の
で
「
無
」
に
過
ぎ
な
い
（
存
在
し
て
い
な
い
（
皆
無
）
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
真
実
在
な
の
で
あ
る
が
、
理
性
の
現
象
界
と
い
う

地
点
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
は
見
え
な
い
存
在
、
と
い
う
意
味
の

「
無
」）。

し
か
し
存
在
可
能
者
（das sein K

önnede

）
は
叡
智
界
か
ら
現
象
界

へ
と
垂
直
次
元
を
上
昇
す
る
事
実
的
可
能
性（

11
（

（können

）
を
持
ち
、
純

粋
存
在
者
の
主
体
と
し
て
の
「
完
成
せ
る
精
神
」
に
お
け
る
解
き
難
き
紐

帯
を
破
っ
て
、
純
粋
存
在
者
を
伴
わ
な
い
で
単
独
で
自
体
存
在
者
（für 

sich Seiende

）
と
し
て
（「
大
き
な
裂
け
目
」
を
飛
び
越
え
て
、
垂
直

次
元
か
ら
異
質
な
水
平
次
元
の
）
現
象
界
の
質
料
因
た
る
感
性
界
へ
と

登
っ
て
く
る
。

そ
の
場
合
、
存
在
可
能
者
と
い
う
主
体
を
失
っ
た
、
形
相
因
と
し
て
の

純
粋
存
在
者
は
、
直
ち
に
ポ
テ
ン
ツ
化
さ
れ
、
存
在
可
能
者
と
の
「
完
成

せ
る
精
神
」
に
お
け
る
双
極
的
な
相
依（

11
（

関
係
を
復
元
す
る
だ
け
の
為
に
、

純
粋
存
在
者
も
ま
た
、
存
在
可
能
者
に
続
い
て
、
叡
智
界
と
現
象
界
と
の

間
の
大
き
な
裂
け
目
を
飛
び
越
え
て
、
垂
直
次
元
を
上
昇
し
て
水
平
次
元

の
感
性
界
に
ま
で
登
っ
て
く
る
。

そ
し
て
純
粋
存
在
者
は
存
在
可
能
者
を
連
れ
て
「
完
成
せ
る
精
神
」
の

世
界
（
叡
智
界
）
へ
と
戻
っ
て
行
き
、
破
綻
し
た
関
係
を
復
元
す
る
の
だ

が
、
こ
の
「
一
部
始
終
の
プ
ロ
セ
ス
（
出
来
事
の
顚て

ん
ま
つ末

）」
は
感
性
的
直

観
の
目
撃
（
経
験
）
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
（
感
性
は
「A

ugenzeuge

も

し
く
はA

ugenzeugin

目
撃
証
人
」
と
成な

る
）。

こ
の
出
来
事
を
経
験
し
た
以
後
の
感
性
は
、
意
志
の
二
重
存
在
体
で
あ

ursprünglich erw
orben

（
根
源
的
に
獲
得
的
）
な
経
験
を
通
じ
て
構

成
さ
れ
る
経
験
論
は
、Em

pirism
us des A

priorischen

（
11
（

（
ア
・
プ
リ

オ
リ
な
も
の
の
経
験
論
）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
は
、
宗
教
（
神
秘
主
義
）
的
な
直
接
経
験
を
措お

い
て

外ほ
か

に
無
い
。（

1（
（

つ
ま
り
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
経
験
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
生
ま
れ

て
か
ら
こ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
の
そ
の
記
憶
の
中
に
も
見
出
せ
な
い
よ
う

な
情
報
や
働
き
の
経
験
（
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
は
不
随
意
な
意
志
と
し
て

の
経
験
）
が
、
我
々
に
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
）
内
在
し
て
い
る
直
系
祖
先

を
元
（Elem

ent

）
と
す
る
無
限
集
合
情
報
な
の
で
あ
る
。

こ
の
認
識
の
場
所
、
即
ち
霊
性
の
分
野
（Feld
）
に
於
て
の
み
、
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
そ

の
よ
う
な
経
験
を
偶た

ま
た
ま々

持
た
な
か
っ
た
が
故
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合

判
断
を
原
理
と
す
る
形
而
上
学
の
構
築
を
、
将
来
に
託
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

感
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
し
て
の
時
空
や
、
悟
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
と

し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
発
見
さ
れ
得
る
こ
と
も
、
霊
性
の
ア
・
プ
リ
オ

リ
と
し
て
の
無
底（

11
（

（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

）（
11
（

が
、

意
志（

11
（

と
理
性
と
の<

類
存
在 GattungsSein

（
11
（> 

た
る
プ
ネ
ウ
マ
と
し
て

真
実
在（

11
（

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
、
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
も
の
の
経
験
論（

11
（

に
お
い
て
、
初
め
て
言
う
こ
と
が
出
来
る
。（

11
（

ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
が
言
う
「
完
成
せ
る
精
神
（der vollendete 

Geist

）」
と
は
、
そ
れ
ら
の
全
過
程
を
規
定
し
了お

え
た
プ
ネ
ウ
マ
（
＝
完

成
せ
る
プ
ネ
ウ
マ
）、
自
分
自
身
を
認
識
し
た
プ
ネ
ウ
マ
（
＝
プ
ネ
ウ
マ

の
自
覚
）
を
意
味
し
て
い
る
。　

そ
し
て
霊
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
が
、
生
理
（
意
志
）
か
ら
心
理
（
理
性
）

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
根
源
的
且
つ
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
獲
得
さ

れ
る
と
い
う
方
向
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
一
七
九
〇
年
の
序
論

で
「
理
性
の
自
由
理
念
か
ら
悟
性
の
自
然
概
念
へ
の
方
向
な
ら
、
大
き
な

裂
け
目
を
架
橋
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
反
省
的
判
断
力
の

自
己
自
律
で
示
唆
し
て
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
向
と
、
同
じ
で
あ
る
。

意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
）
の
質
料
因
で
あ
る
存
在
可
能
者
が
（
叡
智
界
を
脱

け
出
し
て
垂
直
に
上
昇
し
）、
水
平
次
元
の
理
性
の
質
料
因
た
る
感
性
の

世
界
（
現
象
界
）
へ
、
自
発
的
に
脱
自
す
る
場
合
、
存
在
可
能
者
の
自
発

的
脱
自
を
起
動
因
と
し
て
、
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
）
の
形
相
因
で
あ
る
純
粋

存
在
者
が
、
作
用
因
化
（
ポ
テ
ン
ツ
化
、
そ
れ
故
、
存
在
可
能
者
化
）
さ

れ
て
、水
平
次
元
の
感
性
（
現
象
）
界
へ
（
脱
自
し
た
存
在
可
能
者
を
「
完

成
せ
る
精
神（

11
（

」
へ
連
れ
戻
す
為
だ
け
を
目
的
に
）
意
志
と
理
性
と
の
「
大

き
な
裂
け
目
（
垂
直
と
水
平
の
異
次
元
）」
を
飛
び
越
え
て
、
垂
直
次
元

を
上
昇
し
て
来
る
。

こ
の
偶
発
的
な
出
来
事
（Zufall

）
に
よ
っ
て
、
感
性
は
、
無
底
（
絶

対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
を
、
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
＝

質
料
因
と
し
て
の「
存
在
可
能
者
」と
形
相
因
と
し
て
の「
純
粋
存
在
者
」）

を
通
じ
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
（
後
天
的
）
に
、

直
観
の
所
与
と
し
て
獲
得
し
、
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
経
験
を
通
じ
て
我
々
は
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・
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を
予
備
学
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、中
動
態
の
動
詞
相
に
着
目
す
る
事
で
、

自
発
を
本
性
と
す
る
存
在
原
理
の
言
語
化
を
試
み
た
。

我
々
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学（『
神
話
と
啓
示
の
哲
学
』）こ
そ
、ア
・

プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
可
能
と
す
る
哲
学
で
あ
る
と
捉
え
る
（
西
田
哲

学
や
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
我
々
は
判
断
し

て
い
る
）。

そ
れ
ら
を
理
解
す
る
為
の
前
提
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
立
っ
た
プ
ネ

ウ
マ
（pneum

a

）
の
立
場
に
我
々
も
ま
た
立
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
為
に
必
要
な
方
法
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
具
体
的
に
述
べ
て
い
な
い（

11
（

が
、pneum

a

（
質
料
と
形
相
と
の
類
存
在
）
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
と
我
々
は
考
え
た
。

な
ぜ
な
ら
、
理
性
の
働
き
を
止と

め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
へ
表
象
と

し
て
自
発
的
に
現
わ
れ
て
来
る
が
、
け
れ
ど
も
理
性
が
産
出
し
た
の
で
は

な
い
表
象
を
、
理
性
へ
齎も

た
らし

て
い
る
、
非
人
称
の
意
志
の
働
き
を
観
察
す

る
こ
と
で
、
意
志
が
、
無
底
と
し
て
真
実
在
し
て
い
る
絶
対
プ
リ
ウ
ス

（
西
田
で
は
絶
対
無
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
はactual entity

等
）
の
帰

結
で
あ
る
こ
と
を
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
経
験
し
（
こ
れ
に
よ
り
、
絶

対
プ
リ
ウ
ス
を
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
）、

こ
の
帰
結
を
以
っ
て
絶
対
プ
リ
ウ
ス
を
間
接
的
に
実
証
す
る
こ
と
で
、
存

在
（das Sein

）
と
し
て
の
絶
対
プ
リ
ウ
ス
を
解
明
す
る
立
場
、
即
ち

pneum
a

の
立
場
に
実
際
に
立
っ
て
、
哲
学
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
えpneum

a

の
立
場
（
ベ
ー
メ
の
「
無
底
の
意
志–

形
而
上
学
」

の
立
場
、
西
田
の
「
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
」
の
立
場
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
「
有
機
体
の
哲
学
」
ま
た
は
「
歴
程
哲
学
」
の
立
場
）
を
共
有
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
道
の
一
つ
を
、
試
み
に
提
示
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
は
質
料
の
自

律
に
は
全
く
注
意
も
関
心
も
向
け
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
西
欧
の
主
観
性
の

哲
学（

11
（

の
歴
史
に
対
し
て
、
理
性
（
思
惟
）
を
止と

め
て
認
識
す
る
方
法
が
具

体
的
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
主
観
性
の
哲
学
を
越
え
る<
自
律

性
無
底
哲
学>

の
可
能
性
（
道
）
が
有
り
得
る
事
を
理
解
し
て
戴
け
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
し
て
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
、感
性
（
質
料
）
と
悟
性
（
形

相
）
を
対
等
・
同
格
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
（
感
性
の
原
理

論
＝
超
越
論
的
美
学
よ
り
も
悟
性
の
原
理
論
＝
超
越
論
的
論
理
学
の
方
が

遙
か
に
充
実
し
て
い
た
よ
う
に
）
悟
性
（
形
相
）
の
自
律
に
偏へ

ん
い倚

し
て
い

た
と
い
う
こ
と
も
示
せ
た
と
思
う
。

ま
た
自
律
性
療
法
を
実
施
す
る
方
法
を
通
じ
て
、
文
献
学
的
に
言
語
を

介
し
て
理
性
で
理
解
す
る
方
法
の
限
界
を
越
え
て
、
自
分
自
身
に
内
在
し

て
い
る
レ
ア
ー
ル
なSachen selbst

の
世
界
に
お
い
て
無
底
（
絶
対
プ

リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
原
理
が
意

志
と
し
て
自
己
偶
発
的
に
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
し
て
く
る
事
実
を
経
験
す
る

こ
と
が
出
来
る
可
能
性
が
、
我
々
に
も
開
け
て
来
る
こ
と
を
、
理
解
し
て

戴
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

る
存
在
可
能
者
と
純
粋
存
在
者
と
を
直
観
の
多
様
と
し
て
持
つ
（
所
有
す

る
）
事
に
な
り
、し
た
が
っ
て
現
象
界
の
形
相
因
た
る
悟
性
に
と
っ
て
は
、

概
念
化
能
力
行
使
の
対
象
と
な
る
（
成な

る
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
叡
智
界
は
、
偶
発
的
に
現
象
界
と
交
通
す
る
可
能
性

を
持
つ
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
叡
智
界
が
現
象
界
と
「
必
然
的
に
交
通
し

得
る
」
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
叡
智
界
は
、
現
象
界
と

交
通
す
る
偶
然
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る

（
し
た
が
っ
て
、
生
涯
一
度
も
経
験
し
な
い
場
合
も
ま
た
同
時
に
、
主
張

さ
れ
て
い
る
）。

け
れ
ど
も
、
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
に
よ
る
探
索
（Suchen

）

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
（
勿
論
、
そ
う
い
っ
た
人
為
的
努
力
と

は
無
関
係
に
自
由
に
偶
発
す
る
の
だ
が
）
叡
智
界
か
ら
の
存
在
可
能

者
の
脱
自
（
逸
脱
）
と
、
純
粋
存
在
者
の
連
れ
戻
し
の
偶
然
事
象

（Zufallsgeschehen

）
を
目
撃
（
経
験
）
す
る
可
能
性
を
向
上
さ
せ
得

る
期
待
を
持
て
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
と
捉
え
る
。

そ
し
て
絶
対
プ
リ
ウ
ス
が
、
ポ
テ
ン
ツ
（
意
志
）
を
媒
介
と
し
て
現
象

界
へ
存
在
化
し
た
帰
結
（Folge

）
と
し
て
のExistenz

に
よ
っ
て
、我
々

は
絶
対
プ
リ
ウ
ス
を
間
接
的
に
認
識
す
る
と
捉
え
る
。

つ
ま
り
、
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
の
象
徴
的
直
観
に
よ
り
、
無
底

（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
の
自
発
（
自
己
偶
発
）

的
発
現
で
あ
る
意
志
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
、
窮
極
的
な
一
般
者
と
し
て

の
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
を
霊プ

ネ
ウ
マ性

の
ア
・

プ
リ
オ
リ
と
し
て
発
見
す
る
、
と
捉
え
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
、
感
性
的
直
観
の
目
撃
（
経

験
）
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
、
間
接
的
な
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対

無
・actual entity

等
）
を
、
二
四
時
間
三
六
五
日
、
何
年
に
も
亙わ

た

っ
て

繊
細
且
つ
詳
細
に
観
察
す
る
事
を
通
じ
て
、
こ
の
（
既
に
感
性
的
直
観
の

多
様
な
所
与
と
な
っ
た
間
接
的
な
）
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・

actual entity

等
）
に
、
悟
性
の
概
念
化
能
力
を
行
使
し
、
展
開
す
る
こ

と
で
、「
存
在
の
哲
学
（
自
律
的
質
料
の
哲
学
）」
を
構
築
す
る
こ
と
を
課

題
と
す
る
の
が
我
々
の
立
場
で
あ
る
。

即
ち
、
そ
の
よ
う
な
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual 

entity

等
）
の
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
発
現
を
探
索
（Suchen

）
し
て

発
見
し
、
そ
れ
に
「
中
動
態（

11
（

」
と
、「
中
動
態
と
セ
ッ
ト
の
能
動
態（

11
（

」
を

用
い
て
表
現
す
る
こ
と
を
通
じ
て
「
主
観
性
の
哲
学
（
自
律
的
形
相
の

哲
学
）」
に
「
存
在
の
哲
学
」
を
補
完
し
て
形
而
上
学
の
体
系
（
と
い
っ

て
も
永
遠
に
開
か
れ
た
体
系
）
を
脱
分
化
再
編
成
（M

etaplasie 

化
生

（
11
（

）

し
て
ゆ
く
こ
と
を
課
題
（A

ufgabe

）
と
す
る
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

お
わ
り
に

今
回
は
、
科
学
と
宗
教
と
を
媒
介
し
得
る<

自
律
性
無
底
哲
学>

の

可
能
性
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
を
起
源
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
心
身

医
学
の
自
律
性
療
法
を
予
備
行
と
し
、
ベ
ー
メ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
や
西
田
や

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
無
底（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
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註（
1
） <

自
律
性
無
底
哲
学>

に
楔
形
括
弧
を
付
し
た
の
は
、
論
者
独
自
の
意
味

で
使
う
か
ら
で
あ
る
。<

自
律
性
無
底
哲
学>

（autogene Philosophie 
des U

ngrundes

）
と
は
心
身
医
学
の
自
律
性
療
法
を
方
法
と
す
る
こ
と

に
依
っ
て
獲
得
さ
れ
る
原
理
を
ポ
テ
ン
ツ
と
し
、
ベ
ー
メ
の
無
底
を
代
表

と
す
る
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
プ
リ
ウ
ス
（das absolute Prius

）、
西

田
幾
多
郎
の
絶
対
無
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
のactual entity

等
の
原
理
を

ア
ル
ケ
ー
と
す
る
積
極
哲
学
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
は
「
自
律
性
積
極
哲

学
」
で
も
あ
る
が
、
自
律
性
療
法
と
積
極
哲
学
に
限
る
意
味
で
は
な
い
の

で
、
J
・
ベ
ー
メ
の
「
無
底
」
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
や
西
田
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
等
の
哲
学
原
理
を
も
含
む
類
概
念Gattungsbegriff

と
し
て
用
い
る
方

法
を
採
用
し
て
、<

自
律
性
無
底
哲
学>

と
し
た
）。

　

そ
の
場
合
、
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）

の
本
性
に
従
っ
て
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）

の
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
運
動
の
全
過
程
（ganzer Prozeß

）
を

自
動
詞
「
な
る
（
為な

る
→
成な

る
→
生な

る
）」
で
表
現
す
る
。

「
為な

る
」
は
「
非
人
称
の
行
為
（
意
志
（
＝
ポ
テ
ン
ツ
）
の
発
現
＝

T
athandlung

事
行
な
ど
）」
を
意
味
し
、

「
成な

る
」
は
「
脱
自
（Ekstasis

）」
を
意
味
し
、

「
生な

る
」
は
「
復
元
（W

iederherstellen

）
新
生
（W

iedergeboren

）

化
生
（M

etaplasie 

脱
分
化
再
編
成
）」
を
意
味
す
る
と
す
る
。

　

尚
、
五
段
活
用
の
自
動
詞
「
な
る
」
に
関
し
て
は
、「
人
間
が
始
め
る

<

す
る>

的
言
語
と
、
事
態
が
整
っ
た
ら
（w

hen thing are ready

）

始
ま
る<

な
る>

的
言
語
と
の
違
い
」
に
関
す
る
次
の
研
究
書
を
参

照
。
池
上 

嘉
彦
『「
す
る
」
と
「
な
る
」
の
言
語
学
』
大
修
館
書
店
、

一
九
八
一
年
。
特
に
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
二
八
四
〜
二
九
一
頁
。

　

ま
た
、
化
生
（M

etaplasie

脱
分
化
再
編
成
）
に
関
し
て
再
生
三
種

を
区
別
す
る
。
即
ち
、M

etaplasie

（
脱
分
化D

edifferentiation

を

伴
う
再
生
。
異
形
成D

ysplasie

や
発
癌K

arzinogenese

と
異
な
り
、

他
の
「
正
常
」
細
胞
へ
転
変
す
る
再
生
。
進
行
性
化
生progressive 

M
etaplasie

と
退
行
性
化
生regressive M

etaplasie

の
二
種
あ
り
）

とM
orphallaxe

（
形
態
調
節
。
脱
分
化
や
細
胞
の
増
殖Proliferation

を
伴
わ
な
い
、
再
組
織
化Reorganization

に
依
る
再
生
。
典
型
例
は

H
ydra

）
とEpim

orphose

（
付
加
形
成
。
脱
分
化
や
再
組
織
化
を
伴
わ

な
い
、
細
胞
増
殖
に
よ
る
再
生
。
典
型
例
はPlanarie

）
の
三
種
を
区
別

す
る
。
三
種
の
再
生
過
程
総す

べ

て
に
分
化D

ifferentiation

が
伴
う
。

　

尚
、
化
生
（M

etaplasie 

脱
分
化
再
編
成
）
等
の
再
生
と
関
連
す
る
、

再
生
医
療
や
幹
細
胞
生
物
学
に
関
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
解
説
書
を
参
照
。

中
辻
憲
夫
『
幹
細
胞
と
再
生
医
療
』
丸
善
出
版
、
二
〇
一
五
年
。
山
中
伸

弥 

他
著
『
再
生
医
療
生
物
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
山
中
伸
弥 

他
編
集
『
幹
細
胞
』
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
二
年
参
照
。

（
2
） 

拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か
」『
東
西
宗
教
研
究
』

第
一
四
・
一
五
号
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
、
二
〇
一
六
年
、
五
一
〜
七
六

頁
参
照
。
尚
、
拙
論
は 

Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
も
ｐ
ｄ
ｆ
デ
ー
タ
で
公
開
さ
れ
て
い

る
。

　
『
東
西
宗
教
研
究
』
の
総
覧
は
、以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
見
る
事
が
出
来
る
。

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/ja/publications/jjsbcs/

ま
た
、
拙
論
の
公
開
デ
ー
タ
は
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
見
る
事
が
出
来
る
。

http://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/4513

（
い
ず
れ
も
二
〇
一
七
年
三
月
七
日
確
認
。）

　

本
論
は
『
東
西
宗
教
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
東
西
宗
教
交
流
学
会

（
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の

か
」
の
冒
頭
に
出
し
た
問
い
「
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
哲
学
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」
と
答
え
「
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
哲
学

は
、
形
相
の
自
律
だ
け
で
な
く
、
質
料
の
自
律
を
も
原
理
と
す
る
哲
学
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」の「
質
料
の
自
律
を
原
理
と
す
る
哲
学
」に
関
し
て
、

さ
ら
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
質
料
や
存
在
（
真
実
在
）
を
深
く
捉
え
た
哲
学
者
達
の
様
々
な

表
現
「
ベ
ー
メ
の
無
底
」「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
プ
リ
ウ
ス
」「
西
田
の
絶

対
無
」「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
のactual entity

」
を
藉か

り
て
「
質
料
の
自
律
」

原
理
を<

「
な
る
（
為な

る
→
成な

る
→
生な

る
）」
を
一
巡
と
し
て
反
復
し
つ
つ
、

無
限
に
螺ら

せ
ん旋

的
に
運
動
す
る
、
自
由
な
偶
発
の
過
程
（Prozeß

）>

と
し

て
描
写
し
よ
う
と
し
た
。

　

そ
し
て「
な
る（
為な

る
→
成な

る
→
生な

る
）」を「
自
己
偶
発
的
な
為な

る（
オ
ー

ト
ポ
イ
エ
シ
ス
）
か
ら
、
自
己
偶
発
的
な
成な

る
（
脱
自
）
を
経
て
、
自
己

偶
発
的
に
生な

る
（
結
実
「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
」
の
）
プ
ロ
セ
ス
」
と
捉
え
た
。

　

そ
こ
か
ら
「
質
料
の
自
律
を
原
理
と
す
る
哲
学
」
即
ち
「
存
在
の
哲
学
」

を
試
み
に<

自
律
性
無
底
哲
学>

と
表
現
し
た
。

　

そ
し
て
、
質
料
（
存
在
）
の
原
理
を
最
も
深
く
表
現
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
の
本
性
で

あ
る
自
発
（
自
己
偶
発
）
を
描
写
す
る
の
に
最
も
適
切
な
自
動
詞
と
し
て

<

な
る
（
為
る
・
成
る
・
生
る
）>

を
試
み
に
用
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
肢
言
語
（
両
肢
言
語
）
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
完
成
せ

る
精
神
」
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
存
在
可
能
者
が
逸
脱
し
て
自
体
存
在

者
（für sich Seiende

）
と
成
っ
た
能
動
態
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
動
態

が
変
質
さ
れ
て
し
ま
っ
た
受
動
態
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、「
存

在
す
べ
き
で
は
な
い
言
語
構
造
」
で
あ
る
。

　

目
的
因
た
る
存
在
当
為
者
（
存
在
当
為
言
語
）
は
、「
完
成
せ
る
精
神
」

の
内
部
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
存
在
可
能
者
」
は
、「
中
動
態
と
セ
ッ

ト
の
能
動
態
」
と
し
て
、「
己
を
捨
て
て
純
粋
存
在
者
の
主
体
と
し
て
の

み
働
く
動
詞
に
留
ま
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
そ
う
し
て
、
逸
脱

し
た
存
在
可
能
者
を
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
世
界
へ
連
れ
戻
し
に
来
た
筈

の
中
動
態
た
る
純
粋
存
在
者
が
、
今
で
は
存
在
す
べ
き
で
は
な
い
二
肢
言

語
の
能
動
態
に
や
ら
れ
て
し
ま
い
、
受
動
態
と
い
う
従
属
の
関
係
に
貶
め

ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
目
的
因
は
果
た
さ
れ
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
受
動
態
は
、
自
分
自
身
が
中
動
態
で
あ
っ
た
頃
を
思
い
出
し

て
、
中
動
態
の
役
割
を
復
元
し
て
、
能
動
態
を
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
世

界
へ
連
れ
戻
し
て
、「
中
動
態
と
セ
ッ
ト
の
能
動
態
」
と
い
う
「
本
来
の

席
（
真
の
本
質
）」
に
着
座
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
に
は
、
そ
の
よ
う
に
、
現
代
の
言
語
構
造
に

対
し
て
も
、
将
来
存
在
す
べ
き
言
語
を
示
唆
す
る
哲
学
と
し
て
機
能
し
得

る
と
我
々
は
捉
え
る
。　

　

猶
、
前
掲
の
拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か
」『
東

西
宗
教
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
、
二
〇
一
六
年
、

五
一
〜
七
六
頁
に
関
し
て
は
、
次
の
正
誤
表
を
御
参
考
の
上
、
御
参
照
下

さ
い
。

　

五
一
頁
下
段
七
〜
八
行
目
。

（
誤
）
図
式
的
直
観 schem

atische

（
正
）
図
式
的
直
観 schem

atische A
nschauung

　

七
一
頁
下
段
一
〇
〜
一
三
行
目
。

（
誤
）Eckart Förster “D

ie Bedeutung von 

§
§ 76, 77 der K

ritik 
der U

rteilskraft für die E
ntw

icklung der nachkantischen 
Philosophie,

” T
eil I, II, in Zeitschrift für philosophische 

Forschung 56 (2002): 160-90, 321-45 

（
正
）Eckart Förster. “D

ie Bedeutung von 

§
§ 76, 77 der K

ritik  
der U

rteilskraft für die E
ntw

icklung der nachkantischen 
Philosophie,

” T
eil I, II, in Zeitschrift für philosophische 

Forschung, Bd. 56, H
. 2 (A

pr. -Jun., 2002), 160-190, Bd. 56, H
. 3 

(Jul. –Sep., 2002), 321-345. 

　

七
二
頁
上
段
六
行
目
の
註
（
四
）
全
体
を
次
の
よ
う
に
訂
正
。

M
erkus G

abriel. 

“Schellings A
ntw

ort auf die G
rundfrage 

der M
etaphysik in der U

rfassung der Philosophie der 
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O
ffenbarung,

” in W
arum

 ist überhaupt etw
as und nicht 

vielm
ehr nichts? W

andel und V
ariationen einer Frage, hrsg. 

v. D
aniel Schubbe, Jens Lem

anski, Rico H
ausw

ald (H
am

burg: 
Felix M

einer V
erlag, 2013), 159-187.　

マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
「
形

而
上
学
の
根
本
的
問
い
に
対
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
答
え 

︱
『
啓
示
の
哲
学 

初
稿
』
に
お
け
る
」（
加
藤
紫
苑
訳
『Ν

ύξ

ニ
ュ
ク
ス
』
第
二
号
、
堀
之

内
出
版
、
二
○
一
五
年
）、
一
七
四
〜
二
○
○
頁
。
猶
、
次
の
解
題
も
参

照
の
こ
と
。
浅
沼
光
樹
「
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
「
形
而
上
学
の
根
本

的
問
い
に
対
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
答
え
」
を
読
む
た
め
に
」
同
書
、
二
○

二
〜
二
一
五
頁
。

　

七
二
頁
上
段
後
ろ
か
ら
四
行
目
の
註
（
五
）
全
体
を
次
の
よ
う
に
訂
正
。

SW
 X

III, 148.

（SW

は
次
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
全
集
の
略
。F.W

.J. 
von Schellings säm

m
tliche W

erke. hrsg. v. K
arl F. A

ugust 
Schelling. 1. A

bteilung: 10 Bde. (= I-X
); 2. A

bteilung: 4 Bde. 
(=

 X
I-X

IV
). Stuttgart: A

usburg 1856-1861. [=
 Schellings 

W
erke. N

ach der O
riginalausgabe in neuer A

nordnung hrsg. 
v. M

. Schröter, 6 H
auptbde., 6 Ergänzungsbände. M

ünchen 
1927ff., 21958ff. 1 N

achlaßband. D
ie W

eltalter: Fragm
. / in d. 

U
rfassungen von 1811 u. 1813 hrsg. von M

anfred Schröter. 
1946 erschienenen ersten A

uflage., 2., unveränd. N
achdr. 1979.] 

以
下SW

と
略
し
、
通
巻
数
と
頁
数
の
み
示
す
。）

　

七
三
頁
上
段
一
行
目
。

（
誤
）Ludw

ig Binsw
anger, [1881-1966],

（
正
）Ludw

ig Binsw
anger [1881-1966],

　

七
三
頁
上
段
二
行
目
。

（
誤
）M

artin H
eidegger M

artin

（
正
）M

artin H
eidegger

　

七
三
頁
下
段
一
行
目
の
註
（
一
二
）
全
体
を
次
の
よ
う
に
訂
正
。

M
ichael Franz, “D

ie Bedeutung antike Philosophie für 
Schellings philosophische A

nfänge,

” in F.W
.J. Schelling (hrsg. v. 

H
ans Jörg Sandkühler, Stuttgard: W

eim
ar 1998), 50-65.（pneum

a 

に
関
す
る
記
述
は
五
四
頁
）。

　

七
四
頁
上
段
一
一
行
目
の
註
（
二
〇
）
の
最
後
に
、
改
行
し
て
一
二
行

目
か
ら
次
の
文
を
追
補
。

猶
、
西
谷
啓
治
の
卒
業
論
文
に
関
し
て
は
、
次
の
二
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

浅
沼
光
樹
「
京
都
学
派
の
哲
学
史
的
洞
察 

︱ 

西
谷
啓
治
の
卒
業
論
文

「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
的
観
念
論
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」
に
つ
い

て 

︱ 

」『
近
世
哲
学
研
究
』（
近
世
哲
学
会 

編
）
第
一
八
号
、
二
〇
一
四

年
、三
六
〜
六
四
頁
。
浅
沼
光
樹「
シ
ェ
リ
ン
グ
と<

純
粋
意
志
の
哲
学>

」

『
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
七
年
（
七
月
刊
行
予
定
）。

（
3
） 

西
谷
は
「
宗
教
と
哲
學 

︱ 

哲
學
及
び
宗
教
と
科
學
の
立
場
」（
一
九
四
九

年
）
の
最
後
で
論
文
の
目
的
を
纏
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
第

一
に
、
近
世
の
哲
學
が
歴
史
的
宗
教
や
神
學
か
ら
解
放
さ
れ
た
う
ち
に
は
、

科
學
の
立
場
の
解
放
も
含
ま
れ
て
ゐ
た
こ
と
、
近
世
の
哲
學
は
そ
の
科
學

の
立
場
と
宗
教
の
立
場
を
媒
介
す
る
意
味
を
持
つ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
り
、

第
二
に
、
そ
の
科
學
の
立
場
か
ら
哲
學
上
の
唯
物
論
に
移
行
す
る
自
然
的

傾
向
が
存
す
る
こ
と
、
そ
の
傾
向
の
何
處
に
誤
謬
が
潜
ん
で
い
る
か
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
併
し
本
質
的
に
は
、
問
題
は
寧
ろ
第
一
の
點

に
あ
る
。
即
ち
科
學
と
宗
教
と
を
眞
に
媒
介
し
得
る
哲
學
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
か
く
哲
學
に
よ
っ
て
科
學
と
媒
介
さ
れ
る
た
め

に
は
、宗
教
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
」（『
西

谷
啓
治
著
作
集
』
第
六
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
一
三
七
頁
）。
こ

こ
で
西
谷
が
「
近
世
の
哲
學
」
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
カ
ン
ト
を
含

む
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
で
あ
る
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
以
後

の
哲
学
は
、「
存
在
（das Sein

）」
と
「
存
在
者
（das Seiende

）」
と

を
区
別
す
る
「
存
在
論
的
差
異
（ontologische D

ifferenz

）」
に
気
付

く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
を
も
含
め
て
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
が
持
っ
て

い
た
、
宗
教
と
科
学
を
媒
介
す
る
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。

（
4
） 

西
谷
が
一
九
四
九
年
に
出
し
た
問
い
「
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
と
媒
介
さ
れ

る
た
め
に
は
、
宗
教
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」
に
、
最
終
的
に

（
一
九
八
六
年
）
ど
の
よ
う
に
答
え
た
か
に
関
し
て
は
、『
東
西
宗
教
研
究
』

第
一
四
・
一
五
号
、東
西
宗
教
交
流
学
会
（
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
拙
論
「
哲

学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か
」
六
七
〜
七
一
頁
参
照
。

（
5
） 『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
一
巻
「
禪
の
立
場
」
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、

特
に
「
緒
言
」
の
三
〜
八
頁
。

（
6
） 

前
掲
書
、
緒
言
、
五
頁
。

（
7
） 

前
掲
書
、
緒
言
、
六
〜
八
頁
。

（
8
） 

こ
こ
で
の
転
化
を
論
者
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
語
で
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
ー

（

parin

・ām
anā

転
変
す
る
）
と
言
わ
れ
る
用
語
を
用
い
た
大
乗

（
摩ま

訶か

衍え
ん

あ
る
い
は
方ほ

う

等ど
う

部ぶ

）
仏
教
の
「
回え

こ
う向

（
ま
た
は
廻え

向こ
う

）」
と
い
う

概
念
が
意
味
し
て
い
る
変
化
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
で
言

え
ば
展
相（
ポ
テ
ン
ツ
の
継
起
的
転
変
）を
意
味
す
る
。
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
ー

に
関
し
て
は
長
谷
正
當
『
本
願
と
は
何
か 

︱
親
鸞
の
捉
え
た
仏
教
︱
』
法

藏
館
、
二
〇
一
五
年
、
特
に
二
〇
九
頁
「
回え

こ
う向

の
概
念
」
参
照
。

（
9
） 

前
掲
書
、
緒
言
、
八
頁
。

（
10
） 

こ
こ
で
我
々
が
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
に
対
置
し
て
用
い
る<

純
粋
経
験>

に
関
し
て
は
、『
東
西
宗
教
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
東
西
宗
教
交
流
学

会
（
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る

の
か
」
五
七
頁
参
照
。

　

即
ち
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
」
は
「
経
験
的
な
も
の
が
全
く
混
入
し
て

い
な
い
理
性
」
で
あ
る
の
に
対
置
し
て
我
々
の<

純
粋
経
験>

は<

理

性
的
な
も
の
が
全
く
混
入
し
て
い
な
い
経
験>

を
意
味
す
る
。
即
ち<

理

性
と
は
全
く
無
関
係
に
経
験
さ
れ
る
表
象>

で
あ
り
、
我
々
の
表
象
の
中

の<

理
性
が
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
表
象>

を
「
理
性
が
生
み
出
し
て

い
る
表
象
」<

か
ら
区
別
す
る>

の
が
、我
々
の<

純
粋
経
験>

で
あ
る
。

<

そ
れ>

は
「
理
性
が
生
み
出
し
て
い
る
表
象
」
が
「
随
意
で
あ
る
」
の

に
対
し
て<

理
性
が
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
表
象>
は<

不
随
意
で

あ
る>

と
い
う
本
性
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
表
象
経
験
で
あ
る
。

（
11
） 「
批
判
（K

ritik

）」
の
対
義
語
と
し
て
は
、瞑
想
の
意
味
を
も
含
み
得
る
「
反

省
（die Reflexion, das Reflektieren

）」
が
考
え
ら
れ
る
（
な
ぜ
な
ら

理
性
を
原
理
と
す
る
哲
学
の
機
能
は
、
批
判
（
断
絶
）
と
反
省
（
透
入
）

と
媒
介
（
連
関
を
離
れ
な
い
）
の
三
つ
だ
か
ら
で
あ
る
）
の
で
「
純
粋
理

性
批
判
」
と
の
対つ

い

の
表
現
と
し
て
は
「
純
粋
経
験
反
省
」
が
妥
当
で
あ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
（
純
粋
理
性
の
勢
力
が
強
く
成

り
過
ぎ
て
、
純
粋
経
験
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
現
代
の
傾
向
を
鑑か

ん
がみ

て
、
純

粋
経
験
を
救
済
す
る
意
味
で
）「
治
療
（die K

ur

）」
の
語
を
試
み
に
用
い

て
み
た
。

（
12
） 

絶
対
プ
リ
ウ
ス
（das absolute Prius.

）SW
, X

III, 127.

　

こ
こ
でSW

は
次
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
全
集
の
略
称
。

F.W
.J. von Schellings säm

m
tliche W

erke. hrsg. v. K
arl F

. 
A

ugust Schelling. 1. A
bteilung: 10 Bde. (= I-X

); 2. A
bteilung: 4 

Bde. (= X
I-X

IV
). Stuttgart: A

usburg 1856-1861. [= Schellings 
W

erke. N
ach der O

riginalausgabe in neuer A
nordnung hrsg. 

v. M
. Schröter, 6 H

auptbde., 6 Ergänzungsbände. M
ünchen 

1927ff., 21958ff. 1 N
achlaßband. D

ie W
eltalter: Fragm

. / in d. 
U

rfassungen von 1811 u. 1813 hrsg. von M
anfred Schröter. 

1946 erschienenen ersten A
uflage., 2., unveränd. N

achdr. 1979.] 

以
下SW

と
略
し
、
通
巻
数
と
頁
数
の
み
示
す
。

（
13
） 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
関
し
て
は
、
荒
川 

善
廣
『
生
成
と
場
所 

︱
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
研
究
︱ 

』
行
路
社
、
二
〇
〇
一
年
や
、
田
中 

裕
『
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
︱
有
機
体
の
哲
学
︱
』
講
談
社
、
一
九
九
八
年
及
び
、
田



2223

中 

裕
『
逆
説
か
ら
実
在
へ
︱
科
学
哲
学
・
宗
教
哲
学
論
考
︱
』
行
路

社
、
一
九
九
三
年
、
ま
た
山
本 

誠
作
『
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実

在
』 
︱
生
命
の
躍
動
的
前
進
を
描
く
「
有
機
体
の
哲
学
」
︱
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
一
一
年
参
照
。

（
14
） 

ベ
ー
メ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
於
け
る
ド
イ
ツ
自
然
哲
学
の
完
成
者
で
あ

る
こ
と
に
関
し
て
は
、
薗
田 

坦
『
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
近
世
哲
学
』
創
文
社
、

二
〇
〇
三
年
参
照（
特
に
第
十
章「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
然
観
に
つ
い
て
︱
Ｎ
・

ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら
Ｊ
・
ベ
ー
メ
へ
︱
」
第
六
節
「
ド
イ
ツ
自
然
哲
学
の
大

成
︱
Ｊ
・
ベ
ー
メ
」
二
二
三
〜
二
二
六
頁
）。

（
15
） 

後
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
が
積
極
哲
学
を
基
礎
付
け
る
に
あ
た
っ
て
、Ｊ
・
ベ
ー

メ
な
ど
の
観
神
論
（T

heosophism
us

）
或
い
は
神
智
学
（T

heosophie

）

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
採
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
『
東
西
宗
教

研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
東
西
宗
教
交
流
学
会
（
二
〇
一
六
年
）
掲
載

の
拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か
」
五
六
〜
五
七
頁
参

照
。

　

尚
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
無
底
に
関
し
て
は
、
辻
村 
公
一
「
無
底 

︱
シ
ェ

リ
ン
グ
『
自
由
論
』
に
於
け
る
」
上
田
閑
照
編
『
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
研
究
』

創
文
社
、
六
〇
三
〜
六
三
四
、一
九
八
二
年
及
び
、
辻
村
公
一
『
ド
イ
ツ

觀
念
論
斷
想
』
創
文
社
、
一
一
五
〜
一
四
七
頁
、
一
九
九
三
年
参
照
。

　

ま
た
小
川 

侃た
だ
し「

シ
ェ
リ
ン
グ
の
弁
証
法
の
構
造
と
人
間
的
自
由
の
本
質
」

『
京
都
産
業
大
学
論
集
』
第
五
巻
、
第
二
号
、
人
文
科
学
系
列
、
第
四
号
、

一
九
七
六
年
、
三
〜
一
八
頁
も
併
せ
て
参
照
。
小
川
は
、
卒
業
論
文
と
修

士
論
文
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
を
扱
っ
て
い
る
。

　

小
川 

侃
『
時
間
と
自
由 

︱
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
め
ぐ
る
試

論
︱
』
京
都
大
学
大
学
院 

文
学
研
究
科 

哲
学
専
攻
（
哲
学
）
昭
和
四
五

（
一
九
七
〇
）
年
度
（
昭
和
四
六
年
三
月
修
了
）
修
士
論
文
、
参
照
。

　

尚
、
小
川
は
修
士
論
文
の
最
後
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
哲
学
の
規
定

（freie Geistestat

自
由
な
精
神
の
行
為 SW

, IX
, 228

）
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
規
定
は
小
川
の
卒
業
論
文
（『
人
間
的
自
由
と
無
底
と
に
つ
い
て 

︱
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
自
由
論
」
を
中
心
と
す
る
︱
』
京
都
大
学 

文
学
部 

哲

学
科 

哲
学
専
攻 

昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
度
）
の
冒
頭
に
も
紹
介
さ

れ
て
い
た
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
時
代
（
一
八
二
一
〜
一
八
二
五
年
）

の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
講
義
に
現
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
“Philosophie ist nicht dem

onstrative W
issenschaft, 

Philosophie ist, um
 es m

it Einem
 W

ort auszusprechen, 
freie G

eistestat.

”

　
「
哲
学
は
論
証
的
な
る
学
で
は
な
い
。
哲
学
は
、
一
言
に
し
て
言
い
表

わ
せ
ば
、
自
由
な
精
神
の
行
為
で
あ
る
。」

　
（
訳
文
は
、
小
川
に
よ
る
。
強
調
は
論
者
）。

（
16
） 「
な
る
（
生
る
・
成
る
・
為
る
）」
は
『
広
辞
苑
』（
第
五
版
）
に
よ
る
と

「
現
象
や
物
事
が
自
然
に
変
化
し
て
い
き
、
そ
の
も
の
の
完
成
さ
れ
た
姿

を
あ
ら
わ
す
」
五
段
活
用
の
自
動
詞
と
あ
る
。
我
々
は
「
な
る
」
を
、
無

底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
の
自
発
（
自
己
偶

発
）
的
で
自
由
な
「
為
る
（
非
人
称
行
為
＝A

utopoiesis

）
→
成
る
（
脱

自Ekstasis

）
→
生
る
（
結
実
＝
円
現ἐντελέχεια

）」
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
（
過
程
）
を
通
底
す
る
「
力
（M

ächte

＝
霊
的
・
魔
的
な
力
を
持
つ

存
在
）」
を
表
現
す
る
言
葉
と
捉
え
る
。

　

そ
れ
故
に
、
つ
ま
り
無
底
の
自
由
な
自
発
的
運
動
が
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が

故
に
、
我
々
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（W

hitehead, A
lfred North 

一
八
六
一
〜

一
九
四
七
年
）
が
真
実
在
と
捉
え
たactual entity

（
現
実
的
実
質 [

山
本 

誠

作 

訳]

、
活
動
的
存
在 

ま
た
は 

実
存
者[

田
中 

裕 

訳]

、
現
実
存
在 [

荒
川 

善
廣 

訳]

）
を
も
、
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
や
絶
対
無
）
の
存
在
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
加
え
て
良
い
と
考
え
る
。

（
17
） 
我
々
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
や
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
梵
語
）

に
は
存
在
し
て
い
た
動
詞
相
で
あ
る
「
中
動
態
」
と
、
そ
れ
か
ら
現
在

の
能
動
態
と
は
区
別
さ
れ
る
、「
中
動
態
と
セ
ッ
ト
の
能
動
態
」
を
、
次

の
よ
う
に
捉
え
る
（
尚
「
中
動
態
」
及
び
「「
能
動
」
と
い
う
項
は
、「
中

動
」
に
対
立
さ
れ
た
時
に
は
、「
受
動
」
に
対
立
さ
れ
た
時
と
、
同
じ
意

味
を
持
ち
得
な
い
」
と
い
う
言
語
学
者
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
（Benveniste, 

Ém
ile 

一
九
〇
二
〜
一
九
七
六
年
）
の
指
摘
な
ど
に
関
す
る
研
究
と
し
て

は
、
医
学
書
院
発
行
の
『
精
神
看
護
』
に
二
〇
一
四
年
一
月
（
第
一
七
巻 

第
一
号
）
か
ら
二
〇
一
四
年
一
一
月
（
第
一
七
巻 

第
六
号
）
ま
で
隔
月
六

回
に
亘
っ
て
連
載
さ
れ
、
同
じ
医
学
書
院
よ
り
二
○
一
七
年
四
月
に
出
版

さ
れ
た
、
國
分 

功
一
郎
に
よ
る
『
中
動
態
の
世
界
』
参
照
）。

　
「
中
動
態
」
を
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
啓
示
の
哲
学
』
で
規
定
し
た
「
完
成

せ
る
精
神
に
於
け
る
純
粋
存
在
者
」
を
描
写
す
る
動
詞
相
と
捉
え
、「
中

動
態
と
セ
ッ
ト
の
能
動
態
」
を
、「
完
成
せ
る
精
神
に
於
け
る
存
在
可
能
者
」

を
描
写
す
る
動
詞
相
、
と
我
々
は
捉
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に

両
者
を
捉
え
る
事
を
意
味
す
る
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
啓
示
の
哲
学
』
で
「
完
成
せ
る
精
神
」
を
、
次
の
よ

う
に
規
定
し
て
い
た
。「
存
在
可
能
者
」
を
「
純
粋
存
在
者
の
主
体
と
し

て
の
み
規
定
さ
れ
る
ポ
テ
ン
ツ
」
と
し
、
し
か
も
「
も
は
や
そ
れ
自
身
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
自
体
存
在
者
（für sich Seiende

）
と
し
て
は
消
滅

す
る
ポ
テ
ン
ツ
」
と
規
定
し
て
い
た
。

　

ま
た
「
存
在
可
能
者
」
は
存
在
可
能
者
の
本
質
に
従
え
ば
自
動
詞
的
で

あ
る
の
だ
が
、
存
在
可
能
者
に
は
他
動
詞
的
な
本
質
も
「
意
欲
さ
れ
ざ
る

偶
然
的
な
も
の
」
と
し
て
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
意
欲
さ
れ
ざ

る
偶
然
的
本
質
」
か
ら
「
純
粋
存
在
者
の
主
体
と
し
て
の
み
規
定
さ
れ
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
「
自
ら
の
他
動
詞
的
本
質
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
と
言
う
。

我
々
は
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
他
動
詞
的
本
質
」
を
「
現
代
の
我
々
が

用
い
て
い
る
二
肢
言
語
の
能
動
態
へ
と
移
行
す
る
本
質
」
と
捉
え
る
。

　

即
ち
、
存
在
可
能
者
の
「
真
の
本
質
た
る
自
動
詞
（
純
粋
存
在
者
の
主

体
と
し
て
の
み
存
在
し
、
自
己
自
身
の
客
体
と
し
て
は
消
滅
す
る
ポ
テ
ン

ツ
）」
を
「
中
動
態
と
セ
ッ
ト
の
能
動
態
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
自
動
詞
「
な

る
（
為な

る
・
成な

る
・
生な

る
）」
と
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
共
に
、
存
在
可
能
者
の
「
偽
り
の
本
質
た
る
他
動
詞
（
純
粋
存

在
者
の
主
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
已や

め
、
自
己
自
身
を
客
体
化
さ
せ

る
自
体
存
在
者für sich Seiende

と
し
て
の
ポ
テ
ン
ツ
）」を「
現
代
我
々

が
用
い
て
い
る
、
二に

し肢
言
語
（
両り

ょ
う
し肢

言
語
）、
即
ち
、
受
動
態
と
セ
ッ
ト

の
能
動
態（
受
動
態
と
能
動
態
し
か
存
在
し
な
い
構
造
の
言
語
）」と
捉
え
、

そ
れ
を
他
動
詞
「
為す

る
（
使
役
）」
と
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
受

動
態
は
「
為さ

れ
る
（
従
属
）」）。

　

つ
ま
り
、
現
代
の
二
肢
言
語
に
お
け
る
能
動
態
を
、
存
在
可
能
者
の
他

動
詞
と
し
て
の
本
質
、
つ
ま
り
「
意
欲
さ
れ
ざ
る
偶
然
的
な
本
質
」
の
帰

結
と
し
て
のExistenz

で
あ
る
と
捉
え
る
。
そ
れ
は
中
動
態
を
受
動
態
へ

と
変
質
さ
せ
る
逸
脱
行
為
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
成な

っ
た
の
が
、
現

代
我
々
が
用
い
て
い
る
「
為す

る
（
能
動
態
）」
の
か
「
為さ

れ
る
（
受
動
態
）」

の
か
の
二
者
択
一
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
二
肢
言
語
だ
と
捉
え
る
。
こ
れ
は

シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
完
成
せ
る
精
神
」
か
ら
見
れ
ば
、「
存
在
可
能
者
」
の

逸
脱
行
為
に
よ
っ
て
成な

っ
た
「
純
粋
存
在
者
が
作
用
因
と
化
し
て
、
逸
脱

し
た
存
在
可
能
者
を
、
完
成
せ
る
精
神
の
世
界
へ
と
連
れ
戻
し
に
存
在
化

す
る
プ
ロ
セ
ス
」
が
開
始
さ
れ
る
べ
き
異
常
事
態
（
罹り

び
ょ
う病

状
態
）
で
あ
る
。

　
「
存
在
可
能
者
」
に
対
し
て
「
純
粋
存
在
者
」
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
ポ

テ
ン
ツ
無
き
純
粋
現
実
態
（actus purus

）」
と
し
て
「
存
在
可
能
者
の

否
定
」
で
あ
る
（
そ
の
逆
も
同
様
、
つ
ま
り
「
存
在
可
能
者
は
純
粋
存
在

者
の
否
定
」
で
あ
る
）
が
、「
存
在
可
能
者
は
自
己
自
身
の
客
体
で
は
な
い
」

と
規
定
し
て
い
た
（「
純
粋
存
在
者
は
自
己
自
身
の
主
体
で
は
な
い
」
と

規
定
し
て
い
た
の
と
は
逆
に
）。

　

そ
し
て
両
者
の
関
係
を
、「
存
在
可
能
者
は
自
己
自
身
の
客
体
で
は
な
い

（
自
ら
の
外
に
存
在
し
な
い
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
存
在
者
は
自
己
自

身
の
主
体
で
は
な
い
（
自
ら
の
内
に
存
在
し
な
い
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
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さ
に
こ
の
純
粋
な
対
立
に
よ
っ
て
、
両
者
が
相
互
に
排
除
し
合
う
こ
と
は
、

不
可
能
に
な
っ
て
い
る
」
と
規
定
し
て
い
た
（U

PhO
,S.55;SW

,X
III,232 

こ
こ
でU

PhO

と
は
次
に
示
す
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
教

授
時
代
に
『
啓
示
の
哲
学
』
を
初
め
て
一
八
三
一
／
三
二
年
に
講
義
し

た
時
の
原
草
稿
の
略
称
。Schelling, Friedrich W

ilhelm
 Joseph: 

U
rfassung der Philosophie der O

ffenbarung / F
riedrich 

W
ilhelm

 Joseph Schelling. H
rsg. von W

alter E
. E

hrhardt. 
—

 H
am

burg : M
einer. T

eilbd. 1, 2

（1992

）Philosophische 
Bibliothek ; Bd. 445a, 445b.

）。

　

こ
の
よ
う
に
、シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
完
成
せ
る
精
神
」
を
「
中
動
態
と
セ
ッ

ト
の
能
動
態
を
存
在
可
能
者
、
中
動
態
を
純
粋
存
在
者
と
し
て
二
重
存
在

体
と
し
て
持
つ
精
神
」
と
捉
え
る
時
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
「
存
在
可
能

者
が
逸
脱
し
て
純
粋
存
在
者
が
完
成
せ
る
精
神
の
世
界
へ
と
連
れ
戻
す
プ

ロ
セ
ス
」
が
「
目
的
因
た
る
存
在
当
為
者
へ
の
過
程
」
で
あ
る
と
い
う
シ
ェ

リ
ン
グ
の
規
定
か
ら
、
現
代
の
二
肢
言
語
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
「
完

成
せ
る
精
神
へ
と
回
復
さ
れ
る
べ
き
意
欲
さ
れ
ざ
る
偶
然
的
な
逸
脱
状

態
」
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。

　

猶
、
以
上
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
啓
示
の
哲
学
』
に
於
け
る
「
完
成
せ
る

精
神
」
の
規
定
に
関
し
て
は
、
論
者
は
、
二
〇
一
四
年
八
月
七
日
に
開
催

さ
れ
た
第
三
三
回
東
西
宗
教
交
流
学
会
に
於
け
る
論
者
の
発
表
時
に
、
出

席
者
全
員
に
、
資
料
と
し
て
配
布
し
た
。

　
（「
資
料
一
」
と
し
て
「
完
成
せ
る
精
神
の
内
部
規
定
」
に
関
す
る
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
大
学
講
義
（
一
八
三
一
／
三
二
年
）
と
ベ
ル
リ
ン
大
学
講
義

（
一
八
四
一
／
四
二
年
）
と
の
比
較
対
照
資
料
を
配
付
し
、

　
「
資
料
二
」
と
し
て
「
完
成
せ
る
精
神
か
ら
存
在
可
能
者
が
逸
脱
（
脱
自
）

し
、
純
粋
存
在
者
に
完
成
せ
る
精
神
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
、
完
成
せ
る
精
神

が
復
元
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
」に
関
す
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
講
義（
一
八
三
一

／
三
二
年
）
と
ベ
ル
リ
ン
大
学
講
義
（
一
八
四
一
／
四
二
年
）
と
の
比
較

対
照
資
料
を
配
付
し
た
。）

　

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、『
東
西
宗
教
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
東
西

宗
教
交
流
学
会
（
二
〇
一
六
年
）
七
三
頁
、
註
一
四
、
註
一
七
参
照
。

　

論
者
が
前
記
の
発
表
時
に
配
布
し
た
「
資
料
一
」
に
関
し
て
は
、

U
PhO

, 51

〜60, 

及
びSW

, X
III, 227

〜235. 

参
照
。

　

論
者
が
前
記
の
発
表
時
に
配
布
し
た
「
資
料
二
」
に
関
し
て
は
、

U
PhO

, 95

〜100, 

及
びSW

, X
III, 278

〜282. 

参
照
。

（
18
） 「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
と
し
て
の
哲
学
」
は
、
我
々
の
立
場
で
は
、

次
の
よ
う
な
意
味
で
の<

自
律
性
無
底
哲
学>

で
あ
る
。

一
．
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「（
カ
ン
ト
の
主
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
極
め
た
）

概
念
の
自
己
展
開
と
し
て
の
哲
学
」
を
越
え
、

二
．
フ
ィ
ヒ
テ
の
「（
カ
ン
ト
の
主
と
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
を
極
め
た
）

自
我
の
事
行
（T

athandlung

）
に
定
位
し
た
自
己
定
立
と
し
て
の
哲
学
」

を
も
越
え
た
、

三
．
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
哲
学
や
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
哲
学
の
プ
ネ
ウ
マ
理
論
を
継
承
し
、

そ
の
最
終
形
態
と
し
て
の
積
極
哲
学
（positive Philosophie

）」、
通
常

知
ら
れ
て
い
る
プ
ネ
ウ
マ
概
念
は
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
サ
ル
ク
ス

（sarx

物
質
的
な
も
の
）
に
対
す
る
プ
ネ
ウ
マ
（pneum

a

精
神
的
な
も

の
）
を
示
す
概
念
」
で
あ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
で
は
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
哲

学
で
の
独
自
の（
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
も
知
ら
れ
て
い
な
い
）意
味
、「
神

性
（Gottheit

）
と
人
間
的
魂
（m

enschliche Seele

）
を
含
ん
だ
類
概

念
（Gattungsbegriff

）
に
な
る
」
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
るpneum

a

の
意
味
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
究
極
態
で
あ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極

哲
学
や
、

四
．
西
田
幾
多
郎
の
「（
西
欧
哲
学
を
仏
教
思
想
を
哲
学
化
す
る
こ
と
で

克
服
す
る
こ
と
に
挑
ん
だ
）
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
の
哲
学
」、

五
．
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
有
機
体
の
哲
学
（
或
い
は
田
中 

裕
が
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
を
有
賀
鐵
太
郎
の
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
（
歴
程
神
学
）
概
念
等

に
依
拠
し
て
批
判
的
に
継
承
す
る
「
歴
程
の
哲
学
」）」
を
踏
ま
え
た
、

<

自
律
性
無
底
哲
学>

で
あ
る
。

（
19
） 

カ
ン
ト
の
時
代
は
「
無
限
」
を
数
学
で
扱
え
な
か
っ
た
。「
極
限
」
に
基

づ
く
解
析
学
で
も
不
完
全
だ
っ
た
「
無
限
」
を
扱
う
為
に
、「
集
合
論
的

論
法
」
が
現
わ
れ
る
の
は
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
か
ら
だ
か
ら
。

（
20
） 

た
だ
し
渡
邊
（
一
九
五
三
年
）
に
よ
る
と
カ
ン
ト
は
、
地
盤
（Boden

）

の
概
念
の
中
で
法
則
を
定
立
し
得
る
認
識
の
場
所
を
領
域
（Gebiet

）
と

し
て
地
盤
や
分
野
（Feld

）
と
区
別
し
た
時
に
、
領
域
を
持
ち
得
る
認
識

の
能
力
を
悟
性
と
理
性
と
し
、
悟
性
の
自
然
概
念
の
み
な
ら
ず
理
性
の
自

由
概
念
も
「
領
域
（
＝
法
則
を
定
立
し
得
る
認
識
の
場
所
）」
で
あ
る
と

捉
え
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
に
於
て
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総

合
判
断
の
可
能
性
は
カ
ン
ト
に
於
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
事
が

出
来
る
。

（
21
） 

宗
教
の
次
元
に
お
け
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
関
し
て
は
、
藁
科 

智
恵
「
R
・

オ
ッ
ト
ー
に
お
け
る
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
理
解
︱
ト
レ
ル
チ
と
の
対

比
に
お
い
て
」『
宗
教
研
究
』
日
本
宗
教
学
会
、
第
八
九
巻
、
第
一
輯
、

二
〇
一
五
年
、
二
七
〜
五
二
頁
参
照
。

（
22
） 「
概
念
の
実
在
性
を
立
証
す
る
た
め
に
は
常
に
直
観
（A

nschauung

＝
対

象
へ
直
接
的
に
関
係
す
る
表
象
）
が
要
求
さ
れ
る
」
と
考
え
た
カ
ン
ト
は
、

概
念
を
感
性
化
（V

ersinnlichung

）
す
る
方
法
と
し
て
「
図
式
的
直
観

（schem
atische A

nschauung

）」
と
「
象
徴
的
直
観
（sym

bolische 
A

nschauung

）」
の
二
つ
を
挙
げ
る
。

図
式
的
直
観
の
場
合
は
、
概
念
の
「
直
接
的
な
描
出
」
を
含
み
、

象
徴
的
直
観
の
場
合
は
、
概
念
の
「
間
接
的
な
描
出
」
を
含
む
と
さ
れ
る
。

　

カ
テ
ゴ
リ
ー
（
範
疇
）
は
概
念
の
直
接
的
描
出
と
し
て
の
図
式
的
直
観

と
判
断
し
得
る
が
、
魂
（Seele

）・
自
由
（Freiheit

）・
神
（Gott

）
等

の
理
念
は
間
接
的
な
描
出
と
し
て
の
象
徴
的
直
観
で
し
か
有
り
得
て
い
な

い
の
で
、
こ
れ
ら
の
理
念
を
直
接
的
な
描
出
を
含
む
図
式
的
直
観
で
あ
る

と
判
断
す
る
と
仮
象
（
擬
人
観 A

nthropom
orphism

us

）
に
陥
る
と
し

て
、
カ
ン
ト
は
図
式
的
直
観
と
象
徴
的
直
観
と
を
区
別
し
た
（『
カ
ン
ト

事
典
』
弘
文
堂
、一
九
九
七
年
、二
七
九
〜
二
八
〇 

頁
「
図
式
（Schem

a

）」、

二
八
〇
〜
二
八
一
頁
「
図
式
論
（Schem

atism
us

）」、
二
五
二
頁
「
象
徴

（Sym
bol

）」、三
四
九
〜
三
五
〇 

頁「
直
観（A

nschauung
）」の
項
参
照
）。

（
23
） 

カ
ン
ト
は
認
識
に
於
け
る
領
域
（Gebiet

）
と
地
盤
（Boden
）
と
分
野

（Feld

）
を
区
別
し
て
い
た
。
分
野
（Feld

）
と
は
対
象
の
認
識
の
可
能
・

不
可
能
を
問
う
こ
と
な
く
、
た
だ
概
念
が
対
象
に
関
係
せ
し
め
ら
れ
て
い

る
限
り
の
概
念
が
も
つ
最
も
広
く
且
つ
深
い
認
識
の
場
所
で
あ
り
、
地
盤

（Boden

）
と
は
、分
野
の
中
で
我
々
に
と
っ
て
認
識
が
可
能
で
あ
る
如
き
、

そ
の
概
念
な
い
し
認
識
能
力
の
場
所
で
あ
る
。
ま
た
領
域（Gebiet

）と
は
、

地
盤
の
概
念
の
中
で
法
則
を
定
立
し
得
る
認
識
の
場
所
で
あ
る
。
カ
ン
ト

は
領
域
を
持
ち
得
る
認
識
能
力
は
悟
性
と
理
性
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

悟
性
の
自
然
概
念
の
領
域
及
び
理
性
の
自
由
概
念
の
領
域
と
言
う
。
反
省

的
判
断
力
は
、
認
識
能
力
が
領
域
化
し
得
な
い
形
而
上
学
的
思
惟
の
本
源

的
対
象
と
し
て
の
超
越
的
な
る
存
在
の
全
分
野
を
志
向
し
、
自
然
概
念
と

自
由
概
念
と
の
両
領
域
の
統
一
的
根
源
を
予
感
す
る
能
力
で
あ
る
（
渡
邊 

二
郎
「
カ
ン
ト
に
於
け
る
反
省
的
判
断
力
と
そ
の
原
理
」
一
九
五
三
年
、

東
京
大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
論
文
。『
渡
邊
二
郎
著
作
集
』
第
七
巻
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
九
〜
六
四
頁
参
照
）。
我
々
も
ま
た
こ
の
区

別
を
踏
襲
し
た
い
。

（
24
） 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
僅わ

ず

か
一
五
歳
で
（
一
七
九
〇
年
）
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
・
シ
ュ

テ
ィ
フ
ト
（
日
本
の
現
在
の
大
学
院
に
相
当
す
る
神
学
校
）
に
入
学
し

（
一
七
九
〇
年
は
カ
ン
ト『
判
断
力
批
判
』の
刊
行
年
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
最
初
か
ら
カ
ン
ト
が
三
批
判
書
を
完
成
し
た
立
場
に
依

拠
し
て
哲
学
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
こ
と
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

特
に
依
拠
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
や
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
特
に
依
拠
し
た
フ
ィ



2627

ヒ
テ
と
対
照
的
で
あ
る
。）、
一
七
歳
（
一
七
九
二
年
）
で
修
士
論
文
（『
創

世
記
第
三
章
に
お
け
る
人
間
的
悪
の
最
初
の
起
源
に
関
す
る
最
古
の
哲
理

を
批
判
的
か
つ
哲
学
的
に
解
釈
す
る
試
み
』
略
称
『
悪
の
起
源
論
』）
を

ラ
テ
ン
語
で
書
き
、
二
〇
歳
（
一
七
九
五
年
）
で
博
士
論
文
（『
パ
ウ
ロ

書
簡
の
校
訂
者
と
し
て
の
マ
ル
キ
オ
ン
』
略
称
『
マ
ル
キ
オ
ン
』）
を
仕

上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
二
三
歳
（
一
七
九
八
年
）
の
時
に
書
い
た
『
宇
宙

霊
』
に
よ
り
、
ゲ
ー
テ
（Goethe, Johann W

olfgang von 

一
七
四
九

〜
一
八
三
二
年
）
の
推
挙
で
イ
エ
ナ
大
学
の
助
教
授
と
成
り
、
無
神
論
論

争（A
theism

usstreit
）に
よ
っ
て
イ
エ
ナ
大
学
の
教
授
職
を
辞
し
た
フ
ィ

ヒ
テ
に
代
っ
て
二
四
歳
（
一
七
九
九
年
）
で
哲
学
の
正
教
授
に
就
任
し
て

い
る
。

（
25
） 

こ
の
批
判
は
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
苦
労
し
た
「
悟
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
と

し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
ど
う
し
て
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
ア
・
ポ

ス
テ
リ
オ
リ
な
感
性
的
所
与
に
当
て
嵌は

め
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
の

論
証
に
通
じ
る
。

　

即
ち
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
必
然
性
が
、
何
故
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
偶

然
性
に
適
用
可
能
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
「
宗
教
の
次
元
（
し
た

が
っ
て
理
念
で
し
か
な
い
可
想
界
＝
叡
智
界
）
の
絶
対
者
の
絶
対
的
世
界

か
ら
、
現
実
的
な
可
感
界
の
相
対
的
世
界
が
生
ま
れ
る
必
然
性
は
論
証
で

き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
と
通
じ
合
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
エ
ッ
シ
ェ

ン
マ
イ
ア
ー
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
い
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
哲

学
を
宗
教
の
次
元
に
拡
張
し
た
場
合
に
逢
着
す
る
問
題
に
応
え
る
こ
と
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
最
終
的
に
は
「
私
は
こ
こ
で
、

以
前
の
哲
学
者
た
ち
の
単
な
る
悟
性
概
念
の
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
、
次
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
即
ち
、
我
々
の
言
う
存
在
の
諸

原
理
を
単
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々

の
こ
と
を
誤
解
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
存
在
可
能
者
は
可
能
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
純
粋
存
在
者
は
カ

ン
ト
の
言
う
現
実
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
存
在
す
る
は
ず
の
も
の
は

必
然
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
こ
れ
は
大

き
な
誤
解
で
あ
ろ
う
。
存
在
可
能
者
は
可
能
性
と
い
う
普
遍
概
念
で
は
な

い 

︱ 

そ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
正
反
対
で

あ
る 

︱ 

即
ち
、
一
つ
の
最
高
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
存
在
可
能

と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
可
能
性
は
、
何
か
他
の
も
の
に
つ
い
て
言
わ
れ

得
る
の
で
は
な
く
、
唯
一
種
の
可
能
性
で
あ
り
、
上
述
の
可
能
性
の
ご
と
き
も

の
に
は
関
知
し
な
い
。 

︱ 

そ
れ
は
可
能
性
自
体
（κατ' εξοχήν

）
で
あ
り
、

原
可
能
性
（U

rm
öglichkeit

）
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
（U

PhO
,S.66f.

）

こ
と
で
回
答
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
三
つ
の
ポ
テ
ン
ツ
と
し
て
の
存
在
可
能
者

（das sein K
önnende

）
と
純
粋
存
在
者
（das rein Seiende 

或
い
は

das sein M
üssende

）
と
存
在
当
為
者
（das sein Sollende; U

PhO
, S. 

86

）
が
、
カ
ン
ト
が
様
相
概
念
（
そ
れ
故
統
制
原
理
）
と
し
て
提
示
し
た
、

可
能
性
と
不
可
能
性
、
現
実
性
と
非
現
実
性
、
必
然
性
と
偶
然
性
の
三
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ポ
テ
ン
ツ
で
あ
る
存
在
可
能
者
と
純
粋
存
在

者
と
存
在
当
為
者
は
、
主
観
的
な
直
観
の
世
界
（
或
い
は
カ
ン
ト
が
言
う

意
味
で
の
現
象
（Erscheinung

）
界
）
に
の
み
適
用
可
能
な
一
般
概
念

で
あ
る
構
成
原
理
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
最
も
特
殊
な
原
可

能
性
（U

rm
öglichkeit

）
或
い
は
勝
義
の
（κατ' εξοχήν

）
可
能
性
に

於
け
る
三
つ
の
原
理
（
実
質
的
に
は
二
つ
の
根
源
的
な
原
理
の
二
重
存
在

体
（D

oppelw
esen

）
と
し
て
の
第
三
原
理
）
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
、

注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。

　

物
自
体
の
世
界
の
理
念
（
理
性
概
念
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
現
象

界
に
適
用
す
る
こ
と
は
理
性
の
越
権
行
為
で
あ
る
か
ら
仮
象
と
な
る
が
、

通
常
の
理
性
に
と
っ
て
は
隠
れ
た
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
、
根
源
可
能
性

（U
rm

öglichkeit

）
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
観
的
存
在
で
は
な
い
の
で
、
現

象
界
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
存
在
可
能
者
と
純
粋
存
在
者
の
二
重
存
在
体
と
し
て
の
存
在
当
為
者

と
い
う
ポ
テ
ン
ツ
を
規
定
と
し
て
持
つ
完
成
せ
る
精
神
」
原
理
の
運
動
過

程
を
、
歴
史
的
事
実
の
中
に
帰
結
と
し
て
現
わ
れ
て
い
るExistenz

を
通

じ
て
実
証
す
る
方
法
を
持
つ
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
や

フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
論
理
学
な
ど
の
、
ど
の
哲

学
と
も
異
質
な
積
極
哲
学
を
主
張
す
る
。

（
26
） 

後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
に
つ
い
て
は
拙
論
「
純
粋
経
験
批
判
と
し

て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
積
極
哲
学
の
方
法
と
原
理 

︱
哲
学
と
宗
教
を
学
問
す
る

『
啓
示
の
哲
学
』
を
中
心
に
︱
」『
場
所
』
第
十
五
号
、
西
田
哲
学
研
究
会

編
、
二
〇
一
六
年
、
一
〇
三
〜
一
二
〇
頁
参
照
。
ま
た
、
拙
論
「
神
話
と

啓
示
が
齎も

た
らす

帰
結
と
し
て
の
「Existenz

」
︱
「
不
可
知
」
を
学
問
す
る

積
極
哲
学
の
方
法
的
原
理
︱
」『
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
』第
二
三
号
、日
本
シ
ェ

リ
ン
グ
協
会
編
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
三
〜
一
一
三
頁
参
照
。

（
27
） 『
神
話
の
哲
学（Philosophie der M

ythologie

）』は
一
八
二
一
年（
四
六

歳
時
）
に
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
で
の
夏
学
期
に
初
め
て
講
義
さ
れ
、『
啓

示
の
哲
学
（Philosophie der O

ffenbarung

）』
は
一
八
三
一
年
（
五
六

歳
時
）
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
の
冬
学
期
に
初
め
て
講
義
さ
れ
、
そ
れ
ら

は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
（
一
八
三
一
年
）
後
、
一
〇
年
間
空
白

と
な
っ
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
哲
学
正
教
授
職
へ
招
聘
さ
れ
一
八
四
一

年
（
六
六
歳
時
）
に
就
任
し
た
時
も
、『
神
話
の
哲
学
』
及
び
『
啓
示
の
哲
学
』

共
々
、
よ
り
詳
細
な
内
容
を
備
え
て
繰
返
し
講
義
さ
れ
た
。

（
28
） 

認
知
症
等
と
は
異
な
り
典
型
的
な
精
神
病
理
（
統
合
失
調
症

Schizophrenie

＝
そ
の
易
傷
性
（
脆
弱
性
）
に
遺
伝
的
要
因
が
関
与
し

て
い
る
と
さ
れ
る
内
因
性
精
神
病
な
い
し
機
能
（
性
）
精
神
病
の
一
つ
（
南

山
堂
『
医
学
大
辞
典
』
第
一
八
版
よ
り
）
等
）
は
再
生
医
療
の
対
象
で
は

な
い
と
い
う
意
見
に
関
し
て
は
、
次
の
論
文
及
び
文
献
を
参
照
。
滝
上 

紘

之
、
八
木 

剛
平
「
薬
物
療
法
の
歴
史
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
」『
精
神
医

学
史
研
究
』V

ol.19, no.2

、
二
〇
一
五
年
、
八
一
〜
八
五
頁
。
石
郷
岡 

純
、

加
藤 

敏 

責
任
編
集
『
精
神
医
学
の
基
盤 [

一]
：
薬
物
療
法
を
精
神
病

理
学
的
視
点
か
ら
考
え
る
』
学
樹
書
院
、
二
〇
一
五
年
。

（
29
） 

十
牛
図
に
お
け
る
第
十
図
の
入に

っ
て
ん
す
い
し
ゅ

鄽
垂
手
が
そ
う
で
あ
る
。
悟
り
の
最
終
到

達
地
点
は
、
悟
り
が
開
け
た
者
が
、
そ
の
境
地
に
安
住
せ
ず
に
、
邑む

ら

（
鄽
）

に
入
っ
て
、
衆

し
ゅ
じ
ょ
う生

済さ
い
ど度

（
仏
・
菩
薩
が
苦
海
に
あ
る
衆
生
を
済す

く

い
出
し
て

涅ね
は
ん槃

に
度わ

た

ら
せ
る
こ
と
。
法
を
説
い
て
人
々
を
迷
い
か
ら
解
放
し
悟
り
を

開
か
せ
る
こ
と
）を
す
る
境
地
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
簡
単
で
は
な
か
っ

た
事
は
、
弥み

ろ
く勒

菩
薩
の
化
身
だ
と
信
仰
さ
れ
て
い
る
布ほ

て
い袋

和お
し
ょ
う尚

が
亡
く
な

る
直
前
に
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
、
次
の
偈げ

（
仏
教
の
真
理
を
詩
の
形
で

述
べ
た
も
の
）
に
、
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。「
弥み

ろ
く勒

、
真
に
弥
勒　

分
身

千
百
億　

時
々
に
時
人
に
示
せ
ど
も
、
時
人
自
ら
識
ら
ず
」。

　

尚
、
十
牛
図
に
関
し
て
は
、
山
田
無
文
『
十
牛
図 —

禅
の
悟
り
に
い
た

る
十
の
プ
ロ
セ
ス—

』
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
八
七
年
参
照
。

（
30
） 

偶
然
性
の
問
題
は
、
九
鬼 

周
造
（
一
九
八
八
〜
一
九
四
一
年
）
に
と
っ
て

終
生
の
問
題
で
あ
っ
た
。『
偶
然
性
の
問
題
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年

参
照
。

（
31
） 

論
理
的
必
然
性
以
外
の
如
何
な
る
論
拠
も
認
め
な
い
合
理
論
や
、
疑
い
得

る
限
り
の
総
て
の
曖
昧
性
を
認
め
な
い
懐
疑
論
を
打
ち
破
る
唯
一
の
道

は
、
事
実
を
以
っ
て
示
す
方
法
で
あ
る
。
如
何
な
る
論
理
も
、
如
何
な
る

懷
疑
も
、
事
実
の
前
に
は
屈
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン

グ
が
積
極
哲
学
で
、
啓
示
を
歴
史
的
事
実
で
以
っ
て
示
そ
う
と
し
た
の
は
、

偶
然
性
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
的
事
実
の
中
に
、
偶
然
性
の
帰
結
と
し
て

Existenz

し
て
い
る
事
実
を
示
す
事
が
出
来
れ
ば
、
合
理
も
懷
疑
も
、
白

旗
を
挙
げ
て
全
面
降
伏
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
32
） 

カ
ン
ト
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
が
可
能
な
自
然
科
学
と
し
て
数
学

と
物
理
学
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
（
弟
カ
ー
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ル
（Schelling, Carl Eberhard

一
七
八
三
〜
一
八
五
四
年
）
が
医
学
生

で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
か
）
自
然
科
学
の
頂
点
は
医
学
で
あ
る
と
捉

え
て
い
た
。

　

尚
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
医
学
を
主
導
し
て
い
た
こ
と

に
関
し
て
は
、
板
井 

孝
壱
郎
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
医
学
思
想 

︱
混
迷
す
る

現
代
医
療
に
シ
ェ
リ
ン
グ
自
然
哲
学
は
何
を
示
唆
し
う
る
か
？
︱
」『
シ
ェ

リ
ン
グ
自
然
哲
学
へ
の
誘い

ざ
な

い
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一
九
〜

二
四
三
頁
参
照
。
そ
こ
で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
生
命
を「Entgegengesetzte 

A
ktivität

反
対
定
立
的
活
動
性
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
（
二
三
五
頁
）。
ま
た
最
後
に
板
井
は
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
医
学
思
想

を
は
じ
め
と
す
る
ロ
マ
ン
派
医
学
の
遺
産
は
、
い
ま
だ
十
分
に
研
究
し
尽

く
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。「
失
わ
れ
た
医
学
史
の
遺
跡
」

の
発
掘
作
業
は
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
発
掘
作
業
に
携

わ
ろ
う
と
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
者
が
、
現
代
医
療
の
世
界
に
も
増
え
る

こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
（
二
四
〇
頁
）。

（
33
） 

精
神
身
体
的
（psychosom

atische

）
と
い
う
言
葉
を
、
最
初
に
医
学

文
献
に
用
い
た
の
は
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
で
あ
っ
た
（H

einroth, Johann 
Christian A

ugust 1773

〜1843; Lehrbuch der Strörungen des 
Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung. 
2 T

eile. 1. T
heorie, 2. Praxis, Leiptig, 1818

）。
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
、

ド
イ
ツ
で
最
初
に
精
神
医
学
（Psychiatrie

）
の
講
座
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ

大
学
に
設
置
さ
れ
た
時
（
一
八
一
一
年
）
に
任
命
さ
れ
た
教
授
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
で
最
初
の
精
神
医
学
の
大
学
正
教
授
で
あ
る
。
ま
た

ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
、
講
座
設
置
と
同
時
（
一
八
一
一
年
）
に
同
じ
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
のSonnenstein

に
設
立
さ
れ
たA

sylum

（
精
神
病
院
）
の
医

師
で
も
あ
っ
た
。

　

ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
「
心
身
医
学
の
祖
」
と
言
わ
れ
て
お
り
（
西
方 

四

方
『
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト 

狂
気
の
学
理 

ド
イ
ツ
浪
漫
派
の
精
神
医
学
（『
心

的
生
活
の
障
害
お
よ
び
そ
の
治
療
に
つ
い
て
の
書
』
よ
り
）』、
一
九
九
〇

年
、
二
九
四
頁
）、
も
と
も
と
は
哲
学
や
神
学
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た

（
前
掲
書
、
二
九
五
頁
）。
そ
の
為
、
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
、
ド
イ
ツ
古
典
哲

学
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
（
一
八
一
二

〜
一
八
一
六
年
）
や
、
い
わ
ゆ
る
小
論
理
学
（『
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』

初
版
一
八
一
七
年
、
第
二
版
一
八
二
七
年
、
第
三
版
一
八
三
〇
年
の
中

の
「
論
理
学
」）
の
影
響
を
受
け
て
上
記
の
『
教
科
書
（Lehrbuch der 

Strörungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und 
ihrer Behandlung

）』（
一
八
一
八
年
）
を
書
い
た
と
指
摘
す
る
資
料
も

あ
る
（Cauw

enbergh, Luc S.; J. Chr. A
. H

einroth

（1773-1843

）

a psychiatrist of the Germ
an Rom

antic era. In: H
istory of 

Psychiatry 1991, ii, London, SA
GE. 365-383, 1991

）。

　

ま
た
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
影
響
を
受

け
て
い
た
と
い
う
指
摘
（
一
八
一
八
年
の
前
記
の
『
教
科
書
』
の

一
九
七
五
年
の
英
訳
（translated by Schm

orak, J., introduced 
by M

ora, George: T
extbook of D

isturbances of M
ental life; or 

D
isturbances of the Soul and their T

reatm
ent. 2vol., 1. T

heory, 
2. Practice. Baltim

ore: T
he Johns H

opkins U
niversity Press.

）

のM
ora

に
よ
る introduction, p. xii

に
於
い
て
）
も
あ
り
、
さ
ら

に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
、
意
識
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
（『
超
越
論
的
観
念

論
の
体
系
』
一
八
〇
〇
年
）
の
影
響
を
指
摘
す
る
資
料
（V

gl. T
hiher, 

A
llen; Revels in M

adness: Insanity in M
edicine and Literature. 

U
niversity of M

ichigan, U
.S.A

., 1999, p. 174ff.

）
も
あ
る
。T

hiher 

は
“Revels in M

adness

”（
一
九
九
九
年
、
一
七
四 

ff. 

頁
）
の
中
で 

H
einroth

（
一
七
七
三
〜
一
八
四
三
年
）
が Schelling

（
一
七
七
五
〜

一
八
五
四
年
）
の
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』（
一
八
〇
〇
年
）
に
お

け
る
意
識
の
歴
史
的
展
開
説
を
精
神
医
学
の
支
柱
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。
ま
た
、Thiher

は
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
精
神
障
害
の
発
生
（genesis

）

を
当
時
の
病
理
学
で
は
未
展
開
で
あ
っ
た
無
意
識
的
思
惟
の
領
域
（realm

 
of unconscious thought

）
へ
と
位
置
づ
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
にT

hiher

は
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
、
精
神
障
害
に
は
隠
れ
た
病
理
学

（hidden etiology

）
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
概
念
を
打
ち
立
て
、
こ
の

隠
れ
た
病
理
学
は
す
べ
て
の
精
神
障
害
に
は
時
間
的
展
開
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
仮
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
最
も
決
定
的
な
影
響
と
し
て
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
シ
ュ

ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
私
講
義
』（
一
八
一
〇
年
）
に
見
ら
れ
る insanity 

と sin 

と
を
等
値
す
る
考
え
に
影
響
を
受
け
て
、
一
八
一
八
年
の
前
記

の
『
教
科
書
』
に
於
い
て
（
一
八
二
三
年
の
著
作
に
於
い
て
も
）
精
神

障
害
の
原
因
を
罪
（sin

）
に
置
い
た
と
さ
れ
る
資
料
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
（Bartlett, Steven Jam

es; T
he pathology of m

an: A
 study of 

hum
an evil. Springfield, Illinois, U

.S.A
.: Charles C T

hom
as Pub 

Ltd, 2005, p. 60

；Roelcke, V
olker; K

rankheit und K
ulturkritik. 

Psychiatrische G
esellschaftsdiagnosen im

 bürgerlichen 
Zeitalter 1790

〜1914. Frankfurt/M
; Cam

pus. 1999, S. 86

）。
但

し
、Bartlett 

も Roelcke 

も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
ス
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
私

講
義
』（
一
八
一
〇
年
）
か
ら
の
影
響
で
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
病
と
罪
を
等
値

し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、『
ス
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
私
講
義
』
は
非
公
開
の

講
義
で
あ
り
、そ
れ
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
死
後
（
一
八
六
〇

年
）
で
あ
る
か
ら
、
一
八
四
三
年
に
亡
く
な
っ
た
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
が
知
り

得
た
可
能
性
は
低
い
。
し
か
し
『
自
由
論
』（
一
八
〇
九
年
）
で
既
に
シ
ェ

リ
ン
グ
は
「
病
（K

rankheit

）
は
、
自
由
の
誤
用
に
よ
っ
て
自
然
の
う

ち
に
生
じ
た
不
秩
序
と
し
て
、
悪
（Böse

）
或
い
は
罪
（Sünde

）
の
、

真
の
対
像
（w

ahres Gegenbild

）
で
あ
る
」（SW

, V
II, 366

）
と
述
べ

て
い
る
の
で
、『
自
由
論
』
か
ら
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で

あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
及
び
シ
ェ
リ
ン

グ
と
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
の
思
想
的
連
関
は
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
思
想
、
中

で
も
特
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
が
、
心
身
医
学
誕
生
の
思
想
的
源
泉
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
34
） 

池
見
は
、
シ
ュ
ル
ツ
（Schultz, Johannes H

einrich 

一
八
八
四
〜

一
九
七
〇
年
）
の
自
律
訓
練
法
（autogenes T

raining
）
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
「
従
来
の
精
神
分
析
の
流
れ
を
汲く

む
心
身
医

学
的
療
法
に
大
き
く
発
想
の
転
換
を
迫
る
シ
ュ
ル
ツ
の
自
律
訓
練
法
に

（
私
は
）
深
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
心
の
分

析
を
通
し
て
体
を
と
と
の
え
る
と
い
う
西
洋
的
な
心
理
療
法
の
考
え
に
対

し
て
、
体
を
と
と
の
え
て
心
を
と
と
の
え
る
と
い
う
東
洋
的
な
発
想
に
も

と
づ
い
て
い
ま
す
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
シ
ュ
ル
ツ
教
授
は
、
ヨ
ー
ガ
の
行

法
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
本
法
（autogenes T

raining

）
を
創
案
し
「
自
律

訓
練
法
は
、
ヨ
ー
ガ
の
中
に
盛
ら
れ
て
い
る
東
洋
的
で
実
存
的
な
哲
理
、

ま
る
ご
と
の
人
間
性
へ
の
目
ざ
め
に
至
る
道
を
、
科
学
的
に
体
系
づ
け
る

た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
、

米
国
流
の
精
神
分
析
と
対
立
し
て
、
日
本
の
学
会
で
華は

な
ば
な々

し
い
論
争
を
呼

ん
だ
日
本
独
自
の
森
田
療
法
の
着
想
に
禅
の
哲
学
の
影
響
が
み
と
め
ら
れ

る
の
と
似
通
っ
て
お
り
ま
す
。
シ
ュ
ル
ツ
は
、自
律
訓
練
法
の
開
発
に
よ
っ

て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
医
学
心
理
学
の
第
一
人
者
と
称
さ
れ
る
に
至
り
ま

し
た
。
こ
の
方
法
自
体
は
比
較
的
単
純
で
す
が
、
そ
の
発
想
の
転
換
の
大

き
さ
が
こ
の
分
野
で
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
」（
池
見 

酉

次
郎
『
人
間
回
復
の
医
学
︱ 

セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
医
学
の
展
開 

︱
』

創
元
社
、
一
九
八
四
年
、
二
一
八
頁
。
括
弧
内
は
論
者
の
補
足
）。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
医
学
か

ら
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
を
経
て
ハ
イ
ン
ロ
ー
ト
へ
継
承
さ
れ
た
心
身
医
学

の
治
療
法
は
、
記
述
精
神
医
学
（descriptive psychiatry

）
と
精
神
分

析
的
精
神
医
学
（psychoanalytic psychiatry

）
が
興
隆
す
る
流
れ
の

中
で
、
一
度
は
医
学
の
歴
史
か
ら
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
余
儀
な
く
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さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ル
ツ
に
よ
っ
て
結
果
的
に
蘇
り
、
シ
ュ
ル
ツ

の
高
弟
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
ま
で
は
ド
イ
ツ
国
内
に
制
限
さ
れ

て
い
た
自
律
性
療
法
を
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
カ
ナ
ダ
（
モ
ン
ト
リ
オ
ー

ル
）
へ
移
出
（em

igrate

）
し
、
英
語
圏
へ
の
普
及
に
貢
献
し
た
ル
ー
テ

（Luthe, W
olfgang 

一
九
二
二
〜
一
九
八
五
年
）
に
よ
っ
て
発
展
的
に

継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
の
池
見 

酉
次
郎
（
一
九
一
五
〜
一
九
九
九
年
）

に
よ
っ
て
、
哲
学
的
・
教
育
的
な
心
身
医
学
に
発
展
し
た
と
我
々
は
捉
え

た
い
。

　

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
心
身
医
学
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
、
そ
の
原
点

に
戻
っ
て
、
カ
ン
ト
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
成
果
を
継
承
し
、
心
身
医
学

と
分
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
精
神
医
学
と
の
紐
帯
と
し
て
の
無
底
を
脱
分

化
再
編
成
（M

etaplasie

）
す
る
こ
と
で
、
新
生
（rebirth

）
す
る
こ
と

を
試
み
た
い
。

（
35
） 

心
身
医
学
の
自
律
性
療
法
を
（
禅
宗
の
坐
禅
や
瑜
伽
行
派
の
入
無
相
方
便

や
キ
リ
ス
ト
教
の
「
霊
動
弁
別
（le discernem

ent des esprits

）」
等

で
は
な
く
）
選
択
す
る
。

　

第
一
の
理
由
は
、
そ
の
方
法
が
女に

ょ

人に
ん

禁き
ん

制ぜ
い

で
は
な
く
、
両
性
に
平
等
に

開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
の
理
由
は
、
宗
教
的
な
修
行
法
が
、
魔
境
や
悪
魔
の
憑
依
や
禅
病

等
の
、
修
行
と
切
り
離
せ
な
い
様
々
な
精
神
の
病
に
つ
い
て
、
宗
教
の
中

で
行
わ
れ
て
い
る
対
策
で
は
経
験
則
に
基
づ
く
方
法
を
出
る
も
の
で
は

な
い
の
に
対
し
、
心
身
医
学
に
於
け
る
自
律
性
療
法
で
は
内
科
や
脳
神

経
外
科
や
神
経
内
科
や
神
経
精
神
科
と
の
診
断
と
治
療
の
連れ

ん
け
い繫

が
可
能

な
体
制
が
整
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
但
し
、
宗
教
に
於
て
魔
や
悪
魔
の

問
題
が
如
何
に
扱
わ
れ
て
来
た
か
、
そ
し
て
西
谷
啓
治
や
阿
部
正
雄
は
こ

の
問
題
を
如
何
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
西
谷
啓
治
と
阿
部
正
雄
と
の

一
九
八
〇
年
一
一
月
よ
り
一
九
八
一
年
一
〇
月
に
亘
っ
て
全
三
回
（
上
・

中
・
下
）『
東
洋
学
術
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
対
談
「
宗
教
に
お
け
る
魔
・

悪
魔
の
問
題
」
参
照
。
尚
、こ
の
対
談
は
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』（
創
文
社
、

一
九
八
六
年
〜
一
九
九
五
年
）
に
は
未
収
で
あ
っ
た
が
、
後
に
阿
部
正
雄

『
非
仏
非
魔 

︱
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
悪
魔
の
問
題
︱
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
年
、

九
七
〜
一
八
八
頁
へ
付
録
と
し
て
収
録
さ
れ
た
）。

　

第
三
の
理
由
は
、
自
律
性
療
法
が
論
者
に
と
っ
て
三
七
年
以
上
の
経

験
が
あ
る
為
に
、
最
もfam

iliar

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
論
者
が

一
九
七
九
年
よ
り
神
経
症
と
診
断
さ
れ
た
自
ら
の
症
状
を
改
善
す
る
為
に

自
律
性
療
法
に
取
組
ん
で
き
た
経
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
四
の
理
由
は
、
そ
の
後
に
不
意
に
生
起
し
た
、
宗
教
を
、
イ
メ
ー
ジ

が
自
発
す
る
経
験
と
し
て
初
め
て
知
っ
た
出
来
事
（
一
九
九
〇
年
一
一
月

五
日
）が
、自
律
性
療
法
の
長
年
に
亙
る
実
施（
一
九
七
九
〜
一
九
九
〇
年
）

が
必
須
の
契
機
に
な
っ
て
い
た
と
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
論
者
は
、
心
身
医
学
に
於
け
る
自
律
性
療
法
が
、
瑜
伽
道
等

の
宗
教
的
修
行
法
を
起
源
と
す
る
技
法
で
あ
る
が
故
に
、
坐
禅
や
瑜
伽

道
（
ヨ
ー
ガ
）
や
キ
リ
ス
ト
教
の
瞑
想
法
（
霊
動
弁
別
）
等
の
宗
教
的
修

行
法
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
律
性
療
法
に
と
っ
て
瑜
伽

道
や
坐
禅
や
霊
動
弁
別
等
は
、
ど
こ
ま
で
も
宗
教
の
「
原
理
」
を
我
々
に

供
給
し
得
る
唯
一
の
「
道
（ὁδός

ホ
ド
ス
）」
つ
ま
り
「
方
法
（μετα -  

ὁδός 

＝
こ
の
道
（ὁδός

）
に
沿
っ
て
（μετα

）
行
け
ば
、
必
ず
目
的
地

に
到
達
す
る
、
が
原
義
）」
と
し
て
第
一
義
的
な
存
在
意
義
を
持
つ
修
道

で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

因
み
に
、
論
者
が
宗
教
を
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
感
覚
す
る
契
機
と

な
っ
た
一
九
九
〇
年
一
一
月
五
日
の
体
験
を
記
し
た
ノ
ー
ト
の
内
容
そ
の

も
の
（
１
）
と
、
そ
の
体
験
内
容
が
現
時
点
で
は
ど
の
よ
う
な
記
憶
と
し

て
保
持
さ
れ
て
い
る
か
（
２
）
を
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
記
述
精
神

医
学
（deskriptive Psychiatrie

）
の
観
点
か
ら
も
、
ま
た
同
時
に
自
律

性
言
語
化
（autogenic verbalization

）
の
観
点
か
ら
も
、
そ
う
し
て

ま
た
病
跡
学
（Pathographie

）
の
観
点
か
ら
も
、
必
要
で
あ
る
と
判
断

す
る
の
で
、
敢
え
て
こ
こ
に
示
す
。

（
１
）
ま
ず
は
、
原
体
験
当
時
の
日
記
の
記
述
そ
の
ま
ま
を
示
す
。

　

論
者
の
ノ
ー
ト
「
思
考
之の

記
録 

通
算
三
二
六
号
一
九
七
九.

四.

一.

〜
」

に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（
漢
字
の
間
違
い
な
ど
は
訂
正
し
て
あ

る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
表
現
を
重
視
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
箇
所
も

あ
る
。
冒
頭
の
「
密
森
」
も
「
密
林
」
で
は
な
く
原
文
通
り
で
あ
る
。
強

調
は
、
原
文
で
は
大
書
し
て
あ
る
文
字
で
あ
る
）。

　
「
密
森
の
奥
深
く 

道
無
き
道
を
彷さ

ま
よ徨

い
歩
い
て
、
も
う
何
日
経た

つ
の
だ

ろ
う
。
誰
も
入
っ
た
こ
と
の
な
い
奥
地
に
、
偶
然
、
そ
う
し
て
突
如
と
し

て
、
一
つ
の
洞
窟
が
現
れ
た
。
真
っ
暗
な 

そ
の
洞
窟
の
、
そ
の
ま
た
奥
の

奥
、
そ
の 

最
深
部
に 

そ
の
扉と
び
らは

存
在
し
た
。

　

誰
が
何
の
目
的
で
、
こ
ん
な
所
に
部
屋
を
作
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
、誰
一
人
と
し
て
、こ
こ
ま
で
辿
り
着
い
た
人
間
は
居
な
い
様よ

う

で
あ
っ

た
。
鍵
が
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
誰
一
人
と
し
て
こ
の
部

屋
の
中
に
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

私
は
、
お
そ
る
お
そ
る
そ
の
扉と

び
らを

開
け
て
み
た
。
す
る
と
そ
こ
は
、
な

ん
と
、
光
の
天
国 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
暗
く
、
じ
め
じ
め
と
し
た
、

息
の
詰
ま
る
様
な
、
重
苦
し
い
雰
囲
気
と
は
正
反
対
に
、
そ
こ
ま
で
の
道

程
が
、
ま
る
で
幻
で
あ
っ
た
か
の
様
に
、
清
く
澄
ん
だ
、
美
し
い
世
界
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
美
し
い
世
界
が
こ
の
世
に
実
在
し
た
と
は
私
は

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。「
あ
あ
、あ
そ
こ
な
ら
知
っ
て
る
よ
。
で
も
、行
っ

て
み
た
け
ど
、
な
ん
に
も
無
か
っ
た
よ
。」
と
み
ん
な
は
言
っ
て
い
た
。

　

だ
と
す
る
と
、
み
ん
な
は
、
こ
の
扉と

び
らに

ま
で
行
き
着
い
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
扉
に
は
誰
一
人
触
れ
た
様
子
は
無
か
っ
た
の

だ
か
ら
。
道
に
迷
っ
た
御
陰
で 

こ
の
扉
を
発
見
す
る
こ
と
が 

出
来
た
。

　

私
は
す
ぐ
さ
ま
来
た
道
を
戻
り
、
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
。
し
か
し
、
み

ん
な
は
誰
も
か
れ
も
、
途
中
ま
で
来
る
と
「
ど
こ
ま
で
連
れ
て
行
く
気
だ

よ
。
そ
ん
な
遠
く
ま
で
行
き
た
く
な
い
よ
。
ど
ん
な
に
美
し
い
所
か
し
ら

な
い
け
れ
ど
、
こ
ん
な
道
、
何
日
も
か
か
っ
て
行
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い

の
だ
っ
た
ら
、
ぼ
く
は
、
そ
こ
ま
で
行
け
な
く
て
も
い
い
よ
。
帰
る
か
ら

ね
。」
と
言
っ
て
、
途
中
で 

み
ん
な
、
誰
も
か
れ
も
帰
っ
て
し
ま
う
。
途

中
の
道
の
険け

わ

し
さ
、
苦
し
さ
、
辛つ

ら

さ
の 

ど
こ
に
も
、
こ
の
道
の
最
も
奥
に
、

光
の
天
国
が 

隠
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
さ
せ
る
様よ

う

な
気
配
が
感
じ
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
行
っ
た
者
で
な
い
と
、
ま
さ
か
そ
ん
な
所
に
、

こ
ん
な
に
美
し
く
素
晴
ら
し
い
も
の
が
本
当
に
（
噂う

わ
さで

は
聞
い
て
い
た
が
、

そ
う
し
て
途
中
ま
で
行
っ
て
は
み
た
が
、
余あ

ま

り
の
恐
ろ
し
さ
に
、
そ
し
て
、

あ
ま
り
の
苦
し
さ
に
、諦あ

き
らめ

て
帰
っ
て
来
た
が
）
存
在
し
た
の
だ
、な
ん
て
、

信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。」

　

こ
の
先
は
、
こ
の
「
光
の
天
国
」
体
験
を
し
た
時
に
読
ん
で
い
た
書
物

が
、
金
子
武
蔵
先
生
邦
訳
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
だ
っ
た
の

で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
話
に
転
換
し
て
い
る
が
（「
真
実
な
精
神D

er w
ahre 

Geist

」
と
い
う
活
字
（
精
神
の
第
一
章
）
が
契
機
で
「
光
の
天
国
」
経
験

が
偶
発
し
た
）、こ
れ
も
（
事
実
を
伝
え
る
為
に
は
必
要
だ
と
思
え
る
の
で
）

そ
の
ま
ま
再
録
す
る
。

　
「H

egel

は
目
の
前
に
居
る
。
し
か
し
、
そ
のH

egel

は
偽に

せ
も
の者

で
あ
る
。

本
物
のH

egel

は
、
別
の
部
屋
に
隠
れ
て
い
る
。H

egel

が
隠
れ
て
い
る

部
屋
を
探
し
当
て
た
人
は
誰
も
居
な
い
。
そ
の
部
屋
に
辿
り
着
い
た
時
、

し
か
しH

egel

は
、
意
外
に
も
、
喜
ん
で
人
を
迎
え
入
れ
る
の
で
あ
る
。

何
の
注
文
も
つ
け
ず
、
拒こ

ば

む
事
も
無
く
。
な
ら
ど
う
し
て 

こ
ん
な
人
里
離

れ
た 

人
の
寄
り
付
き
に
く
い
、
い
や
、
知
ら
な
い
と
、
絶
対
に
辿
り
着
け

な
い
所
に
隠
れ
て
い
る
の
か
、
と
思
い
た
く
な
る
よ
う
な
所
に 

一
人
で
居

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
尋
ね
る
とH

egel

は

「
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
光
の
天
国
は 

実
は 

真
理
の
天
国
な
の

で
す
。
私
が
創
っ
た
国
で
は
な
い
の
で
す
。
初は

じ

め
か
ら
在
っ
た
の
で
す
。

こ
の
場
所
に 

私
が
初
め
て
辿
り
着
い
た
の
は
一
八
〇
六
年
の
こ
と
で
し

た
。
こ
の
、
真
理
の
天
国
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
『
精
神
の
現
象
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学
』
即
ち 

“Phänom
enologie des Geistes

” 

で
一
八
〇
七
年
に 

み
ん

な
に
紹
介
し
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
て 

そ
れ
以
来
、“W

issenschaft 
der Logik

” 

一
八
一
二
、一
八
一
三
、一
八
一
六
、一
八
三
一
年
や
、

“E
nzyklopädie der philosophischen W

issenschaften im
 

Grundrisse
” 

一
八
一
七
、一
八
二
七
、一
八
三
〇
年
で
、
出
来
る
だ
け
詳

し
く
こ
の
世
界
の
こ
と
を
紹
介
し
て
き
た
の
で
す
が
、
何
と
い
っ
て
も
、

こ
ん
な
に
奥
地
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
誰
も
か
れ
も 

途
中
で 

諦あ
き
ら

め
て
、

と
い
う
よ
り
、
し
ん
ど
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
見
も
し
な
い
で
、
見
る
前
に
、

帰
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。」

と
言
う
の
で
あ
る
。」

　

論
者
の
ノ
ー
ト
「
思
考
之
記
録
」
に
書
か
れ
た
、「
光
の
天
国
」
体
験

時
に
自
発
的
に
浮
か
ん
で
き
た
イ
メ
ー
ジ
は
以
上
で
あ
る
。
猶
、
余
白
に

は
、
次
の
よ
う
な
メ
モ
書
き
が
残
し
て
あ
る
（
後
で
続
き
を
書
く
為
の
メ

モ
と
し
て
、
残
し
て
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
）。

　
「
近
道
は
無
い
の
で
す
か
」「
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
長
く
険
し
く
苦
し
く

単
調
な
道
一
本
だ
け
で
す
。」「
だ
っ
た
ら
、
こ
こ
ま
で
来
る
人
は
少
な
い

で
し
ょ
う
ね
」「
交
通
機
関
も
な
い
し
。」「
自
力
で
歩
い
て
来
る
以
外
に

な
い
の
で
す
か
ら
」「
途
中
で
近
道
し
よ
う
と
し
て
、
他
へ
迷
い
込
ん
で

し
ま
っ
た
人
が 

何
人
も
い
ま
す
。」

　

以
上
が
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
五
日
の
論
者
が
三
一
歳
と
約
六
ヶ
月
時

の
ノ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
体
験
記
録
の
総す

べ

て
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
の
表

紙
に
は
「
一
九
九
〇
・
一
一
・
五 

光
の
天
国
発
見
」
と
二
重
の
赤
丸
で
囲か

こ

っ

て
記し

る

し
て
あ
る
。
背
表
紙
に
は
、
後
で
探
し
易や

す

い
よ
う
に
「
開
眼
・
光
の

天
国
」
と
書
い
た
紙
を
貼
り
付
け
て
あ
る
。

（
２
）
次
に
、
現
時
点
で
も
保
持
さ
れ
て
い
る
、「
後
で
続
き
を
書
く
為
の

メ
モ
」
を
展
開
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
原
体
験
を
示
す
。

　

原
体
験
は「
水み

な

底そ
こ

に
隠
れ
て
い
る
泉
の
涌よ

う

出し
ゅ
つ

口こ
う

を
偶
然
発
見
す
る
体
験
」

で
も
あ
り
、
そ
の
微
細
（subtle

）
で
（
偶
然
見
つ
け
る
事
が
出
来
た
の

で
な
け
れ
ば
決
し
て
発
見
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
小
さ
な
泉
か
ら
自

然
と
湧
き
出
て
来
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
五
日
以
来
、
不

断
に
、
そ
れ
故
無
限
に
、
今
で
も
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

原
体
験
が
、
二
六
年
以
上
経
た
現
在
で
は
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
取
ら
れ
、

表
象
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
か
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
病
跡
学
的

に
も
（
或
い
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
』
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
啓
示
の
哲
学
』

が
草
稿
年
代
の
違
い
や
編
集
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
）
必

要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
現
時
点
で
の
体
験
表
象
も
（
フ
ッ
サ
ー
ル

が
研
究
格
率
と
し
たzu den Sachen selbst

「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
を

辿
る
意
味
も
含
め
て
）
併
せ
て
示
す
。

　

論
者
は
一
九
七
九
年
の
春
以
降
、
自
律
性
療
法
を
自
分
自
身
の
神
経
症

治
療
の
為
に
の
み
実
施
し
、
そ
れ
以
後
は
二
四
時
間
三
六
五
日
内
観
を
続

け
て
い
た
（
な
ぜ
な
ら
自
律
性
療
法
と
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
自
律
性

状
態
へ
入
れ
る
よ
う
に
成
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
練
習
体
系
だ
か
ら
で
あ

る
）の
だ
が
、初
め
て「
神
を
見
た
」と
直
観
し
た
体
験
は
、visio D

ei（
見
神
）

と
言
い
得
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
体
験
と
言
う
よ
り
は
、
次
の
よ

う
な
表
象
が
自
発
的
に
生
起
し
て
く
る
不
思
議
な
感
覚
の
体
験
で
あ
っ
た

（
強
調
は
重
要
語
と
論
者
が
認
識
し
て
い
る
箇
所
）。

　

じ
め
じ
め
し
た
密
林
（the jungle

）
を
抜
け
る
と
、
乾
燥
し
た
砂
漠

へ
出
て
、
そ
こ
に
は
巨
大
な
、
垂
直
の
壁
の
土
の
台
地
が
立
ち
は
だ
か
っ

て
お
り
、
見
る
と
一
つ
だ
け
洞
窟
が
空あ

い
て
い
て
、
そ
の
中
の
真
っ
暗
な

迷
路
を
進
ん
で
ゆ
く
と
、
木
製
の
古
ぼ
け
た
扉
が
在
り
、
そ
の
扉
を
開
け

る
と
、
フ
ル
カ
ラ
ー
の
天
国
だ
っ
た
。
そ
の
天
国
で
は
、
木
陰
で
賢
者
が

二
〜
三
人
哲
学
談
義
を
し
て
い
る
様
子
で
、
空
に
は
天
女
一
人
が
、
ゆ
ら

ゆ
ら
と
浮
か
ん
で
い
た
。
嬉
し
く
な
っ
て
、
元
来
た
道
を
ま
た
戻
っ
て
、

み
ん
な
に
知
ら
せ
た
が
、
皆
は
途
中
ま
で
来
る
と
「
こ
ん
な
荒
れ
た
道
を

ど
こ
ま
で
行
か
せ
る
ん
だ
よ
。
こ
の
先
に
天
国
な
ん
て
あ
る
わ
け
な
い
だ

ろ
う
」
と
引
き
返
し
て
し
ま
っ
て
、
誰
も
天
国
の
存
在
し
て
い
る
場
所
ま

で
来
て
く
れ
な
い
、と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、自
発
的
に
生
じ
る
体
験
で
あ
っ

た
。

　

こ
の
経
験
を
し
た
の
は
一
九
九
〇
年
一
一
月
五
日
（
三
一
歳
六
ヶ
月
）

の
昼
食
前
で
あ
っ
た（
昼
食
時
に
母
に「
今
日
神
を
見
た
よ
」と
言
う
と「
そ

ん
な
こ
と
は
い
い
か
ら
、
早
く
ご
飯
を
食
べ
な
さ
い
」
と
相
手
に
さ
れ
な

か
っ
た
）。

　

そ
れ
以
後
も
、
そ
の
後
の
二
六
年
以
上
の
経
験
の
中
で
出
会
う
誰
に
こ

の
話
を
し
て
も
、「
不ふ

遜そ
ん

だ
」
と
嫌
悪
の
情
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
こ
と
は

あ
っ
て
も
、「
そ
の
体
験
内
容
を
詳
し
く
聞
か
せ
て
く
れ
な
い
か
」
と
興

味
を
持
っ
て
積
極
的
に
一
緒
に
哲
学
的
な
内
容
を
深
め
合
う
議
論
が
出
来

る
相
手
が
、
現
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
が
、
論
者
の
寂せ

き

寥り
ょ
う

感
を
弥い

や
ま増

し

て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
誰
も
が
納
得
し
て
哲
学
の
議
論
と
し
て
扱
い

得
る
内
容
を
宗
教
経
験
に
与
え
る
為
に
、
客
観
的
妥
当
性
が
保
証
さ
れ
る

主
張
を
可
能
と
す
る
方
法
と
原
理
を
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
や
シ
ェ
リ

ン
グ
の
積
極
哲
学
に
索も

と

め
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
宗
教
的
な
体
験
が
自
己
偶
発
す
る
ま
で
に
は
、
一
九
七
九
年

春
の
神
経
症
の
発
症
以
降
、
自
律
性
療
法
を
方
法
と
し
て
用
い
る
事
を
継

続
し
な
が
ら
一
一
年
と
六
ヶ
月
の
期
間
を
、
結
果
的
に
要
し
て
い
る
。

　

但
し
次
の
こ
と
は
、
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に
し
か
生
じ
な
い
宗
教
経

験
を
、
そ
れ
で
も
猶
、
人
為
的
に
（
目
的
化
し
て
、
つ
ま
り
「
課
題
」
と

し
て
）
得
よ
う
と
す
る
（
追
究
す
る
）
場
合
の
、
方
法
論
上
の
最
重
要
の

必
須
条
件
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。

　

即
ち
、論
者
は
決
し
て
、宗
教
経
験
を
目
的
と
し
て
自
律
性
療
法
を
行
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
症
状
の
治
療
が
唯
一
の
目

的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
）。
け
れ
ど
も
、
ま
っ
た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
期
待
も
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、

自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に
突
然
、宗
教
経
験
は
現
象
（φ

αινόμενον

フ
ァ

イ
ノ
メ
ノ
ン
）
し
た
の
で
あ
っ
た
。　

　

そ
も
そ
も
宗
教
経
験
と
は
、
そ
の
よ
う
に
、
目
的
に
す
る
と
し
な
い
と

に
か
か
わ
ら
ず
、否
む
し
ろ
、抵
抗
し
て
も
無
駄
な
絶
対
性
を
以
っ
て
（
宗

教
経
験
を
我
々
に
惹
き
起
す
非
人
称
の
主
体
の
側
か
ら
す
れ
ば
「
体
験
を

惹
き
起
す
起
さ
な
い
に
関
し
て
全
く
自
由
に
」）
我
々
に
降ふ

り
懸か

か
る
、

運
命
の
如
き
力
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
な
い
よ
う
な
経
験
（
つ
ま
り
避

け
よ
う
と
す
れ
ば
避
け
る
事
が
出
来
る
よ
う
な
、
人
為
的
な
努
力
が
有
効

な
経
験
）
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
経
験
と
は
言
わ
れ
な
い
。
そ
の
事
態

の
こ
と
を
西
谷
啓
治
は
「
絶
対
の
体
験
性
は
同
時
に
体
験
の
絶
対
性
で
あ

る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
こ
の
西
谷
の
言
葉
は

齋
藤
義
一
に
よ
れ
ば
「
永
遠
の
現
在
」
に
関
連
し
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で

あ
る
そ
う
だ
が
）。

　

そ
れ
ま
で
の
論
者
は
マ
ル
ク
ス
（M

arx, K
arl 

一
八
一
八
〜
一
八
八
三

年
）
の 

“D
as K

apital

”（『
資
本
論
』）
を
大
阪
市
立
大
学
商
学
部
時
代

（
一
九
七
九
〜
一
九
八
四
年
）
に
課
外
倶
楽
部
（
社
会
科
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）

で
二
人
の
大
学
院
生
（
現
在
は
御
二
人
と
も
大
学
教
授
）
に
解
説
し
て
戴

き
つ
つ
読
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
宗
教
な
ど
は
最
も
信
じ
て
い
な
か
っ

た
（
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
思
想
を
批
判
的
に

継
承
し
て
い
る
の
で
、
宗
教
も
神
も
、
人
間
が
作
り
出
し
た
妄
想
に
過
ぎ

な
い
と
考
え
て
お
り
、
神
で
は
な
く
人
間
が
、
そ
れ
も
抑
圧
さ
れ
て
い
る

側
の
人
間
が
、
抑
圧
し
て
い
る
側
の
人
間
に
よ
る
社
会
の
経
済
構
造
を
主

体
的
・
能
動
的
に
変
革
す
る
こ
と
で
、
総
て
の
苦
し
み
か
ら
人
類
を
解
放

す
る
が
如
き
道
を
模
索
し
て
い
た
の
で
）。

　

け
れ
ど
も
「
神
を
見
た
」
と
感
じ
る
経
験
は
、
宗
教
の
神
髄
を
自
ず
と

理
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
後
は
さ
ら
に
、
如
何
な
る
哲
学
者
の

言
う
こ
と
も
（
ま
た
如
何
な
る
哲
学
書
の
内
容
も
）、
そ
の
哲
学
者
（
哲

学
書
）
を
駆
動
（drive

）
し
て
い
る
第
一
原
因
（
動
因
）
を
（
そ
の
動
因

が
自
分
の
中
で
リ
ア
ル
に
実
働
し
て
い
る
と
確
信
し
得
る
為
に
）「
読
む

前
に
判
る
」と
い
う
不
可
思
議
な「
絶
対
の
感
覚
」が
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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ま
た
、
宗
教
的
な
経
験
を
す
る
前
提
で
あ
る
「
必
須
条
件
」
の
一
つ
と

し
て
「
宗
教
経
験
を
目
的
と
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
と

同
時
に
、
も
う
一
つ
の
「
必
須
条
件
」
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
経
験

し
た
「
後
」
に
は
、
そ
の
経
験
が
持
つ
「
意
味
」
を
探
究
す
る
「
哲
学
的

な
、或
い
は
科
学
的
な
問
題
意
識
」
も
ま
た
、宗
教
経
験
が
自
覚
的
に
「
な

る
（
為な

る
→
成な

る
→
生な

る
）」
た
め
の
「
必
須
条
件
」
で
あ
る
と
判
断
し

得
る
（「
自
発
し
た
（
為な

っ
た
）」
意
志
か
ら
悟
性
が
「
分
裂
し
て
（
成な

っ

て
）」
最
後
に
当
為
（
精
神
＝
プ
ネ
ウ
マ
）
へ
「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
す
る

（
生な

る
）」
時
に
「
問
題
意
識
（
悟
性
）」
が
必
須
の
前
提
条
件
（
或
い
は

媒
介
項
）
と
し
て
作
用
す
る
と
思
わ
れ
る
）。

　

そ
の
場
合
に
は
三
種
の
悟
性
、即
ち
、宗
教
の
自
証
的
悟
性
（intuitiver 

V
erstand

）
か
ら
哲
学
の
論
証
的
悟
性
（diskursiver V

erstand

）
を

媒
介
と
し
て
経
た
科
学
（W

issenschaft
学
術
）
に
よ
る
実
証
的
悟

性
（positiver V

erstand

）
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
但
し
こ
こ
で
言
わ
れ
るW

issenschaft
は
、
カ
ン
ト
が
超
越
論
哲

学
で
目
的
と
し
た
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
」
を
実
現
（
エ
ン
テ
レ

ケ
イ
ア
）
し
て
い
るW

issenschaft

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

えpositiver V
erstand 

のpositiv

は
現
代
の
科
学
（science

）
の
意

味
で
の
実
証
で
あ
る
だ
け
は
な
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学positive 

Philosophie

の
意
味
のpositiv

で
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

宗
教
と
哲
学
を
（
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
）
内
に
含
ん
で
前
提

し
て
い
るW

issenschaft

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

論
者
も
ま
た
「
神
を
見
た
」
と
感
じ
ら
れ
た
一
九
九
〇
年
一
一
月
五
日

の
実
体
験
の
内
実
が
（
単
に
自
証
的
悟
性
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
に
）、

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
（
直
観
的
に
は
確
実
で
あ
っ
て

も
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
）
判
然
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
論
者
に
現

わ
れ
た
「
こ
の
も
の
そ
の
も
の
」
と
一
九
九
三
年
度
の
修
士
論
文
（「
哲

学
的
に
悟
る
と
い
う
こ
と
及
び
哲
学
的
悟
り
の
方
法
に
就
い
て
」
関
西
大

学
大
学
院 

文
学
研
究
科 

哲
学
専
攻 

倫
理
学
及
び
宗
教
学
専
修
）
で
表
現

し
て
い
た
体
験
の
内
実
に
つ
い
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
以
っ
て
説
明
し
得
て

い
る
哲
学
者
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
や
西
田
幾
多
郎
や
ホ
ワ
イ

ト
ヘ
ッ
ド
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
西
田
幾
多
郎
が
「
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
一
般
的
限

定
即
個
物
的
限
定
」
と
い
う
場
合
の
「
即
」（
こ
れ
は
西
田
に
よ
れ
ば
「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
を
示
す
語
で
あ
る
と
言
わ
れ
（
上
田 

閑
照 

編
『
西

田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅱ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
三
五
九
頁
「
即
は

矛
盾
的
自
己
同
一
の
意
義
」）、
ま
た
「
即
非
の
論
理
」
で
も
あ
る
と
も
一

般
に
は
言
わ
れ
る
の
だ
が
）
を
、「
即
」
に
焦
点
を
当
て
て
も
う
少
し
展

開
し
て
い
る
説
明
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
。

　

そ
う
し
て
、
西
田
が
「
即
」
で
問
題
に
し
て
い
た
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」

或
い
は
「
即
非
の
論
理
」
に
関
し
て
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
哲
学
者
を
探

す
中
で
、
後
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
、
特
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
最
終
的
な
結
論

と
し
て
の
『
神
話
と
啓
示
の
哲
学
』
へ
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
関
し
て
は
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
山
本
誠

作
先
生
に 

“Process and Reality

”（
一
九
二
九
年
） 

を
原
文
で
最
初
か

ら
最
後
ま
で
二
〇
〇
三
年
（
お
そ
ら
く
春
）
よ
り
二
〇
〇
八
年
九
月
ま
で

（
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
京
都
に
お
い
て
）
御
講
義
戴
い
た
の
で
（
そ
の
様

子
は
山
本
誠
作
『
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
と
実
在
』 —

生
命
の
躍
動
的

前
進
を
描
く
「
有
機
体
の
哲
学
」—

 

』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
一
年
の
「
あ

と
が
き
」
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
）、
そ
の
御
恩
に
応
え
る
為
に
も
、
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
を
修
得
し
て
、
将
来
の
形
而
上
学
構
築
の
糧か

て

と
し
た

い
（
尚
、ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
関
し
て
は
拙
論
「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
シ
ェ

リ
ン
グ
の
認
識
＝
存
在
論 —

両
者
の
立
場
と
し
て
の
双
極
的
相
依
性
の
共

通
点
と
相
違
点—

」『
プ
ロ
セ
ス
思
想
』
日
本
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
・
プ
ロ

セ
ス
学
会
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
一
〜
一
九
五
頁
参
照
）。

（
36
） 『
カ
ン
ト
事
典
』
弘
文
堂
、一
九
九
七
年
、五
三
九 

f. 

頁
「
理
念
（Idee

）」

の
項
参
照
。
本
文
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
理
念
の
諸
相
の
説
明
は
、『
カ
ン

ト
事
典
』
の
小
倉
志
祥
に
よ
る
「
理
念
」
の
説
明
に
負
っ
て
い
る
。

（
37
） 『
カ
ン
ト
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
、
理
念
（
二
）
超
越
論
的
理
念

（
五
三
九
〜
五
四
〇
頁
）
参
照
。「
理
念
は
「
純
粋
理
性
の
概
念
」
と
し
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
部
「
弁
証
論
」
の
主
題
で
あ
る
。
理
念
そ
の

も
の
は
先
験
的
（transzendental

。a priori

は
「
先
天
的
」
と
し
て
区

別
さ
れ
る
）
で
あ
り
、
経
験
的
認
識
の
先
験
的
統
一
を
め
ざ
す
指
導
原
理

と
し
て
ま
さ
に
超
越
論
的
で
あ
る
。
悟
性
が
判
断
の
機
能
で
あ
り
規
則
の

能
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、理
性
は
推
理
（
推
論
）
の
能
力
で
あ
り
、個
々

の
規
則
を
越
え
て
認
識
の
体
系
的
統
一
を
志
向
し
、
理
念
に
基
づ
い
て
経

験
的
認
識
の
全
体
性
な
い
し
無
制
約
性
を
め
ざ
す
。
そ
れ
ゆ
え
理
念
は
悟

性
認
識
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
対
象
を
構
成
す
る
概
念
で
は
な

く
、全
体
性
な
い
し
無
制
約
性
が
「
あ
た
か
も
〜
（
で
）
あ
る
か
の
ご
と
く
」

認
識
の
対
象
を
統
制
す
る
概
念
で
あ
る
。
理
念
に
基
づ
く
認
識
は
ま
さ
に

「
課
題
（A

ufgabe

）」
で
あ
る
。」（A

ufgabe

以
外
の
（ 

）
内
は
論
者
の

補
足
で
あ
り
、「
統
制
」
の
強
調
も
論
者
。「
構
成
」
の
強
調
は
原
文
通
り
。）

（
38
） 

カ
ン
ト
は
仮
象
を
、
カ
ン
ト
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
経
験
的
仮
象
（
錯

覚
）
と
論
理
的
仮
象
（
詭
弁
）
に
加
え
て
、
超
越
論
的
仮
象
（
理
性
が
不

可
避
に
陥
る
仮
象
）
を
区
別
し
た
。
経
験
的
仮
象
と
論
理
的
仮
象
は
注
意

力
に
よ
っ
て
解
決
し
得
る
が
、
超
越
論
的
仮
象
は
、
超
越
論
的
反
省
を
経

て
根
源
的
な
獲
得
（acquisitio originaria

）
へ
後
天
的
に
到
達
し
な
け

れ
ば
区
別
し
得
な
い
仮
象
で
あ
る
。

　

根
源
的
獲
得
（ursprüngliche Erw

erbung

）
と
は
従
っ
て
ア
・

プ
リ
オ
リ
で
あ
る
が
生
得
説
（
合
理
論
）
で
は
な
く
、
獲
得
的
で
あ
る

が
獲
得
説
（
経
験
論
）
で
も
な
い
。
根
源
的
獲
得
の
ア
・
プ
リ
オ
リ

と
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
も
の
の
経
験
論
（Em

pirism
us des 

A
priorischen

）
で
あ
る
（
こ
れ
は
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学

positive Philosophie

の
立
場
に
一
致
し
て
い
る
）。

　

但
し
シ
ェ
リ
ン
グ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
の
経

験
論Em

pirism
us des A

priorischen
と
し
て
の
積
極
哲
学
は
、
経
験

的
な
も
の
の
先
天
主
義A

priorism
us des Em

pirischen

と
し
て
の
消

極
哲
学negative Philosophie

と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

消
極
哲
学
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
し
か
経
験
で
き
な
い
も
の
（
経

験
的
な
も
の
）
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
天
的
）
に
認
識
す
る
と
主
張

す
る
為
に
「
経
験
論
で
す
ら
な
い
（aber eben darum

 nicht selbst 
Em

pirism
us

）」
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
消
極
哲
学
を
批
判
す
る
（SW

, X
III, 

130

）。

　

そ
れ
に
対
し
て
積
極
哲
学
は
「
そ
れ
が
プ
リ
ウ
ス
を
神
で
あ
る
と
し
て

実
証
す
る
限
り
に
お
い
て
（inw

iefern sie das Prius als Gott seined 
erw

eist

）」
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
天
的
）
な
も
の
の
経
験
論
と
言
わ
れ
る

が
故
に
経
験
論
と
し
て
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
。

（
39
） 

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
（
力
学
的
二
律

背
反
）
の
判
断
に
つ
い
て
は
『
東
西
宗
教
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
東

西
宗
教
交
流
学
会
（
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教

を
媒
介
し
得
る
の
か
」
五
四
〜
五
五
頁
参
照
。

（
40
） 『
東
西
宗
教
研
究
』第
一
四
・
一
五
号
、東
西
宗
教
交
流
学
会（
二
〇
一
六
年
）

掲
載
の
拙
論
「
哲
学
は
科
学
と
宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か
」
五
四
〜
五
五

頁
参
照
。

（
41
） 

カ
ン
ト
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
い
う
概
念
に
与
え
た
「
根
源
的
な
獲

得
（ursprüngliche Erw

erbung

）」
或
い
は
「
根
源
的
に
獲
得
的

（ursprünglich erw
orben

）」
と
い
う
意
味
の
研
究
に
関
し
て
は
、
山
根 

雄
一
郎『<

根
源
的
獲
得>

の
哲
学 

︱
カ
ン
ト
批
判
哲
学
へ
の
新
視
角
︱
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
参
照
。

（
42
） 

カ
ン
ト
の
第
三
の
立
場
に
は
西
洋
的
な
物
の
見
方
を
越
え
る
発
想
が
見
ら

れ
る
。
カ
ン
ト
に
対
す
る
中
国
思
想
（
特
に
宋
学
や
中
庸
思
想
）
の
影
響
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史
研
究
と
し
て
は
井
川
義
次
『
宋
学
の
西
遷 

︱
近
代
啓
蒙
へ
の
道
︱ 

』

人
文
書
院
、
二
〇
〇
九
年
参
照
。
ま
た
井
川
義
次
「
西
洋
近
代
哲
学
の
形

成
と
中
国
哲
学 

︱
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ヴ
ォ
ル
フ
を
軸
と
し
て
」『
知
は
東

か
ら 
︱
西
洋
近
代
哲
学
と
ア
ジ
ア
︱
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
三
九

〜
六
六
頁
、
及
び
、
石
川
文
康
「
排
中
律
を
越
え
て 

︱
ド
イ
ツ
古
典
哲
学

と
中
国
哲
学
の
間
︱
」
同
前
掲
書
、
一
五
〜
三
六
頁
を
参
照
。

（
43
） 

そ
の
意
味
で
心
身
医
学
は
、
精
神
医
学
と
身
体
医
学
（
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン

派
医
学
の
時
代
のPsychiker

とSom
atiker

を
対
立
的
に
の
み
捉
え
て
）

へ
分
化
し
て
細
分
化
し
て
い
る
現
代
医
学
の
中
で
は
特
異
な
位
置
（
総
合

医
学
と
し
て
の
位
置
づ
け
）
を
持
っ
て
い
る
。

（
44
） 

池
見
は
心
身
医
学
を
「
心
身
医
学
は
、
身
体
医
学
と
精
神
医
学
の
結
び
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
（
中
略
）
主
と
し
て
身
体
医
学
と
医
療
心
理
学
な

い
し
は
行
動
科
学
と
の
結
び
に
よ
る
も
の
」
と
捉
え
て
お
り
（
池
見 

酉

次
郎
『
人
間
回
復
の
医
学
︱
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
医
学
の
展
開
︱
』

一
九
八
四
年
、
創
元
社
、
六
一 

f. 

頁
）「
精
神
病
反
応
に
つ
い
て
は
、
精

神
科
の
専
門
家
に
リ
エ
ゾ
ン
（
内
科
、
小
児
科
、
婦
人
科
な
ど
に
入
院
し

て
い
る
患
者
に
、
心
身
医
学
的
な
問
題
あ
る
い
は
精
神
医
学
的
な
問
題
が

認
め
ら
れ
た
と
き
、
心
療
内
科
や
精
神
科
の
専
門
医
に
相
談
が
持
ち
込
ま

れ
、
そ
れ
ら
の
専
門
医
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
立
場
か
ら
、
各
科
の
医

師
の
全
人
的
な
医
療
を
助
け
る
こ
と
）
を
担
当
し
て
も
ら
え
ば
よ
く
（
即

ち
リ
エ
ゾ
ン
精
神
医
学
が
担
当
す
る
の
は
医
療
心
理
学
と
精
神
医
学
）、

心
療
内
科
（
中
略
）
の
医
師
が
担
当
す
る
の
は
、
身
体
病
を
も
っ
た
患
者

に
発
生
す
る
心
身
相
関
（
身
体
面
と
心
理
・
社
会
面
と
の
関
わ
り
）
の
問

題
で
す
。
ま
た
、
心
身
相
関
の
研
究
や
教
育
を
す
る
の
に
は
、
心
理
・
社

会
面
だ
け
で
な
く
、
身
体
面
に
つ
い
て
も
、
し
っ
か
り
し
た
素
養
を
も
っ

た
医
師
（
心
療
内
科
医
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

心
身
相
関
の
研
究
や
教
育
の
中
心
に
な
る
の
は
、
心
療
内
科
医
を
は
じ
め
、

各
科
で
心
療
医
学
（
心
身
医
学
）
を
修
め
た
医
師
た
ち
で
あ
る
方
が
望
ま

し
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
書
、
六
二
頁
。
最
初
の
二
つ
の
括
弧
内
の

説
明
は
、
論
者
に
よ
る
同
書
内
に
あ
る
説
明
を
補
足
し
た
も
の
）。

　

ま
た
、
今
後
の
展
望
と
し
て
池
見
は
「
心
身
医
学
が
、
か
つ
て
の
心
因

論
的
な
医
学
か
ら
、
家
庭
医
の
医
学
、
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
に
お
け
る
全

人
的
医
学
へ
と
発
展
す
る
に
あ
た
っ
て
、
行
動
科
学
、
と
く
に
医
療
心
理

学
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
く
、
さ
ら
に
近
年
に
な
っ
て
、
心
身
相
関
の

病
態
の
研
究
や
治
療
に
重
点
を
お
く
心
身
医
学
を
補
う
も
の
と
し
て
、
リ

エ
ゾ
ン
医
学
の
役
割
が
注
目
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
今
後
は
、
心
身
医

学
（
心
療
内
科
）、
医
療
心
理
学
（
臨
床
心
理
学
）、
精
神
医
学
の
間
で
の

葛
藤
や
競
合
を
避
け
て
、
こ
れ
ら
三
者
の
協
力
体
制
を
推
進
す
る
こ
と
が

何
よ
り
も
大
切
で
す
」（
前
掲
書
、
六
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
45
） 『
カ
ン
ト
事
典
』弘
文
堂
、一
九
九
七
年
、二
五
二
頁「
象
徴Sym

bol

」参
照
。

（
46
） 

現
象
界
で
は
、
悟
性
が
作
り
だ
す
概
念
の
、
直
接
的
な
描
出
を
含
む
図
式

的
直
観
に
よ
っ
て
、
概
念
は
感
性
化
（V

ersinnlichung

）
さ
れ
る
。
図

式
的
直
観
の
場
合
、
悟
性
が
作
り
出
す
概
念
に
対
応
す
る
図
式
的
直
観
が

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
、
概
念
は
感
性
化
さ
れ
る
。
図
式
的
直
観

は
悟
性
概
念
の
直
接
的
な
描
出
を
含
む
。
よ
っ
て
悟
性
概
念
は
実
在
性
が

直
接
的
に
立
証
さ
れ
、
理
性
は
現
象
界
を
構
成
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る

（
現
象
界
を
構
成
す
る
客
観
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
）。

（
47
） intuitiver V

erstand

は
直
観
的
悟
性
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
哲

学
的
確
実
性
がdiskursiv

（
比
量
的
・
論
証
的
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

数
学
的
確
実
性
をintuitiv

（
現
量
的
・
直
覚
的
）
で
あ
る
と
区
別
し
て

い
た
の
を
承う

け
て
、A

nschauung

（
直
観
）
と
区
別
し
て
、intuitiv

を

「
直
覚
的
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
。

　

た
だ
、
カ
ン
ト
がintuitiver V

erstand

を
図
式
的
直
観
で
は
な
く
象
徴

的
直
観
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
数
学
的
確
実
性
を
意

味
す
る
直
覚
と
訳
す
よ
り
も
、
哲
学
的
確
実
性
（
直
覚
に
依
存
し
な
い
推
論

の
自
律
的
な
判
断
に
拠よ

る
論
証
）
と
は
異
質
の
象
徴
的
直
観
に
含
ま
れ
る

intuitiver V
erstand

は<

自
証
的
悟
性>

と
訳
す
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り<

悟
性
三
種>

を
考
え
て
、<positiver V

erstand

（
実
証
的
悟
性
）

＝ 

科
学
の
悟
性>

と<diskursiver V
erstand

（
論
証
的
悟
性
）
＝ 

哲
学

の
悟
性>

と
、<intuitiver V

erstand

（
自
証
的
悟
性
）
＝ 

宗
教
の
悟
性>

と
に
区
別
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
見
送
っ
た
。

（
48
） 

二
種
類
の
象
徴
的
直
観
（
叡
智
的
直
観
と
直
覚
的
悟
性
）
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
で
、
理
念
が
感
性
化
し
て
理
念
の
実
在
性
が
間
接
的
に
で
は
あ
る
が

立
証
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、『
東
西
宗
教
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、

東
西
宗
教
交
流
学
会
（
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
拙
論
、「
哲
学
は
科
学
と

宗
教
を
媒
介
し
得
る
の
か
」
五
三
頁
、
七
一
〜
七
二
頁
（
註
二
）
参
照
。

　

た
だ
し
、
カ
ン
ト
が
認
め
た
叡
智
的
直
観
は
「
可
能
性
（
思
惟
）
と
現

実
性
（
存
在
）
と
の
産
出
的
統
一
」
能
力
で
あ
り
「
物
自
体
の
非
感
性
的

直
観
」
能
力
で
は
な
い
。
ま
た
、
直
覚
的
悟
性
に
関
し
て
も
、
カ
ン
ト
が

認
め
た
の
は「
総
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
」で
あ
り
、「
根
源
的
悟
性
」即
ち「
世

界
原
因
と
し
て
の
直
覚
的
悟
性
」
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
区
別
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

（
49
） 

我
々
は
、
二
重
存
在
体
で
あ
る
ポ
テ
ン
ツ
の
内
、
存
在
可
能
者
が
、
現
象

界
へ
逸
脱
し
た
こ
と
が
起
動
因
と
な
っ
て
（
純
粋
存
在
者
が
、
存
在
可
能

者
を
叡
智
界
へ
連
れ
戻
す
目
的
だ
け
の
為
に
、
作
用
因
化
さ
れ
て
現
象
界

へ
、
存
在
可
能
者
の
後
を
追
っ
て
、
叡
智
界
か
ら
、
垂
直
次
元
を
上
昇
し

て
来
た
）
事
の
一
部
始
終
を
、
感
性
の
直
観
に
知
覚
さ
れ
た
表
象
が
、
理

念
だ
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。

（
50
） 

自
律
性
療
法
が
治
療
原
理
と
す
る
「
自
律
」
は 

“A
utogenie

” 

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
「
自
律
」
は 

“A
utonom

ie

” 

で
あ
る
。
両
者

の
違
い
は
、
自
律
性
療
法
の A

utogenie

が
「
生
（Genese, γένεσις 

ゲ
ネ
シ
ス
、Entstehen, 

生な

る
）
の
自
律
」
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、

カ
ン
ト
の A

utonom
ie

は
「
法
（νόμος 

ノ
モ
ス
、 Gesetz, 

従し
た
がう

）
の

自
律
」
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
自
律
性
療
法
の
「
自
律
」
に
は
「
自
発
」
の
意
味
が
強
く
、

カ
ン
ト
の
「
自
律
」
に
は
「
定
言
命
法
」
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
誰

も
が
無
条
件
に
従
う
べ
き
原
理
」
の
意
味
が
強
い
。

　

カ
ン
ト
に
は
し
か
し
ま
だ
自
然
法
（lex naturalis
＝
実
定
法
に
優
先

し
て
存
在
し
、
実
定
法
を
拘
束
す
る
永
遠
普
遍
の
法
）
の
影
響
が
残
っ
て

い
る
の
で
、
人
間
の
理
性
に
内
在
す
る
普
遍
の
法
則
と
し
て
の
定
言
命
法

（kategorischer Im
perativ

）
が
カ
ン
ト
の
自
律
（A

utonom
ie

）
で
は

意
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
自
律
性
療
法
の
自
律
（A

utogenie

）
は
、
ど
こ
ま
で

も
人
間
の
心
身
に
内
在
し
て
い
る
生
理
の
自
律
を
最
重
視
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
両
者
の
違
い
と
し
て
は
、
自
律
性
療
法
の
自
律
が
「
生
理

の
自
律
」、
カ
ン
ト
の
自
律
が
「
理
法
（
と
い
っ
て
も
ス
ト
ア
派
が
主
張

し
た
宇
宙
を
貫
徹
す
る
理
法
で
は
な
く
、
人
間
の
理
性
に
内
在
す
る
普
遍

の
法
で
あ
り
、
純
粋
意
志
の
自
律
と
し
て
の
定
言
命
法
を
意
味
す
る
理
法
）

の
自
律
」
と
い
う
区
別
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

自
律
性
療
法
も
カ
ン
ト
も
「
ピ
ュ
シ
ス
（φ

ύσις 

自
然
）
の
自
律
」
を

意
味
し
つ
つ
、自
律
性
療
法
は「
質
料
の
自
律
」に
偏へ

ん
い倚

す
る
傾
向
が
あ
り
、

カ
ン
ト
は
「
形
相
の
自
律
」
に
偏へ

ん
い倚

す
る
傾
向
が
あ
る
。

　

我
々
の
立
場
は
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
ま
っ
た
質
料
形
相

論
（H

ylem
orphism

us

）
を
踏
ま
え
て
、無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・

actual entity

等
）の
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア（
目
的
因
）と
し
て
の<

無
底（
絶

対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
の
自
覚>

を
志
向
し
た
い
。

　

そ
し
て<

無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
の

自
覚>

の
前
提
と
し
て
、<

類
存
在GattungsSein>

で
あ
る
が
故
に「
中

庸
の
立
場
」
を
採
り
得
て
、
排
中
律
を
破
り
得
る<pneum

a

の
自
律>

を
主
張
し
た
い
。

　

即
ち
カ
ン
ト
は
「
悟
性
の
自
律
」
と
「
理
性
の
自
律
」
と
「
意
志
の
自
律
」

と
「
判
断
力
の
自
律
（
反
省
的
判
断
力
の
自
己
自
律
）」
を
認
め
た
が
、我
々
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は
、
カ
ン
ト
が
認
め
た
総す

べ

て
の
自
律
の
絶
対
プ
リ
ウ
ス
（
絶
対
的
な
先
行

者
）
に<pneum

a

の
自
律>

が
類
存
在
（
即
ち
、
具
体
的
一
般
者
と
し

て
実
在
）
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。

　

勿
論
そ
う
い
う
主
張
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
積
極
哲
学
で
基
礎
付
け
た
よ

う
に
、
歴
史
的
事
実
を
通
じ
て
実
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
さ
ら

に
、
医
学
の
臨
床
実
験
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
も
実
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
実
証
さ
れ
る
迄
は
、
仮
説
と
し
て
の
地
位
（
そ
れ
故
に
構
成
原
理

で
は
な
く
統
制
原
理
）
を
越
境
し
て
権
利
行
使
す
る
こ
と
は
、
戒
め
ら
れ

る
べ
き
（
仮
象
に
基
づ
く
）
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
カ
ン
ト
が
超
越

論
的
哲
学
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
で
解
決
し
て
い
た
結
論
で
あ
っ
た
こ
と

を
、
想
い
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
51
） 「
自
律
訓
練
法
は
「
自
律
性
療
法
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
心
理
生
理
的
な

自
律
性
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
と
な
る
治
療
法
で
あ
る
。

 

　

こ
の
方
法
は
、
他
の
医
学
的
或
い
は
心
理
学
的
処
置
に
較
べ
る
と
、
心

身
両
面
の
機
能
に
対
し
、
同
時
に
治
療
的
に
働
き
か
け
る
特
徴
を
も
つ
。

「
自
律
的
＝autogenic

」（
自
己
発
生
的
＝self-generating

）
と
い
う

術
語
は
、
こ
れ
が
他
の
治
療
法
と
異
な
る
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　

心
理
生
理
的
観
点
か
ら
言
え
ば
「
自
律
的
」
と
は
自
己
誘
導
的
に
、
あ

る
特
殊
な
状
態
（
自
律
性
状
態
）
へ
の
心
理
生
理
的
移
行
＝shift
を
起

さ
せ
る
治
療
的
含
み
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
自
律
性
状

態
は
自
己
正
常
化
＝self-norm

alizing

の
自
律
的
（
脳
制
御
的
＝brain-

directed

、
自
己
発
生
的
、
自
己
統
制
的
＝self-regulatory

）
過
程
を
促

進
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
律
訓
練
法
お
よ
び
一
連
の
自
律

性
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
ら
脳
制
御
的
な
自
己
統
制
（
自
律
的
）
機
構
を

適
切
に
助
長
す
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
脳
制
御
的
自

己
統
制
機
構
は
、
動
的
均
衡
（
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
）
を
保
ち
、
回
復
を
も

た
ら
し
、
ま
た
、
自
己
正
常
化
を
は
か
る
過
程
に
関
係
し
て
い
る
。

　

臨
床
に
お
け
る
全
体
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
自
律
性
ア
プ
ロ
ー
チ
の
生

理
的
お
よ
び
心
理
生
理
的
効
果
は
、
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
生
起
す
る
変
化

に
真
っ
向
か
ら
対
抗
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

方
法
論
的
意
味
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
と
、「
自
律
」
と
い
う
術
語
は
、

患
者
自
身
が
或
る
心
的
練
習
を
規
則
的
に
実
践
（
訓
練
）
す
る
こ
と
で
、

自
分
自
身
の
問
題
の
処
理
に
対
し
責
任
を
持
つ
、
即
ち
、
自
己
の
脳
に
よ

り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
整
合
さ
せ
る
、
或
い
は
自
己
正
常
化
機
能
を
自
分
自

身
で
推
進
す
る
と
い
う
、
治
療
的
に
好
ま
し
い
含
み
を
用
意
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

技
術
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
通
常
状
態
か
ら
、
自
律
性
状
態
へ
心
理
生

理
的
移
行
（U

m
schaltung

）
を
起
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
自

律
性
状
態
で
は
、
回
復
的
に
働
き
且
つ
自
己
正
常
化
を
行
う
脳
機
構
が
、

何
等
か
の
形
で
、
そ
の
活
動
を
制
止
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
機
能
を
作

動
さ
せ
、
促
進
す
る
。
自
律
性
状
態
へ
の
移
行
は
、
求
心
性
お
よ
び
遠
心

性
イ
ン
パ
ル
ス
を
減
じ
、
心
理
生
理
的
に
適
合
し
た
刺
激
（
例
：
自
律
訓

練
標
準
公
式
）
に
規
則
的
に
受
動
的
注
意
集
中
を
行
う
条
件
下
で
促
進
さ

れ
る
。

　

自
律
性
状
態
は
、
睡
眠
の
一
段
階
や
、
催
眠
と
は
同
一
で
は
な
い
こ
と

を
断
っ
て
お
く
が
、
こ
の
自
律
性
状
態
下
に
お
い
て
、
生
理
的
も
し
く
は

心
理
的
方
向
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な
自
律
性
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
治
療
的
要
請
に
応
え
る
た
め
に
、
特
殊
に
適
合
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

基
本
的
に
は
六
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
自
律
訓
練
法
、
自
律
性
黙
想
、
自

律
性
除
反
応
、
自
律
性
言
語
化
、
意
志
訓
練
公
式
、
特
定
器
官
公
式
）
に

区
別
さ
れ
る
。

一
．
自
律
訓
練
法

二
．
自
律
性
黙
想

三
．
自
律
性
中
和（
三-

一
．
自
律
性
除
反
応
、三-

二
．
自
律
性
言
語
化
）

四
．
自
律
性
修
正（
四-

一
．
意
志
訓
練
公
式
、四-

二
．
特
定
器
官
公
式
）。

　

処
置
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
治
療
上
の
可
能
性
を
矢
印
で
示
す
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
（ 

⇔ 

は
双
方
向
の
可
能
性
を
示
す
）。

自
律
訓
練
法 

→ 

自
律
性
黙
想

自
律
訓
練
法 

→ 

自
律
性
中
和
（
自
律
性
除
反
応
・
自
律
性
言
語
化
）

自
律
訓
練
法 

→ 

自
律
性
修
正
（
意
志
訓
練
公
式
・
特
定
器
官
公
式
）

自
律
性
黙
想 

→ 

自
律
性
言
語
化

自
律
性
黙
想 

⇔ 

自
律
性
除
反
応

自
律
性
除
反
応 

⇔ 

自
律
性
言
語
化

意
志
訓
練
公
式 

⇔ 

特
定
器
官
公
式
。

　

自
律
訓
練
法
以
外
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
自
律
性
黙
想
・
自
律
性
中
和
・
自

律
性
修
正
）
は
患
者
が
、
自
律
訓
練
法
の
六
種
の
標
準
練
習

〇
．
背
景
公
式
（Ich bin ganz ruhig. I am

 at peace.

「
気
持
ち
が
落

ち
着
い
て
い
る
」）

一
．
重
感
練
習
（M

uskeln

筋
緊
張
弛
緩
）

二
．
温
感
練
習
（Blutgefäße

血
行
促
進
）

三
．
心
臓
調
整
（H

erz

心
臓
統
制
）

四
．
呼
吸
調
整
（A

tm
ung

呼
吸
統
制
）

五
．
内
蔵
調
整
（Leiborbane

内
蔵
統
制
）

六
．
額
涼
感
練
習
（K

opf

覚
醒
保
持
）

を
習
得
し
た
後
に
行
う
。」

　
（
池
見 

酉
次
郎 

監
修
『
ル
ー
テ 

自
律
訓
練
法
』
第
一
巻
、
誠
信
書
房
、

一
九
七
一
年
、
二
〜
三
頁
参
照
。
訳
文
は
論
者
が
変
更
し
た
箇
所
を
含
む
。

例
え
ばself-regulatory

は
「
自
己
調
整
的
」
で
あ
っ
た
が
、
カ
ン
ト
の

統
制
的regulativ

と
い
う
術
語
の
慣
例
に
倣な

ら

っ
て
「
自
己
統
制
的
」
へ

変
更
し
た
。
ま
た
シ
ュ
ル
ツ
（Schultz, Johannes H

einrich 

一
八
八
四

〜
一
九
七
〇
年
）
の
“Ü

bungsheft für das A
utogene T

raining 
(konzentrative Selbstentspannung).

” Georg T
hiem

e V
erlag

・

Stuttgart, 

第
七
版
一
九
五
二
年
（
初
版
一
九
三
五
年
）
を
も
参
照
し
て

補
足
し
た
。）

（
52
） 

最
も
簡
単
に
自
律
性
療
法
の
全
体
を
知
り
得
る
の
は
『
自
律
訓
練
法
と
心

身
症
』
医
歯
薬
出
版
、
一
九
七
六
年
（
池
見 

酉
次
郎 
監
修
著
、
佐
々
木 

雄
二
・
松
原 

秀
樹 

著
）
で
あ
る
。
こ
の
書
は
日
本
初
の
自
律
性
療
法
に

関
す
る
総
合
解
説
書
で
あ
る
。

　

最
も
詳
細
に
自
律
性
療
法
の
全
体
を
知
り
得
る
の
は
『
ル
ー
テ 
自
律
訓

練
法
』
全
六
巻
、
誠
信
書
房
、
一
九
七
一
年
〜
一
九
七
七
年
（
池
見
酉
次

郎 

監
修
、
内
山
喜
久
雄
・
佐
々
木
雄
二
・
阿
部
正 

他
訳
）
で
あ
る
。
こ

の
書
は
次
の
原
典
の
全
訳
で
あ
る
。

A
U

T
O

G
E

N
IC

 T
H

E
R

A
PY

（W
olfgang Luthe, M

.D
., E

ditor

）

1969

〜1973.
V

ol. I. A
utogenic M

ethods.

（J. H
. Schultz and W

. Luthe

）1969.
V

ol. II. M
edical A

pplications.

（W
. Luthe and J. H

. Schultz

）

1969.
V

ol. III. A
pplications in Psychotherapy.

（W
. Luthe and J. H

. 
Schulz

）1969.
V

ol. IV
. Research and T

heory.

（W
. Luthe

）1970.
V

ol. V
. D

ynam
ics of A

utogenic N
eutralization.

（W
. Luthe

）

1970.
V

ol. V
I. T

reatm
ent w

ith A
utogenic N

eutralization.

（W
. Luthe

）

1973. 

（V
olum

e IV
 contains the central B

ibliography for all six 
volum

es.

　

V
olum

e V
I contains additional bibliographic inform

ation.

）

Grune &
 Stratton, Inc., N

ew
 Y

ork. 

　

尚
、
原
典
は
二
〇
〇
一
年
にT

he Britisch A
utogenic Society

に

よ
っ
て
再
刊
（republish

）
さ
れ
て
い
る
。
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（
53
） 

自
律
性
療
法
の
基
本
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
拙
論
「
自
律
性
療

法
（
心
身
医
学
）
と
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
話
と
啓
示
の
哲
学
」『
身
心

変
容
技
法
研
究
』
第
四
号
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
五
年
、
一
五
九
〜
一
六
七
頁
（
科
学
研
究
費
補
助
金
基
礎
研
究

（
A
）「
身
心
変
容
技
法
の
比
較
宗
教
学 

︱ 

心
と
体
と
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
ワ

ザ
の
総
合
的
研
究
」年
報
、課
題
研
究
番
号
二
三
二
四
二
〇
〇
六
）も
参
照
。

（
54
） 

自
律
性
療
法
（autogenic therapy

或
い
は
自
律
訓
練
法 autogeic 

training; 

略
称 
A
T
）
の
基
本
的
方
法
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
「
自

律
訓
練
法
は
症
例
に
応
じ
た
適
用
を
必
要
と
す
る
心
理
生
理
学
的
な
治

療
法
（Schultz, J. H

.

）
で
あ
り
、
従
来
、
多
岐
に
わ
た
る
医
学
的
、
精

神
力
動
的
障
害
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
で
は
心
理
生
理
学
的

な
適
合
を
も
っ
た
言
語
刺
激
の
組
み
合
わ
せ
（
自
律
訓
練
公
式
）
へ
の

受
動
的
注
意
集
中
の
短
時
間
の
心
的
練
習
の
規
則
的
実
施
を
必
要
と
す

る
。
こ
の
言
語
刺
激
は
、
あ
る
特
定
の
心
理
生
理
的
状
態
（
自
律
性
状

態 autogenic state

：
栄
養
補
充
的trophotropic

な
心
理
生
理
的
状

態
）
へ
の
多
元
的
な
機
能
的
転
換
を
推
進
す
る
よ
う
作
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
自
律
性
状
態
と
は
、
自
己
正
常
化 self-norm

alizing
の
ホ
メ
オ
ス

タ
シ
ス
（
動
的
均
衡
）
的
か
つ
自
己
調
節
的
（self-regulatory

自
律
的
、

自
己
発
生
的
）
な
種
々
の
栄
養
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
補
充
的
な
脳
制
御
的

（brain-directed

：
自
律
性
解
放 autogenic discharge

な
い
し
自
律
性

中
和autogenic neutralization

の
複
雑
な
仮
定
に
参
与
す
る
諸
機
能
に

関
す
る
形
容
詞
が「
脳
制
御
的
」）機
能
の
促
進
と
推
進
に
関
連
し
て
い
る
。

自
律
性
療
法
（
自
律
訓
練
法
）
に
は
次
の
四
種
の
技
法
が
あ
る
。

一
、六
種
の
標
準
練
習
か
ら
成
る
自
律
訓
練
標
準
練
習
（autogenic 

standard exercise; 

略
称 

S
E
）。

二
、七
種
の
黙
想
練
習
か
ら
成
る
自
律
性
黙
想
練
習
（autogenic 

m
editative exercise; 

略
称 

M
E
）。

三
、
自
律
性
修
正
（autogenic m

odification; 

略
称 

A
M
）

（
a
）
主
と
し
て
心
理
学
的
な
意
志
訓
練
公
式
の
五
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
中
和

公
式
、
強
化
公
式
、
節
約
公
式
、
逆
説
公
式
、
支
持
公
式
）。

（
b
）
生
理
学
的
な
種
々
の
特
殊
器
官
公
式
（It breathes m

e. It 
breathes calm

 and regular. 

適
応
症
：
気
管
支
喘
息
、
等
）。

四
、
自
律
性
中
和
（autogenic neutralization; 

略
称 

A
N
）
の
諸
法

（Luthe, W
.

）。

（
a
）
自
律
性
除
反
応
（autogenic abreaction; 

略
称 

A
A
）

（
b
）
自
律
性
言
語
化
（autogenic verbalization; 

略
称 

A
V
）」

（
池
見 

酉
次
郎 

監
修
『
ル
ー
テ 

自
律
訓
練
法
』
第
六
巻
、
誠
信
書
房
、

一
九
七
七
年
、
四
三
一
頁
。
括
弧
内
に
は
論
者
の
補
足
を
含
む
。）

　

自
律
性
療
法
が
目
指
す
基
本
的
な
方
向
は
、
自
律
訓
練
法
（
能
動
的

注
意
集
中 

→ 

受
動
的
注
意
集
中
）
か
ら
自
律
性
黙
想
（
受
動
的
注
意
集

中 

→ 

受
動
的
受
容 

→ 

無
意
識
か
ら
の
応
答
）
へ
の
方
向
で
あ
る
が
、
そ

の
過
程
は
自
動
的
且
つ
必
然
的
に
進
行
す
る
場
合
は
稀
で
あ
り
、
む
し
ろ

様
々
な
困
難
（
障
害
）
や
抵
抗
に
遭
遇
す
る
。
特
に
自
律
性
黙
想
練
習
は

数
ヶ
月
に
亘
っ
て
総
て
の
標
準
練
習
を
十
分
に
実
施
し
、
ま
た
準
備
練
習

シ
リ
ー
ズ
に
該
当
す
る
も
う
一
つ
の
訓
練
期
間
を
終
え
た
後
に
初
め
て
始

め
る
こ
と
の
出
来
る
の
が
自
律
性
黙
想
練
習
で
あ
る
。
ま
た
神
経
障
害
や

精
神
障
害
に
自
律
性
黙
想
練
習
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
医
師
に
よ
る
特

別
な
注
意
及
び
厳
格
な
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
（
統
合
失

調
症
に
お
い
て
は
急
激
に
症
状
が
悪
化
す
る
場
合
が
あ
る
）。
し
た
が
っ

て
自
律
性
黙
想
練
習
は
、
優
れ
た
医
学
的
指
導
と
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
欠
い
た
状
態
で
は
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　

第
三
種
の
自
律
性
修
正
や
、
第
四
種
の
自
律
性
中
和
は
、
そ
れ
ら
の
障

害
や
抵
抗
（
心
理
的
抵
抗
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
生
理
的
抵
抗
の
場
合
も
あ

る
）
に
対
し
て
、
脳
制
御
（brain-directed

）
的
な
方
向
、
そ
れ
故
、
医

師
や
練
習
者
の
意
志
で
は
な
い
、中
心
脳
保
安
解
放
系
（centrencephalic 

safety-dischage system
, 

略
称
C
S
D
S; 

仮
説
的
に
は
、
自
己
調
節

的
神
経
節
系
（Luthe, W

.

）
で
あ
っ
て
、
高
次
脳
幹
部
（Penfield, W

.

：

中
脳
系
）
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
。
心
理
生
理
学
的
に
、
よ
り
複
雜
か
つ

体
系
化
さ
れ
た
自
律
性
中
和
諸
過
程
を
許
容
（
選
択
、
適
応
、
解
除
、
限

定
、
反
復
、
変
容
、
企
画
、
終
結
）
す
る
際
に
調
節
的
役
割
を
果
た
す
と

考
え
ら
れ
て
い
る
中
心
脳
保
安
解
放
系
）
が
本
来
目
指
し
て
い
る
方
向
へ

「
修
正
（m

odification

）」
を
施
し
た
り
（
自
律
性
修
正
＝
意
志
訓
練
公
式
、

特
定
器
官
公
式
）、
過
程
で
生
じ
た
様
々
な
想
定
外
の
現
象
に
対
処
し
て

中
心
脳
保
安
解
放
系
の
目
指
す
方
向
を
「
促
進
す
る
（facilitate

）」
為
の

諸
技
法
（
自
律
性
中
和
＝
自
律
性
除
反
応
、
自
律
性
言
語
化
）
で
あ
る
。

（
55
） 「
自
律
性
移
行
」
と
は
「
通
常
状
態
か
ら
自
律
性
状
態
へ
の
多
元
的
な
心

理
生
理
的
移
行
（
独U

m
schaltung

）。
自
律
訓
練
標
準
練
習
と
関
連
し

た
他
の
技
術
的
、
心
理
生
理
的
要
因
と
結
び
つ
い
て
、
自
律
訓
練
公
式
へ

の
受
動
的
注
意
集
中
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。」
池
見
酉
次
郎 

監
修
『
ル
ー

テ 

自
律
訓
練
法
』
第
一
巻
、
誠
信
書
房
、
一
九
七
一
年
、
二
三
九
頁
。

（
56
） 

池
見 

酉
次
郎 

監
修
『
ル
ー
テ 

自
律
訓
練
法
』
第
一
巻
、
誠
信
書
房
、

一
九
七
一
年
、
一
三
頁
。

（
57
） 

こ
れ
を
自
律
性
療
法
で
は
「
無
妨
害
原
理principle of non-

interference

」
と
呼
ぶ
。「
自
律
性
中
和
の
脳
制
御
的
過
程
の
観
察
お
よ

び
研
究
に
よ
れ
ば
、
練
習
者
の
自
己
調
整
的
脳
機
構
は
、
適
切
な
機
会
を

与
え
ら
れ
た
時
に
（
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
よ
る
指
示
や
練
習
者
の
能
動
的
努
力

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
）、
複
雜
か
つ
効
果
的
な
自
己
正
常
化
活
動
を
お

こ
な
う
。
し
た
が
っ
て
、
脳
自
体
の
自
己
治
癒
的
活
動
計
画
を
妨
害
す
る

の
は
、
技
術
的
に
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
脳
拮
抗
形
式

の
抵
抗
の
反
復
に
よ
っ
て
、
特
別
に
適
合
を
は
か
っ
た
一
時
的
・
技
術
的

支
持
が
必
要
と
な
ら
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
無
妨
害
原
理
は
、
自

律
性
除
反
応
下
に
お
け
る
セ
ラ
ピ
ス
ト
・
患
者
両
者
の
守
る
べ
き
鉄
則
で

あ
る
。」
池
見
酉
次
郎
監
修
『
ル
ー
テ 

自
律
訓
練
法
』
第
VI
巻
、誠
信
書
房
、

一
九
七
七
年
、
四
五
一
頁
。

（
58
） 

重
感
練
習
の
目
的
は
筋
弛
緩
で
あ
る
。
筋
弛
緩
に
は
、
自
律
訓
練
法
に
よ

る
系
統
的
脱
感
作
法
と
、
行
動
療
法
の
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
の
漸
進
的
弛

緩
法
に
よ
る
系
統
的
脱
感
作
法
が
あ
る
。
系
統
的
脱
感
作
法
に
関
し
て
は
、

池
見
酉
次
郎 

監
修
・
赤
木 

稔 

著
『
行
動
療
法
と
心
身
症
』
医
歯
薬
出
版
、

一
九
七
一
年
参
照
。

（
59
） 

自
律
性
療
法
（
自
律
訓
練
法
）
の
実
施
を
終
了
す
る
時
に
は
、
最
後
に
必

ず
「
消
去
動
作
（ending procedure

終
了
手
続
）」
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
以
下
に
池
見
酉
次
郎
の
説
明
を
載
せ
る
。

　
「
自
律
訓
練
法
で
は
、
練
習
を
進
め
て
い
る
う
ち
に
、
周
囲
の
状
況
と

隔
絶
さ
れ
た
特
殊
な
意
識
状
態
に
な
る
し
、
同
時
に
生
理
学
的
に
も
特
殊

の
変
化
を
起
し
て
い
る
（autogenic state

）。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
ま
ま

す
ぐ
に
目
を
開
け
た
り
、
立
ち
上
が
っ
た
り
す
る
と
、
め
ま
い
、
頭
重
感
、

意
識
の
ぼ
ん
や
り
し
た
状
態
な
ど
が
し
ば
ら
く
つ
づ
き
、
練
習
後
の
日
常

活
動
に
さ
し
つ
か
え
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
筋
肉
も
弛
緩
し
て
い
る
の

で
、
四
肢
の
脱
力
感
が
残
る
ば
あ
い
も
あ
る
。

　

消
去
動
作
は
、
こ
の
よ
う
な
練
習
後
の
不
快
な
状
態
を
避
け
る
た
め
に

行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
練
習
の
一
部
と
し
て
完
全
に
身
に
つ
け
さ
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）

　

具
体
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、

（
一
）
両
手
を
に
ぎ
り
、
少
し
力
を
い
れ
て
五
、六
回
、
開
閉
運
動
を
す
る
。

（
二
）
肘ひ

じ

の
屈
伸
運
動
を
、
三
、四
回
す
る
。

（
三
）
つ
づ
い
て
大
き
く
背
伸
び
を
す
る
よ
う
に
し
て
、
二
、三
回
深
呼
吸

を
し
、

（
四
）
最
後
に
開
眼
す
る
。

の
方
式
を
と
っ
て
い
る
。

　

消
去
動
作
（
の
目
的
）
は
、
自
律
性
状
態
に
よ
る
過
度
の
筋
弛
緩
や
意

識
の
低
下
状
態
を
日
常
生
活
に
必
要
な
程
度
に
ま
で
回
復
さ
せ
る
こ
と
に

あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
方
式
を
と
ら
せ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
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Luthe

は
、
背
伸
び
を
す
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、
両
腕
を
グ
ッ
と
胸
も
と

に
引
き
よ
せ
る
方
式
を
と
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
消
去
動
作
後
に
ま
だ
ぼ
ん
や
り
し
た
状
態
な
ど
が
残
る
よ
う
で

あ
れ
ば
、
も
う
一
度
閉
眼
さ
せ
て
、
同
様
の
手
続
き
を
と
ら
せ
れ
ば
よ
い

で
あ
ろ
う
。」

　
（
池
見
酉
次
郎 

監
修
著
『
自
律
訓
練
法
と
心
身
症
』
医
歯
薬
出
版
、

一
九
七
六
年
、
三
五 

f.
頁
。（ 

）
内
は
論
者
の
補
足
。）

　

以
上
の
説
明
の
な
か
に
「
せ
る
」
や
「
さ
せ
る
」
を
「
使
役
」
の
意
味

で
使
っ
て
い
る
表
現
が
頻
出
し
て
い
る
の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

だ
が
自
律
性
療
法
は
本
来
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
指
向
的
（therapist-directed

）

で
他
律
的
な
技
法
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
練
習
者
主
体

的
（tranee-directed

）
な
努
力
を
主
と
す
る
能
動
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
法

と
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

自
律
性
療
法
は
、
そ
れ
がautogenic
と
形
容
さ
れ
る
限
り
、
あ
く
ま

で
も
、
脳
制
御
的
（brain-directed

）
な
治
療
行
為
を
主
体
と
見
做
す
、

非
人
称
主
体
の
技
法
で
あ
る
こ
と
は
（
特
に
実
践
の
場
面
で
の
言
語
の
使

用
法
に
関
し
て
）
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

即
ち
、
治
療
主
体
は
決
し
て
人
間
（
医
師
で
あ
れ
患
者
で
あ
れ
）
で
は

な
く
、
ど
こ
ま
で
も
、
非
人
称
の
身
体
（
質
料
の
自
律
に
よ
る
自
発
的
或

い
は
自
己
偶
発
的
な
治
療
行
為
、
即
ち
生
理
現
象
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
医
師
や
患
者
の
人
間
的
な
意
志
よ
り
も
、
非
人
称
で
あ
る
身
体
（
質
料
）

の
自
律
的
（
自
発
的
）
な
意
志
（
行
為
）
が
優
位
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
自
律
性
療
法
の
治
療
方
針
は
、
カ
ン
ト
の
「
実
践
理
性
の
優
位
」

を
想
起
さ
せ
る
視
点
（Perspektive

）
で
も
あ
ろ
う
。

（
60
） 

池
見 

酉
次
郎
『
人
間
回
復
の
医
学 

︱
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
医
学
の

展
開
︱ 

』
創
元
社
、
一
九
八
四
年
、
一
〇
一
頁
参
照
。

（
61
） 

A
S
C 

は
「
変
性
意
識
状
態
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
律
性
状
態

（autogenic state

）
と
同
じ
く
、
副
交
感
神
経
系
優
位
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

補
充
的
（trophotropic

）
な
状
態
で
あ
る
（
こ
れ
と
反
対
の
交
感
神
経

系
優
位
な
状
態
は
、
通
常
の
社
会
生
活
を
送
る
の
に
必
要
な
、
能
動
的
注

意
集
中
状
態
で
、
こ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
的ergotropic

な
状
態
で
あ

る
）。

（
62
） 

フ
ィ
ヒ
テ
（Fichte, Johann Gottlieb 

一
七
六
二
〜
一
八
一
四
年
）
は

叡
智
的
直
観
を
自
在
に
使
い
こ
な
す
事
が
出
来
た
天
才
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
神
論
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
無
神
論
論
争

A
theism

usstreit 

一
七
九
九
年
で
、
イ
エ
ナ
大
学
の
教
授
職
を
辞
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
霊
性
を
認
め
て
い
な
い

よ
う
に
疑
わ
れ
る
よ
う
な
論
文
や
書
物
を
発
行
し
、
発
言
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
に
も
多
大
な
影
響
を
与

え
、
後
期
に
は
絶
対
者
も
神
も
見
照
（Sehen

）
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
に
つ
い
て
は
長
澤
邦
彦
・
入
江

幸
男 

編
著
『
フ
ィ
ヒ
テ
知
識
学
の
全
容
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
四
年
参

照
）。
た
だ
し
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
哲
学
は
飽
く
ま
で
もdas Sollen

（
当

為
）
と
し
て
の
定
言
命
法
の
内
実
の
詳
細
な
解
明
と
展
開
で
あ
り
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
主
観
性
の
最
も
深
き
事
実
」
を
洞
察
し
て
、

そ
の
あ
り
の
ま
ま
を
詳
細
に
展
開
し
得
た
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
哲
学
者
で

あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
意
識
の
事
実
」（
一
八
一
〇
年
と
一
八
一
三
年
の

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
講
義
録
）に
関
し
て
は
、次
の
邦
訳
書
を
参
照
。『
フ
ィ

ヒ
テ
全
集
』
第
一
九
巻
・
一
九
九
五
年
、
第
二
〇
巻
・
二
〇
〇
一
年
、
晢て

つ

書
房
。

（
63
） 

心
身
医
学
の
哲
学
的
・
教
育
的
・
宗
教
的
意
義
を
重
視
し
た
池
見 

酉
次
郎

は
、
自
著
『
人
間
回
復
の
医
学 —

セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
医
学
の
展

開—

』
創
元
社
、
一
九
八
四
年
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即

ち
、
心
身
医
学
の
目
的
（
ゴ
ー
ル
）
は
患
者
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
こ
と
だ

け
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
個
人
の
中
で
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス

（hom
eostasis

動
的
均
衡
）
の
回
復
に
留
ま
る
の
で
も
な
く
（「
個
体
の

中
に
お
け
る
ホ
メ
オ
ス
タ
ー
シ
ス
の
限
界
を
知
っ
て
」
二
二
四
頁
）「
人

間
と
人
間
が
作
っ
た
社
会
を
包
み
込
ん
で
い
る
自
然
が
営
む
ホ
メ
オ
ス

タ
ー
テ
ィ
ッ
ク
（
自
己
正
常
化
的
）
な
働
き
の
中
に
あ
っ
て
、
絶
え
ず
そ

れ
と
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
内
界
の
ホ
メ
オ
ス
タ
ー
シ
ス
が
成

り
立
っ
て
い
る
」（
二
二
三
頁
）と
い
う「
自
然
の
全
体
的
な
ホ
メ
オ
ス
タ
ー

シ
ス
を
ふ
ま
え
て
自
己
内
界
の
ホ
メ
オ
ス
タ
ー
シ
ス
が
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
人
間
観
・
世
界
観
は
、
も
と
も
と
東
洋
的
な
も
の
」（
前
掲
書
同

頁
）
と
述
べ
る
。
ま
た
禅
を
は
じ
め
、
池
見
が
考
案
し
た
「
東
洋
的
な
自

律
訓
練
法
（
自
己
統
制
法
）
で
は
、
個
と
し
て
の
人
間
の
ホ
メ
オ
ス
タ
ー

シ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
個
を
と
り
ま
く
生
命
界
全
体
と
の
結
び
に
お
け
る

ホ
メ
オ
ス
タ
ー
シ
ス
を
絶
え
ず
感
じ
取
り
な
が
ら
、
個
の
中
で
の
ホ
メ
オ

ス
タ
ー
シ
ス
の
促
進
を
は
か
る
」（
二
二
四
頁
）
こ
と
が
心
身
医
学
の
目

的
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。

 

　

こ
の
池
見
の
捉
え
方
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
哲
学
の
「
神
性
と
人
間
的

魂
と
の
類
概
念
に
な
る
と
い
う
独
自
性
（Eigenart

）
を
持
つ
プ
ネ
ウ
マ
」

を
継
承
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
（
単
に
人
間
的
魂
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
神
性
を
含
め
た
類
概
念
と
な
る
特
色
を
持
つ
プ
ネ
ウ
マ

の
発
想
を
持
っ
て
い
た
の
で
）
自
然
に
受
容
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（
64
） 

無
限
集
合
（unendliche M
enge

）
は
、カ
ン
ト
の
時
代
に
は
扱
え
な
か
っ

た
「
無
限
」
を
数
学
的
に
扱
う
為
に
考
え
出
さ
れ
た
、
集
合
論
的
論
法
に

よ
る
「
無
限
」
で
あ
る
。

（
65
） 

こ
こ
で
類
存
在
の
ド
イ
ツ
語
表
現
に<GattungsSein>

と
し
て
楔
形

括
弧
を
付
し
て
あ
る
の
は
、
論
者
独
自
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
と
共
に
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Feuerbach, Ludw

ig A
ndreas 

一
八
〇
四
〜

一
八
七
二
年
）
の
類
的
存
在
（Gattungsw

esen

）
と
区
別
す
る
為
で
あ

る
。
ま
た<GattungsSein>

とSein

を
大
文
字
に
し
て
い
る
の
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
がSeiendes

（das Seiende

）
と
区
別
し
たdas Sein

の
意

味
で
の
存
在
（
存
在
論
的
差
異ontologische D

ifferenz 

ま
たontisch-

ontologische D
ifferenz

）
を
踏
ま
え
た
意
味
を
示
唆
す
る
為
で
あ
る
。

　

し
か
し
論
者
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
味
で
のdas Sein

を
、
シ
ェ
リ
ン
グ

が
プ
ネ
ウ
マ
で
捉
え
て
い
た
意
味
で
捉
え
た
い
。

　

即
ち
プ
ネ
ウ
マ
は
、
被
制
約
者
と
し
て
は
、
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
＝
存
在

可
能
者
と
純
粋
存
在
者
）
や
感
性
（
直
観
）
や
悟
性
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
で

あ
る
が
、
プ
ネ
ウ
マ
は
、
原
底
は
絶
対
プ
リ
ウ
ス
（
無
底
・
絶
対
無
・

actual entity

）
で
あ
り
「
存
在
へ
運
動
す
る
如
何
な
る
必
然
性
を
も
持

た
な
い
」（SW

, X
III, 127

）
の
だ
か
ら
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
が
存
在
へ
移
行

す
る
の
は
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
の
自
由
に
よ
っ
て
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に

の
み
現
象
す
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
そ
う
い
う
絶
対
の
無
を
我
々
はdas 

Sein

の
本
性
と
し
て
捉
え
る
立
場
で
あ
る
（
そ
れ
故
、
ベ
ー
メ
の
無
底
の

み
な
ら
ず
、
西
田
の
絶
対
無
や
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
のactual entity

と

も
相あ

い

通つ
う

ず
る
）。

（
66
） 「
意
志
」
が
無
底
の
「
発
現
の
あ
り
よ
う
」
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

薗
田 

坦た
ん

『
無
底
と
意
志
︱
形
而
上
学 —

ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
研
究—

』

創
文
社
、
二
〇
一
五
年
参
照
。

　

そ
こ
で
は
無
底
が
「
無
に
し
て
、
し
か
も
一
切
の
根
源
・
原
底
で
あ
る
」

（
二
八
頁
）
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
翻

ひ
る
が
え

っ
て
、
無
底
か
ら
の
「
生
成
・
発

現
の
あ
り
よ
う
」
は
、
ベ
ー
メ
に
お
い
て
は
、
端
的
に
言
っ
て
「
意
志
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
同
前
頁
）。
つ
ま

り
「
無
に
し
て
（
神
を
も
含
め
て
）
一
切
の
多
様
と
対
立
の
源
泉
・
根
源
・

原
底
と
し
て
の
無
底
」
の
「
生
成
・
発
現
の
あ
り
よ
う
」
が
ベ
ー
メ
に
と
っ

て
は
「
意
志
」
な
の
で
あ
る
。

（
67
） 

無
限
集
合
（ungendliche M

enge

）
は
元
が
無
限
の
集
合
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
個
々
人
の
直
系
の
全
祖
先
を
元
（Elem

ent

要
素
）
と
し
た
無

限
集
合
。
そ
れ
故
人
間
を
越
え
て
、
ま
た
生
物
も
越
え
、
有
機
物
・
無
機

物
も
越
え
、
物
質
も
越
え
た
、
無
限
の
元
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
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れ
故
に
こ
そ
、
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）

に
通
じ
る
。

（
68
） 
な
ぜ
な
ら
ば
、
我
々
の
祖
先
は
、
過
去
に
遡
る
ほ
ど
、
増
え
る
計
算
に
な

る
か
ら
で
あ
り
、
人
類
の
過
去
の
総
人
口
を
、
計
算
上
で
は
、
何
代
も
遡

る
と
、
上
回
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
誰
に
で
も
生
ま
れ
た
限
り
は
両
親
が
居
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

最
初
の
親
は
二
人
で
あ
る
が
、
父
方
と
母
方
の
祖
父
母
を
合
わ
せ
れ
ば
、

祖
父
母
は
誰
に
で
も
四
人
居
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
計
算
式
、
即
ち
二
の

ｎ
乗
（
即
ち
ポ
テ
ン
ツ
＝
累
乗
、冪
）
で
遡
れ
ば
、一
〇
世
代
（W

eltalter

）

前
の
我
々
の
祖
先
は
一
〇
二
四
人
で
あ
る
が
、
二
〇
世
代
遡
れ
ば
直
系
の

祖
先
（
勿
論
、
父
方
だ
け
で
な
く
母
方
も
同
等
に
計
算
に
入
れ
る
の
で
）

だ
け
で
も
一
〇
四
万
八
五
七
六
人
の
直
系
祖
先
が
、
誰
に
で
も
居
る
こ
と

に
な
る
。

　

さ
ら
に
三
〇
世
代
前
の
直
系
祖
先
と
な
る
と
、
誰
に
で
も
一
〇
億

七
三
七
四
万
一
八
二
四
人
居
る
計
算
に
な
る
。
三
〇
世
代
前
の
年
代
を
、

親
が
二
五
歳
平
均
で
子
ど
も
を
設
け
た
と
仮
定
し
て
計
算
す
れ
ば
二
五
×

三
〇
＝
七
五
〇
な
の
で
七
五
〇
年
前
で
あ
る
。
二
〇
一
七-

七
五
〇
＝

一
二
六
七
年
だ
が
、
一
八
〇
〇
年
ま
で
は
人
類
の
総
人
口
は
一
〇
億
人
に

達
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
三
〇
世
代
もW

eltalter

を
遡
れ
ば
、
我
々
一
人
ひ
と
り
の
直
系
の
全
祖
先
（
御み

お
や祖

の
集
合
）
は
、

総す
べ

て
の
人
と
共
有
さ
れ
る<

類
存
在GattungsSein>

で
あ
る
こ
と
に
な

る
。

　

以
上
は
単
に
量
的
で
抽
象
的
な
数
学
的
計
算
に
過
ぎ
な
い
が
、
人
類
が
、

異
な
る
種
族
・
人
種
に
分
れ
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
経
験
的

仮
象
を
持
つ
）
が
、
事
実
は
単
一
系
統
で
あ
る
こ
と
が
、
分
子
生
物
学
の

人
類
学
へ
の
応
用
で
あ
る
分
子
人
類
学
で
、
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

即
ち
父
系
遺
伝
に
つ
い
て
は
Ｙ
染
色
体
分
析
の
方
法
を
通
じ
て
、
ま
た

母
系
遺
伝
に
つ
い
て
は
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
D
N
A
分
析
の
方
法
を
通
じ

て
、
実
証
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
崎
谷 

満
『
D
N
A
・
考
古
・
言
語
の
学
際

的
研
究
が
示
す
新
・
日
本
列
島
史 —

 

日
本
人
集
団
・
日
本
語
の
成
立
史
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
参
照
）。

（
69
） 

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
直
系
の
祖
先
か
ら
の
情
報
を
元
（
要
素
）
と
す

る
無
限
集
合
を
意
味
す
る
。

（
70
） 

諸
岡
道
比
古 

訳
『
啓
示
の
哲
学 

︱
啓
示
の
哲
学
へ
の
序
論
︱
』『
シ
ェ
リ

ン
グ
著
作
集
』
5b
、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
八
頁
参
照
。

 

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
積
極
哲
学
と
消
極
哲
学
と
を
「
最
も
鋭
く
、
最
も
手
短

に
違
い
を
表
現
」
し
て
、
次
の
よ
う
に
区
別
し
た
。

 

　

積
極
哲
学
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
の
経
験
論
（Em

pirism
us des 

A
priorischen

）」
で
あ
り
、

 

消
極
哲
学
は
「
経
験
的
な
も
の
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス
（A

priorism
us 

des Em
pirischen

）」
で
あ
る
と
。

 

　

積
極
哲
学
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
（
先
天
的
な
も
の
）
を
、
後
天

的
に
（
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
＝
経
験
的
に
）
実
証
す
る
の
で
、
経
験
論

と
し
て
の
資
格
を
持
つ
（
科
学
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
）
哲
学
で
あ
る
。

 

　

そ
れ
に
対
し
て
、
消
極
哲
学
は
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
（
後
天
的
）
に

し
か
経
験
で
き
な
い
も
の
（
経
験
的
な
も
の
）
を
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

先
天
的
に
論
証
し
よ
う
と
す
る
（
ア
・
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス
＝
先
天
主
義
で

あ
る
）
の
で
、
経
験
論
で
す
ら
な
い
、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
批
判
す
る
。

（
71
） 

宗
教
で
は
、
宗
教
経
験
か
ら
出
発
し
て
様
々
な
思
想
を
展
開
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
宗
教
経
験
が
如
何
に
「
絶
対
の
体
験
性
は
同
時

に
体
験
の
絶
対
性
で
あ
る
」（『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
一
巻
、
創
文
社
、

一
九
八
六
年
、
月
報
三
、
齋
藤
義
一
「
先
生
の
忘
れ
得
ぬ
御
言
葉
」
二
頁
）

と
言
わ
れ
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
で
特
殊
な
個
人
の
、
主
観
的
な
経

験
で
あ
る
が
故
に
、
絶
対
的
な
一
回
性
は
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
全
人
類
に

と
っ
て
の
再
現
性
を
持
ち
得
な
い
の
で
（
イ
エ
ス
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
や
ガ
ウ

タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
よ
う
な
宗
教
的
天
才
に
し
か
持
ち
得
な
い
経
験

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
）、
普
遍
妥
当
性
を
持
ち
得
な
い
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
宗
教
経
験
の
、
こ
の
よ
う
な
限
界
を
越
え
る
為
に
、
歴

史
的
事
実
の
運
動
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
が
現
象
し
て
い
る

帰
結
（Folge

）
の
過
程
を
継
起
的
に
示
す
事
で
実
証
し
よ
う
と
し
た
。

　

と
は
い
え
シ
ェ
リ
ン
グ
が
実
際
に
用
い
た
歴
史
は
、
神
話
と
啓
示
（
異

教
と
聖
書
）
で
あ
っ
た
（
そ
の
資
料
以
外
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
利
用

出
来
る
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
が
自
由
に
偶
発
的
に
現
わ
れ
出
た
帰
結
と
し
て

の
歴
史
的
事
実
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
）。

　

し
か
し
我
々
に
は
既
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
実

証
的
事
実
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
再
び
、
絶

対
プ
リ
ウ
ス
が
現
象
し
て
い
る
帰
結
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
歴
史
的
事
実
の
中

に
探
し
て
実
証
す
る
努
力
を
為
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
我
々
は
、
精
神
医
学
と
心
身
医
学
の
歴
史
的

展
開
過
程
の
事
実
の
中
に
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
が
自
由
に
偶
発
的
に
発
現
し

た
意
志
（
ポ
テ
ン
ツ
）
を
、
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
72
） 

無
底
＝
一
切
の
源
泉
・
根
源
・
原
底
。

（
73
） 

宗
教
の
原
理
と
し
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
天
的
）
な<

類
存
在

GattungsSein>

（
母
系
と
父
系
と
の
両
系
をD

oppelw
esen

と
す
る
直

系
祖
先
を
元
と
す
る
無
限
集
合
存
在
と
し
て
の
D
N
A
＝D

oppelhelix–
Struktur der D

N
A

＝
D
N
A
の
二
重
螺ら

旋せ
ん

構
造
）。

　
「
完
成
せ
る
精
神
」
は
、
ア
ル
ケ
ー
と
し
て
は
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ

ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
で
あ
る
が
、
目
的
因
と
し
て
は
、das 

sein Sollende

（
存
在
当
為
者
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
覚
し
た
無
底
（
絶

対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）。
つ
ま
り
、
自
ら
が
何
で

あ
る
か
の
認
識
を
獲
得
し
た
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual 

entity

等
）。

　

無
底
と
「
完
成
せ
る
精
神
」
と
は
同
一
体
で
あ
る
が
、
無
底
（
絶
対
プ

リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
が
未
規
定
（
未
自
覚
）
で
あ
る

の
に
対
し
て
「
完
成
せ
る
精
神
」
は
「
規
定
が
完
了
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

認
識
を
獲
得
し
た
（
即
ち
、
自
覚
し
た
）
無
底
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
無
底
の
側
か
ら
見
れ
ば
「
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual 
entity

等
）
の
自
覚
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
は
、『
大
乗
起
信
論
』
に
お
い
て
、
本ほ

ん

覚が
く

と
始し

覚が
く

と
が
、
同
一

で
あ
る
と
同
時
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
即
ち
、
始し

が
く覚

は
「
は
じ
め
て
さ
と
る
こ
と
」
で
あ
り
「
は
じ
め
て
得

ら
れ
る
さ
と
り
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
さ
と
る
」
の
も
「
さ
と
り

を
得
ら
れ
る
」
の
も
、一
切
衆
生
に
「
さ
と
り
」
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
、

「
一
切
衆
生
に
本
来
備
わ
る
さ
と
り
」
の
こ
と
を
「
本ほ

ん

覚が
く

」
と
い
う
。

　

こ
の
考
え
方
は
「
本
覚
」
と
「
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・

actual entity

等
）」、「
始
覚
」
と
「
完
成
せ
る
精
神
（
自
覚
せ
る
プ
ネ
ウ

マ
＝
無
底
の
自
覚
）」
と
の
関
係
に
通
じ
る
。
た
だ
、始
覚
の
段
階
で
、「
完

成
せ
る
精
神
」の
よ
う
な「
完
全
な
規
定
を
備
え
る
自
覚
」へ
一
挙
に
至
る
、

と
は
限
ら
な
い
（
そ
こ
に
は
幾
多
の
段
階
が
未
だ
介
在
し
て
い
る
と
想
定

さ
れ
る
）
の
で
、
全
く
同
じ
関
係
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

併
し
、
無
底
と
本
覚
が
、
ど
ち
ら
も
先
行
者
と
見
做
さ
れ
、
後
に
発
現

す
る「
完
成
せ
る
精
神
」と「
初
め
て
の
悟
り
と
し
て
の
始
覚
」の
本
体（
原

底
）
と
（
無
底
も
本
覚
も
）
見
做
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
双
方
と
も
同
じ

視
点
（Perspektive

）
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
密
教
の
教
義
で
用
い
ら
れ
る
「
両
部
曼ま

ん
だ
ら

荼
羅
（
両
界
曼
荼
羅
）」

（
大
日
如
来
を
中
心
と
し
た
諸
尊
の
配
置
に
依
る
図
示
）
も

「
母
系
と
父
系
の
祖
先
を
元
と
す
る
無
限
集
合
存
在
の
帰
結
（Folge

）
と

し
て
のExistenz

」
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち

「
胎
蔵
生し

ょ
う

曼
陀だ

羅
」
を
「
母
系
祖
先
を
元
と
す
る
無
限
集
合
存
在
の
帰
結

と
し
て
のExistenz

」

「
金
剛
界か

い

曼
拏だ

羅
」
を
「
父
系
祖
先
を
元
と
す
る
無
限
集
合
存
在
の
帰
結

と
し
て
のExistenz

」
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
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（
こ
こ
で
「
梵
語
：

 

マ
ン
ダ
ラm

an

・d

・ala

」
の
音
写
の
「
だ
」

を
両
部
で
は
「
荼だ

」（
曼
荼
羅
）、
胎
蔵
生し

ょ
うで

は
「
陀だ

」（
曼
陀
羅
）、
金
剛

界
で
は
「
拏だ

」（
曼
拏
羅
）、
と
区
別
し
た
の
は
、「
両
部
を
類
存
在
で
あ

る
プ
ネ
ウ
マ
」「
金
剛
界
を
元
が
父
系
祖
先
で
あ
る
無
限
集
合
」「
胎
蔵

生し
ょ
うを

元
が
母
系
祖
先
で
あ
る
無
限
集
合
」
と
し
て
区
別
す
る
為
で
あ
る
）。

　

そ
し
て
、
両
部
曼
荼
羅
に
共
通
し
て
中
心
に
配
置
さ
れ
る
「
大
日
如
来
」

を
「
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）」
と
捉
え
、

「
両
部
曼
荼
羅
」
を
「
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
の
自
由
な
偶
発
に
依
る
「
な
る
（
為
る
→
成
る
→
生
る
）」
の
帰
結

のExistenz

」
だ
と
捉
え
る
事
が
出
来
る
と
我
々
は
判
断
す
る
。

　

そ
の
よ
う
に
歴
史
的
実
在
の
内
に
、
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・

actual entity

等
）
の
自
由
な
自
発
（
自
己
偶
発
）
に
よ
る
「
な
る
（
為

る
→
成
る
→
生
る
）」の
帰
結
を
探
索
す
る
こ
と
を
方
法
と
し
て
、無
底（
絶

対
プ
リ
ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity
等
）
の
実
在
性
を
立
証
し
よ
う

と
す
る
歴
史
哲
学
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
で
あ
り
、
ま
た
我
々
の

立
場
で
も
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
科
学
（
悟
性
）
の
立
場
で
の
実
証
が
備
わ
る
ま
で
は
、
以

上
の
判
断
は
未
だ
理
念
で
あ
る
か
ら
、
統
制
原
理
を
越
え
て
、
現
象
界
に

適
用
す
る
こ
と
は
越
権
行
為
（
仮
象
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン

グ
の
積
極
哲
学
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
歴
史
的
事
実
だ
け
で
無
底
の
実
在

性
が
立
証
さ
れ
る
、
と
我
々
は
判
断
せ
ず
、
科
学
に
よ
る
実
証
を
待
つ
態

度
を
保
持
す
る
立
場
が
、
我
々
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々

の
立
場
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
の
立
場
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
、学
問
（W

issenschaft, science

）
の
進
展
を
（
勿

論
、
批
判
的
に
で
は
あ
る
が
）
摂
取
す
る
立
場
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そpneum

a

（
プ
ネ
ウ
マ
）
を
、
単
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト

哲
学
独
自
の
「
神
性
と
人
間
的
魂
と
の
類
概
念
（Gattungsbegriff

）」

と
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で<

類
存
在

（GattungsSein

）>

と
も
捉
え
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
時
代
の
数
学
で
は
巧う

ま

く
扱
う
事
が
出
来
な
か
っ
た
「
無
限
」
を
扱
う
集
合
論
的
論
法
、
及
び
分

子
生
物
学
（M

olekularbiologie

）
を
採
り
入
れ
て
、
プ
ネ
ウ
マ
を<

母

系
祖
先
と
父
系
祖
先
を
二
重
の
元
（Elem

ent

）
と
す
る
無
限
集
合
存
在>

と
し
て
のD

oppelhelix-Struktur der D
N

A

（
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
二
重
螺
旋
構

造
）
と
も
捉
え
た
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
我
々
は
再
生
医
療
（regenerative M

edizin

）
や

幹
細
胞
生
物
学
（stem

 cell biology

）
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
分

化
体
細
胞
（
つ
ま
り
分
化
が
完
了
し
た
人
間
の
体
の
細
胞
）
の
脱
分
化

（D
edifferentiation

退
分
化
）
が
、
果
た
し
て
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に

生
起
し
得
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｅ
Ｓ
細
胞
や
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
よ
う
に
、
人

為
的
に
誘
導
し
な
け
れ
ば
、
樹
立
し
得
な
い
の
か
（
即
ち
人
為
的
に
介
入

し
て
「
初
期
化
」
し
な
い
こ
と
に
は
、
人
間
の
分
化
体
細
胞
で
は
脱
分
化

は
自
然
に
は
起
き
な
い
の
か
）
と
い
う
こ
と
も
、
理
念
と
し
て
は<

質
料

因
で
あ
る
存
在
可
能
者
の
他
動
詞
化
を
、
形
相
因
で
あ
る
純
粋
存
在
者
は
、

存
在
可
能
者
元
来
の
自
動
詞
的
な
本
質
へ
と
連
れ
戻
す
こ
と
を
通
じ
て
脱

分
化
再
編
成
（M

etaplasie

）
し
、
そ
の
こ
と
で
プ
ネ
ウ
マ
と
し
て
の
精

神
（Geist

）
に
認
識
即
ち
自
覚
が
新
生
す
る>

と
い
う
こ
と
を
、
シ
ェ
リ

ン
グ
の
積
極
哲
学
か
ら
我
々
は
推
論
出
来
る
が
、
そ
の
理
念
が
、「
悟
り
」

や
「
啓
示
」
と
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
（
細
胞
レ
ベ
ル

で
生
起
し
得
る
化
生
（M

etaplasie 

脱
分
化
再
編
成
）
の
再
生
現
象
が
、

我
々
の
意
識
レ
ベ
ル
で
も
生
起
し
得
る
の
か
）
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が

確
か
め
る
べ
き
「
課
題
（A

ufgabe

）」
で
あ
る
。

　

尚
、
幹
細
胞
や
再
生
医
療
に
関
し
て
は
、
日
本
で
最
初
に
E
S
細
胞
株

の
作
成
方
法
を
樹
立
し
た
中
辻
憲
夫
の
『
幹
細
胞
と
再
生
医
療
』
丸
善
出

版
、
二
〇
一
五
年
参
照
。
中
辻
は
同
書
で
、
S
T
A
P
細
胞
は
、
こ
れ
ま

で
に
知
ら
れ
て
い
る
多
能
性
幹
細
胞
の
作
成
方
法
（
体
細
胞
の
初
期
化
方

法
）
即
ち
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
株
、
Ｅ
Ｇ
細
胞
株
、
ｍ
Ｇ
Ｓ
細
胞
株
、
S
C
N
T-

E
S
細
胞
株
や
i
P
S
細
胞
株
の
作
成
方
法
に
、
も
う
一
つ
の
初
期
化

方
法
が
で
き
た
こ
と
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
世

間
の
多
能
性
幹
細
胞
（
の
作
成
技
法
）
に
関
す
る
誤
解
や
理
解
不
足
を
正

し
て
い
る
（
同
書
の
「
は
じ
め
に
」
i
〜
vii
頁
参
照
）。

（
74
） 

こ
こ
で
意
志
は
、
無
底
が
発
現
し
た
ポ
テ
ン
ツPotenz

と
し
て
の
意
志

で
あ
る
。

（
75
） <

類
存
在
（GattungsSein

）>

は
、
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に
ポ
テ
ン

ツ
と
為な

り
、
さ
ら
に
脱
自
し
て
成な

っ
た
帰
結
のExistenz

と
し
て
は
、
総す

べ

て
の
個
人
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
内
在
す
る
「
母
系
と
父
系
の
直
系
祖
先
を

二
重
の
元（D

oppelelem
ent

）と
す
る
無
限
集
合
存
在
」で
あ
る「
D
N
A

の
二
重
螺ら

せ
ん旋

構
造 

（D
oppelhelix–Struktur der D

N
A

）」
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
。

（
76
） 

真
実
在
と
い
っ
て
も
、
感
覚
器
官
を
通
じ
て
知
覚
さ
れ
る
外
界
及
び
内
界

の
現
象
的
な
存
在
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
真
実
在
は
無
底
（
絶
対
プ
リ

ウ
ス
・
絶
対
無
・actual entity

等
）
で
あ
る
限
り
、
外
界
で
あ
れ
内
界

で
あ
れ
、
我
々
の
感
性
を
越
え
た
実
在
で
あ
る
。
し
か
し
真
実
在
は
、
皆

無
（οὐδέν

ウ
ー
デ
ン
）
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
非
存
在
（
ア
ッ
テ
ィ

カ
方
言
で
はτò μὴ ὄν

ト
・
メ
ー
・
オ
ン;

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
等
で
はτò 

μὴ ἐόν 

ト
・
メ
ー
・
エ
オ
ン
）
と
し
て
、
真
な
る
仕
方
で
実
在
し
て
い
る
、

そ
う
い
う
意
味
で
、
超
感
性
的
な
実
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
真
実
在
は
、

直
接
的
な
仕
方
で
認
識
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ポ
テ
ン
ツ
の
脱
自
を

通
じ
て
、
間
接
的
に
、
つ
ま
り
は
象
徴
的
直
観
を
介
し
て
、
超
越
「
論
」

的
（transzendental

）
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
実
在
で
あ
る
。

（
77
） 「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
の
経
験
論
（Em

pirism
us des A

priorischen

）」

と
い
う
積
極
哲
学
の
規
定
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
経
験
的
な
も
の
の
先
天

主
義
（A

priorism
us des Em

pirischen

）」
と
い
う
消
極
哲
学
の
規
定

に
対
置
し
た
規
定
で
あ
る
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
積
極
哲
学
に
、
ア
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス
（
先
天
主
義
）
と

し
て
は
「em

pirischer A
priorism

us
（
経
験
的
先
天
主
義
）」
と
名
づ

け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
天
的
内
在
）
を
、
経
験
的
に
、

そ
れ
故
に
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
（
後
天
的
）
に
実
証
し
よ
う
と
す
る
学
問

（W
issenschaft

）
だ
か
ら
、
こ
の
方
法
は
可
能
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
消
極
哲
学
を
、
経
験
論
と
し
て
は

「apriorischer Em
pirism

us

（
先
天
的
経
験
論
）」
と
名
づ
け
て
い
る
。

つ
ま
り
経
験
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
天
的
）
に
演
繹
し
よ
う
と
す
る
方
法

の
哲
学
な
の
だ
が
、経
験
は
偶
然
性
を
含
む
の
で
、ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
（
後

天
的
）
に
し
か
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
に
も
拘か

か
わ

ら
ず
予

あ
ら
か
じ

め
総す

べ

て
を
想
定

内
に
収
め
て
演
繹
的
に
実
証
し
よ
う
と
す
る
事
は
、
抑そ

も
そ
も々

不
可
能
で
あ
る
。

だ
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
は
消
極
哲
学
を
「
経
験
論
で
す
ら
な
い
」
と
批
判
す

る
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
消
極
哲
学
と
積
極
哲
学
と
の
簡
潔
な
規
定
と
区
別

に
関
し
て
は
、諸
岡
道
比
古 

訳
『
啓
示
の
哲
学
︱
啓
示
の
哲
学
へ
の
序
論
』

『
シ
ェ
リ
ン
グ
著
作
集
』
5b
、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
八
頁
以
降

参
照
。
但
し
、
諸
岡
はA

priorism
us

を
「
先
験
主
義
」
と
訳
し
て
い
る

が
、
先
験
主
義
はT

ranszendentalism
us

（
或
い
は
超
越
論
）
な
の
で
、

A
priorism

us

（
ア
・
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス
）
は
（T

ranszendentalism
us

と
区
別
し
て
）「
先
天
主
義
」と
訳
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
我
々
はA

priorism
us

を
先
天
主
義
と
訳
し
た
。

　
（
小
学
館
『
独
和
大
辞
典
』
第
二
版
に
は
「A

priorism
us

先
天<

先

験>

主
義
、
先
天
説
、
先
天
的<

先
験
的>

認
識
論
」
と
あ
る
）。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
が
消
極
哲
学
と
積
極
哲
学
を
区
別
し
て
簡
潔
に
規
定
し
て

い
る
箇
所
の
全
文
を
次
に
引
用
す
る
（
強
調
は
原
文
通
り
）。

　
「
最
も
鋭
く
、
最
も
手
短
に
違
い
を
表
現
す
る
と
、
消
極
哲
学
は
先
天

的
な
経
験
論
で
あ
り
、
経
験
的
な
も
の
の
先
天
主
義
で
あ
る
が
、
ま
さ
に

そ
れ
ゆ
え
に
経
験
論
で
す
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
反
対
に
、
積
極
哲
学

は
経
験
的
な
先
天
主
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
積
極
哲
学
は
、
こ
の
哲
学
が
後
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の
も
の
に
よ
っ
て
プ
リ
ウ
ス
を
神
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
実
証
す
る
限

り
で
、
先
天
的
な
も
の
の
経
験
論
で
あ
る
。」

　

ま
た
、
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
強
調
は
原
文
通
り
。
歴
史
的
表
記

seyend
は
現
代
表
記seiend

に
改
め
た
）。

“U
m

 den U
nterschied aufs schärfste und kürzeste 

auszudrücken: die negative Philosophie ist apriorischer 
Em

pirism
us, sie ist der A

priorism
us des Em

pirischen, aber 
eben darum

 nicht selbst Em
pirism

us; dagegen um
gekehrt ist 

die positive Philosophie em
pirischer A

priorism
us, oder sie ist 

der Em
pirism

us des A
priorischen, inw

iefern sie das Prius per 
posterius als Gott seiend erw

eist.

”（SW
, X

III, 130.

）

（
78
） 

た
だ
し
、
こ
の
説
明
順
序
は
、
西
田
幾
多
郎
が
、
判
断
的
一
般
者
か
ら
始

め
て
推
論
式
的
一
般
者
、
自
覚
的
一
般
者
、
叡
智
的
一
般
者
、
行
為
的
一

般
者
、
表
現
的
一
般
者
を
経
て
絶
対
無
へ
至
る
説
明
を
、
論
理
的
に
行
う

場
合
に
採
用
し
た
順
序
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
順
序
は
、
我
々
に
と
っ
て

最
も
近
い
悟
性
（
判
断
的
一
般
者
）
か
ら
始
め
て
理
性
（
推
論
式
的
一
般

者
）、霊
性（
自
覚
的
一
般
者
）、聖
な
る
も
の（
叡
智
的
一
般
者
）、ヌ
ミ
ノ
ー

ゼ
（
行
為
的
一
般
者
）、
神
性
（
表
現
的
一
般
者
）、
般
若
（
絶
対
無
）
へ

と
段
階
的
に
心
霊
上
の
事
実
へ
深
ま
っ
て
行
く
様
子
を
論
理
的
に
説
明
す

る
場
合
に
採
る
道
で
あ
る
。

　
（
純
粋
経
験
の
能
力
と
し
て
の
般
若
と
、
純
粋
理
性
の
能
力
と
し
て
の

理
性
に
関
し
て
は
、
次
の
西
谷
啓
治
の
論
文
「
般
若
と
理
性
」『
西
谷
啓

治
著
作
集
』
第
一
三
巻
、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
三
一
〜
九
五
頁
参
照
。）

　

し
か
し
、
偶
然
性
に
よ
っ
て
自
発
（
自
己
偶
発
）
的
に
発
現
す
る
心
霊

上
の
事
実
の
順
序
は
、
こ
の
全
く
逆
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
絶
対
無
が
真
実
在
し
て
い
る
か
ら
、
表
現
的
一
般
者
も
、
行
為

的
一
般
者
も
、
叡
智
的
一
般
者
も
、
自
覚
的
一
般
者
も
、
推
論
式
的
一
般

者
も
、
判
断
的
一
般
者
も
、
発
見
さ
れ
得
る
し
、
機
能
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
絶
対
無
が
他
の
一
切
の
一
般
者
の
存
在
前
提

と
な
っ
て
い
る
）。

　

こ
の
、「
無
底
→
意
志
→
理
性
」
の
方
向
が
「
心
霊
上
の
事
実
」
で
、

論
理
的
に
説
明
す
る
場
合
の
方
向
で
あ
る「
理
性
→
意
志
→
無
底
」は
、「
事

実
と
は
逆
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
論
証
の
方
向
で
は
あ
り
得
て
も
、
実
践
時

に
現
わ
れ
て
く
る
順
序
と
は
逆
で
、
実
際
に
辿
る
こ
と
が
不
可
能
な
方
向

の
道
で
あ
る
）」。
そ
れ
故
演
繹
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、

実
在
性
を
付
与
し
得
る
実
証
は
、
理
性
か
ら
意
志
、
無
底
と
い
う
方
向
で

は
（
実
際
の
心
霊
上
の
事
実
と
し
て
現
象
し
て
来
る
順
序
と
逆
な
の
で
）

不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
の
序
論
で
、
自
然
概
念
か

ら
自
由
理
念
へ
の
方
向
で
の
「
大
き
な
裂
け
目
」
の
「
架
橋
」
は
不
可
能

だ
が
、
自
由
理
念
か
ら
自
然
概
念
へ
の
方
向
な
ら
ば
「
架
橋
」
は
可
能
だ

と
言
っ
て
い
た
こ
と
と
、
一
致
す
る
。

　
「
自
由
理
念
は
、
自
然
の
理
論
的
認
識
に
関
し
て
何
も
規
定
し
な
い

し
、
自
然
概
念
も
同
様
に
、
自
由
の
実
践
的
法
則
に
関
し
て
何
も
規
定
し

な
い
。
そ
の
限
り
で
、
一
方
の
領
域
か
ら
他
方
の
地
盤
へ
と
橋
を
架
け
渡

す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。 

︱ 

け
れ
ど
も
、
自
由
理
念
に
従
う
原

因
性
の
規
定
根
拠
が
自
然
に
無
く
、
感
性
的
な
も
の
が
主
観
の
内
の
超
感

性
的
な
も
の
を
規
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
こ
の
こ
と
は
、
逆

方
向
で
は
（
自
然
の
認
識
に
関
し
て
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
由
理
念

か
ら
発
し
て
自
然
概
念
に
及
ぶ
帰
結
に
関
し
て
）
可
能
で
あ
り
、
自
由
に

よ
る
原
因
性
の
理
念
の
内
に
既
に
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
原
因
性
の
結
果

は
、
自
由
の
形
式
的
諸
法
則
に
適
合
し
て
、
世
界
の
う
ち
に
生
起
す
べ
き

で
あ
る
。」
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
宇
都
宮 

芳
明 

訳
、
上
巻
、
以
文
社
、

一
九
九
四
年
、七
五
頁
参
照
。（
但
し
「
自
由
概
念
」
は
「
自
由
理
念
」
へ
、

ま
た
「
他
方
の
領
域
」
を
「
他
方
の
地
盤
」
へ
変
更
し
た
。
強
調
は
論
者
）。

（
79
） 「
完
成
せ
る
精
神
（der vollendete

）」
に
於
い
て
は
「
存
在
可
能
者
」
は

「
純
粋
存
在
者
」
の
主
体
（
ポ
テ
ン
ツ
）
と
し
て
機
能
し
て
、
ポ
テ
ン
ツ

を
持
た
な
い
（
そ
れ
故
に
意
志
を
持
た
な
い
）「
純
粋
存
在
者
」
と
相
依

（interdependence

）
関
係
に
あ
る
。

　

け
れ
ど
も「
存
在
可
能
者
」が「
完
成
せ
る
精
神
」の
世
界
を
逸
脱（
脱
自
）

し
て
、
水
平
（
地
平
＝H

orizont

）
次
元
の
、
即
ち
、
異
次
元
の
感
性
の

世
界
へ
（
垂
直
次
元
を
上
昇
し
て
）
単
独
で
存
在
化
し
た
場
合
、こ
の
「
偶

発
」
が
起
動
因
と
し
て
機
能
し
、「
純
粋
存
在
者
」
は
、ポ
テ
ン
ツ
化
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
「
存
在
へ
と
出
て
行
く
能
力
を
与
え
ら
れ
て
、
存
在
可
能
者
化

す
る
」。

　

そ
し
て
「
元
の
相
依
関
係
に
戻
ろ
う
」
と
感
性
の
世
界
に
居
る
「
存
在

可
能
者
」
を
「
完
成
せ
る
精
神
」
の
世
界
に
「
連
れ
戻
し
」
に
「
純
粋
存

在
者
」
が
や
っ
て
く
る
。

（
80
） 

意
志
の
地
盤
（Boden

）
は
理
性
の
領
域
（Gebiet

）
を
越
え
て
い
る
の

で
実
践
「
理
性
」
と
い
う
表
現
は
正
し
く
な
い
。

　

カ
ン
ト
は
理
性
を
広
く
使
い
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
カ
ン
ト
も

ま
た
理
性
の
越
権
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
最
狭
義
と
狭
義
と
広

義
と
最
広
義
と
い
う
四
つ
の
範
囲
を
カ
ン
ト
は
総
て
理
性
（
最
狭
義
の
理

性
、狭
義
の
理
性
、広
義
の
理
性
、最
広
義
の
理
性
）
と
の
み
形
容
し
た
が
、

そ
れ
ら
は
区
別
し
て
異
な
る
名
称
を
与
え
な
け
れ
ば
、
論
理
的
整
合
性
を

欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
81
） 

シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
てGeist

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
も
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
哲
学
で
の
独
自
の
意
味
のpneum

a

で

あ
る
か
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
のGeist

は
「
神
性
（Gottheit

）
と
人
間
的
魂

（m
enschliche Seele

）
と
の
類
概
念
と
な
る
と
い
う
特
性
（Eigenart

）

を
持
つpneum

a

」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の

Geist

は
、
意
志
を
自
己
偶
発
的
に
発
現
し
（
為な

り
＝
行
為
）、
悟
性
を
意

志
か
ら
生
成
・
変
化
し
て
い
る
（
成な

っ
て
い
る
）
源
泉
・
根
源
・
原
底
と

し
て
の
無
底
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。

　

だ
か
ら
こ
そ
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
自
由
論
』
で
ベ
ー
メ
の
無
底
を
藉か

り
て

用
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
シ
ェ
リ
ン
グ
がU

ngrund

を
用
い
な
く
な
っ
た
の
は
、
ベ
ー
メ
の
無
底
か
ら
離
れ
た
り
、U

ngrund

を
捨
て
た
か
ら
で
は
な
く
「pneum

a

と
し
て
のGeist
」
の
原
底
が
「
無

底
（U

ngrund

）」
で
あ
り
、
双
方
に
は
同
一
性
が
保
た
れ
る
と
考
え
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
若
い
頃
に
発
見
し
たpneum

a

の

（
類
存
在
（<GattungsSein>

＝<

母
系
（
質
料
因
）
と
父
系
（
形
相
因
）

と
の
二
重
存
在
体D

oppelw
esen

＝
遺
伝
情
報
を
元
（Elem

ent
）
と
す

る
無
限
集
合
存
在>

）
と
し
て
の
）
意
味
をGeist

と
し
て
使
い
、
神
智

学
的
な
色
彩
の
強
い
無
底
を
（
自
ら
の
立
場
を
観
神
論
と
区
別
す
る
為
に

も
）避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う（
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ベ
ー

メ
等
の
神
智
学
や
観
神
論
を
、
自
ら
の
積
極
哲
学
と
、
ど
の
よ
う
に
区
別

し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
諸
岡 

道
比
古 

訳
『
啓
示
の
哲
学
』
シ
ェ
リ

ン
グ
著
作
集
5b
、
燈
影
舎
、
二
〇
〇
七
年
、
特
に
一
三
六
頁
前
後
を
参
照
）。

　

と
は
い
え
、
シ
ェ
リ
ン
グ
がU

ngrund

と
い
う
概
念
を
用
い
な
く
な
っ

た
最
大
の
理
由
は
、
ベ
ー
メ
の
「
無
底
」
で
も
未
だ
「（
神
す
ら
も
そ
こ

か
ら
発
現
す
る
、
そ
れ
自
身
は
、
も
は
や
い
か
な
る
根
底
を
も
持
た
な
い
）

一
切
の
源
泉
・
根
源
・
原
底
」
か
ら
被
制
約
者
（das Bedingte

）
が
発
現
・

生
成
す
る
説
明
が
不
十
分
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ベ
ー
メ
の
無
底
で
は
不
十
分
だ
と
思
っ
た
意
志
︱
形

而
上
学
の
問
題
の
解
決
を
積
極
哲
学
で
果
た
そ
う
と
し
た
。

　

そ
し
て
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
（SW

, X
III, 127.

）
と
し
て
の
無
底
を
（
い

か
に
「
絶
対
の
体
験
性
は
同
時
に
体
験
の
絶
対
性
で
あ
る
」
と
雖い

え
ども

、
体

験
や
経
験
は
、
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
で
あ
り
、
個
人
的
な
も
の
で
し
か
あ

り
得
な
い
の
で
、
客
観
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
）

そ
の
偶
発
（
為な

る
）・
脱
自
（
成な

る
）・
新
生
（
生な

る
）
の
総
過
程
（ganzer 

Prozeß

）
の
継
起
的
な
帰
結
を
、
歴
史
的
事
実
（Existenz

）
の
中
で
実

証
す
る
方
法
を
目
的
と
し
て
明
確
化
す
る
積
極
哲
学
を
、
消
極
哲
学
に
対
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置
し
て
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
、
と
我
々
は
捉
え
る
。

　

そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
世
界
生
成
論
（D

ie W
eltalter

）』
草
稿

（
一
八
一
一
〜
一
八
一
五
年
）
等
を
経
て
、
ま
ず
最
初
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大

学
で
、初
め
て
の『
啓
示
の
哲
学
』を
講
義
し
た（
一
八
三
一
／
三
二
年
）後
、

続
け
て
一
八
三
二
／
三
三
年
に
「
積
極
哲
学
の
基
礎
付
け
（Grundlegung 

der positive Philosophie

）」
を
講
義
し
、
後
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
『
啓

示
の
哲
学
』
の
第
一
部
の
序
論
（
と
し
た
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
息
子
が
編

集
し
た
最
初
の
シ
ェ
リ
ン
グ
全
集
で
は
編
集
さ
れ
る
）「
啓
示
の
哲
学
へ

の
序
論
、
即
ち
、
積
極
哲
学
の
樹
立
（Einleitung in die Philosophie 

der O
ffenbarung oder Begründung der positive Philosophie

）」

（
こ
の
邦
訳
が
前
掲
の
諸
岡
道
比
古
の
訳
書
で
あ
る
）
を
も
通
じ
て
、
ベ
ー

メ
が
洞
察
し
た
無
底
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
で
も
あ
り
、
絶
対
無
で
も
あ
り
、

actual entity

で
も
あ
る
永
遠
の
「
無
」）
か
ら
、
如
何
に
し
て
「
有
（
ま

た
は
被
造
物das Geschöpf

）」
が
自
発
的
・
自
己
偶
発
的
に
発
現
す
る

（
為な

る
）
の
か
、
と
い
う
問
い
（Frage

）
に
応
え
よ
う
と
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
な
答
え
（
回
答A

ntw
ort

）

を
与
え
た
。

　

即
ち
、
消
極
哲
学
の
最
終
的
な
結
論
と
し
て
は
、
始
原
（causa 

effi
ciens

）
と
し
て
の
ア
ル
ケ
ー
（
＝
絶
対
プ
リ
ウ
ス
）
が
、ポ
テ
ン
ツ
（
意

志
）
と
し
て
は
、
質
料
因
（causa m

aterialis

）
と
し
て
の
存
在
可
能
者

（das sein K
önnende

）
と
、
形
相
因
（causa form

alis

）
と
し
て
の
純

粋
存
在
者
（das rein Seiende

）
を
、
二
重
存
在
体
（D

oppelw
esen

）

と
し
て
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
離
れ
難
き
紐
帯
で
結
ば
れ
て
い
る
二
重
の

原
可
能
性
（U

rm
öglichkeit

）
が
、
目
的
因
（causa finalis

）
と
し
て

の
存
在
当
為
者
（das sein Sollende

）
を
目
指
し
（
こ
の
過
程
が
完
遂

さ
れ
た
時
に
結
実
す
る
の
が
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
（
完
全
現
実
態
＝
実
現
態

＝
完
成
態
＝
円
現
）
で
あ
る
）、こ
れ
ら
の
「
ア
ル
ケ
ー
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
）

と
存
在
可
能
者
と
純
粋
存
在
者
と
存
在
当
為
者
」
は
全
体
と
し
て
一
つ
の

「
完
成
せ
る
精
神
（der vollendete Geist

）」
で
あ
る
、
と
い
う
（
消
極

哲
学
の
）
最
終
結
論
が
得
ら
れ
る
、
と
回
答
し
た
。

　

そ
し
て
質
料
因
と
し
て
の
存
在
可
能
者
も
、
形
相
因
と
し
て
の
純
粋
存

在
者
も
、
共
にcausa effi

ciens

と
し
て
の
ア
ル
ケ
ー
で
あ
る
か
ら
、
存

在
可
能
者
は
起
動
因
（causa effi

ciens

）
と
し
て
脱
自
す
る
能
力
を
持
っ

て
お
り
、
純
粋
存
在
者
は
作
用
因
（causa effi

ciens

）
と
し
て
元
の
紐
帯

へ
連
れ
戻
す
働
き
を
為
し
得
る
（
た
だ
し
純
粋
存
在
者
は
本
来
ポ
テ
ン
ツ

を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
存
在
可
能
者
が
紐
帯
を
破
っ
て
単
独
で
（
叡

智
界
の
垂
直
次
元
を
上
昇
し
て
、
異
次
元
の
水
平
次
元
の
現
象
界
へ
）
存

在
化
（
表
象
化
）
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
純
粋
存
在
者
は
、
存
在
可
能
者

を
連
れ
戻
す
と
い
う
役
割
だ
け
を
担
う
ポ
テ
ン
ツ
を
与
え
ら
れ
て
、
純
粋

存
在
者
も
、
存
在
可
能
者
を
（
連
れ
戻
す
為
だ
け
に
）
追
い
か
け
て
、
叡

智
界
の
垂
直
次
元
を
上
昇
し
て
、
異
次
元
の
水
平
次
元
の
現
象
界
へ
存
在

（
表
象
）
化
す
る
）。

　

そ
し
て
、
逸
脱
し
た
存
在
可
能
者
を
、
ア
ル
ケ
ー
で
は
保
持
さ
れ
て
い

た
紐
帯
へ
、
純
粋
存
在
者
が
連
れ
戻
し
た
時
、
存
在
可
能
者
も
純
粋
存
在

者
も
、感
性
が
直
観
し
得
る
表
象
と
し
て
発
現
す
る
の
で
、ア
ル
ケ
ー
（
絶

対
プ
リ
ウ
ス
）
は
、
意
志
を
通
じ
て
、
感
性
の
直
観
に
よ
り
、
間
接
的
に

認
識
さ
れ
、
存
在
当
為
者
た
る
自
覚
者
（
啓
示
を
受
け
た
者
、
覚
者
＝
自

己
自
身
を
認
識
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
し
た
絶
対
プ
リ
ウ
ス
＝
絶
対
プ

リ
ウ
ス
の
自
覚
）
と
生な

る
（
新
生
す
る
、
或
い
は
結
実
す
る
）
と
い
う
継

起
的
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
を
、シ
ェ
リ
ン
グ
は『
啓
示
の
哲
学
』で
解
明
し
た
、

と
我
々
は
捉
え
る
。

　

そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
消
極
哲
学
の
最
終
的
な
結
論
で
あ
る
「
完
成
せ

る
精
神
」
を
、積
極
哲
学
の
「
出
発
点
」
と
し
て
、「
完
成
せ
る
精
神
」
が
、

歴
史
的
な
事
実
の
中
で
、
ア
ル
ケ
ー
（
絶
対
プ
リ
ウ
ス
）
の
発
現
（
行
為

＝
為な

る
）
→ 

変
化
（
脱
自
＝
成な

る
）
→ 

結
実
（
復
元
ま
た
は
新
生
＝
生な

る
）

の
総
過
程（ganzer Prozeß

）の
帰
結（Folge

）と
し
て
実
在（Existenz

）

し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
消
極
哲
学
の
結
論
で
あ
る

「
完
成
せ
る
精
神
」に
実
在
性
を
与
え
て
、実
証
す
る
課
題（A

ufgabe

）を
、

積
極
哲
学
に
与
え
た
。

　

こ
の
積
極
哲
学
の
基
礎
付
け
に
よ
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
哲
学
史
上
初

め
て
、
宗
教
の
最
深
の
原
理
を
、
科
学
の
最
新
の
方
法
の
中
で
実
証
す
る

道
を
与
え
た
哲
学
者
と
成
っ
た
、
と
我
々
は
判
断
す
る
。

（
82
） 

絶
対
プ
リ
ウ
ス
（das absolute Prius

）
は
「
存
在
へ
運
動
す
る
如
何

な
る
必
然
性
も
持
た
な
い
も
の
（das keine N

otw
endigkeit hat in 

das Sein sich zu bew
egen.

）」（SW
, X

III, 127

）
で
あ
る
。
ま
た
絶

対
プ
リ
ウ
ス
が
存
在
へ
移
行
す
る
の
は
「
自
由
な
行
為
の
帰
結
で
の
み
あ

り
う
る
（kann nur Folge einer freien T

at sein.

）」（ebd.

）。
そ
し

て
自
由
な
行
為
の
帰
結
と
し
て
存
在
へ
絶
対
プ
リ
ウ
ス
が
移
行
し
た
時
に

の
み
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
純
粋
に
経
験
的
に
認
識

さ
れ
得
る
も
の
と
成
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
プ
リ
ウ
ス
の
認
識
は
絶
対
プ

リ
ウ
ス
の
自
由
な
行
為
、
つ
ま
り
我
々
か
ら
は
自
発
（
自
己
偶
発
）
と
捉

え
ら
れ
る
発
現
に
よ
っ
て
の
み
認
識
の
範
囲
内
に
入
っ
て
く
る
も
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
絶
対
プ
リ
ウ
ス
は
ポ
テ
ン
ツ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
ポ
テ
ン

ツ
（Potenz

）」
は
絶
対
プ
リ
ウ
ス
と
は
逆
に
「
非
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、

そ
れ
は
存
在
へ
移
行
す
る
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
（als nicht seiendes 

hat sie die N
otw

endigkeit in das Sein überzugehen

）」
の
で
、

ポ
テ
ン
ツ
は「
単
な
る
相
対
プ
リ
ウ
ス（bloß relatives Prius

）」で
あ
る
。

　

つ
ま
り
因
果
律
に
支
配
さ
れ
て
存
在
へ
移
行
す
る
必
然
性
を
持
つ
非
存

在
が
ポ
テ
ン
ツ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
絶
対
プ
リ
ウ
ス
は
、
因
果
律
に

支
配
さ
れ
ず
、
自
由
で
あ
る
の
で
、
自
発
も
し
く
は
自
己
偶
発
と
し
て
し

か
現
象
し
得
な
い
。
即
ち
自
発
（
自
己
偶
発
）
す
る
も
の
は
絶
対
プ
リ
ウ

ス
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
発
（
自
己
偶
発
）
を
主
体
（
ロ
ゴ
ス
）
と
す
る

哲
学
は
絶
対
プ
リ
ウ
ス
を
出
発
点
と
す
る
哲
学
で
あ
り
、そ
し
て
自
発
（
自

己
偶
発
）
と
し
て
発
現
し
生
成
し
た
意
志
に
よ
っ
て
間
接
的
に
絶
対
プ
リ

ウ
ス
の
実
在
を
実
証
す
る
の
が
積
極
哲
学
で
あ
る
。

（
83
） SW

, X
III, 127.

（
84
） 

関
口
存
男
に
よ
れ
ば
、
話
法
助
動
詞können

に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
。

（
１
）
基
本
的
意
味
：
能
・
不
能

（
２
）
事
実
的
可
能
性
：「
云う

ん
ぬ
ん々

す
る
惧お

そ

れ
あ
り
」

（
３
）
論
理
的
可
能
性
：「
云
々
か
も
し
れ
な
い
」

（
４
） 

習
性
：「
よ
く
〜
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
」（
特
に
過
去
形konnte, 

konntest

等
、
英
語
のw

ould

）

（
５
）  

可
能
性
に
対
す
る
不
審
・
不
満
・
驚
嘆
、
そ
の
他
の
感
情
を
表
現

す
る

（
６
）  「
ま
あ
好よ

か
ろ
う
」「
結
構
だ
」「
ど
う
で
も
よ
い
」「
あ
た
り
ま
え
だ
」

等
の
意
の
句
に
は
習
慣
的
にkönnen

を
用
い
る

（
７
）  m

üssen

（
〜
ね
ば
な
ら
ぬ
、
〜
せ
よ
）
の
代
り
に
皮
肉
にkönnen

を
用
い
る
（
通
俗
）

（
８
）「
或
る
事
実
を
確
認
す
る
」
意
味
の
場
合
に
は
習
慣
的
にkönnen

を
用
い
る
（
日
本
語
で
は
訳
さ
な
い
）

　
『
改
訂 

新
獨
逸
語
文
法
教
程 Neue Deutsche Gram

m
atik

』『
関
口
存
男 

著

作
集
』ド
イ
ツ
語
学
編
一
三
、三
修
社
、一
九
九
四
年
、二
三
七
〜
二
三
九
頁
参
照
。

（
85
） 

存
在
可
能
者
と
純
粋
存
在
者
と
が
双
極
的
な
相
依
関
係
（
双
極
的
相
依
性
）
で

あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
認
識

＝
存
在
論 

︱
両
者
の
立
場
と
し
て
の
双
極
的
相
依
性
の
共
通
点
と
相
違
点
︱
」

『
プ
ロ
セ
ス
思
想
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
一
〜
一
九
五
頁
参
照
。

（
86
） 「
中
動
態
」
を
我
々
は
「
シ
ェ
リ
ン
グ
が
完
成
せ
る
精
神
で
規
定
し
た
意

味
に
於
け
る
純
粋
存
在
者
（das rein Seiende

）
を
示
す
動
詞
相
」
と
捉

え
る
。

（
87
） 「
中
動
態
と
セ
ッ
ト
の
能
動
態
」
を
我
々
は
「
シ
ェ
リ
ン
グ
が
完
成
せ
る
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精
神
で
規
定
し
た
意
味
に
於
け
る
存
在
可
能
者
（das sein K

önnende

）

を
示
す
動
詞
相
」
と
捉
え
る
。

（
88
） 
単
に
理
性
的
推
論
に
よ
っ
て
消
極
哲
学
的
に
「
構
成
す
る

（konstituieren

）」
だ
け
で
は
な
く
、同
時
に
叡
智
的
直
観
に
よ
っ
て
「
統

制
す
る
（regulieren

）」
こ
と
を
も
（
自
発
や
自
己
偶
発
を
掬す

く

い
上
げ

る
こ
と
で
）
含
め
、
積
極
哲
学
的
に
宗
教
の
原
理
に
よ
っ
て
脱
分
化
再
編

成
す
る
意
味
で
、「
化
生
（M

etaplasie

特
に
進
行
性
化
生progressive 

M
etaplasie

）」
を
用
い
る
。

（
89
） 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
脱
自
を
得
る
方
法
に
関
し
て
は
、

教
え
る
者
は
単
に
脱
自
を
確
認
す
る
為
の
指
示
を
与
え
得
る
だ
け
で
、
後

は
個
々
人
が
自
ら
脱
自
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
こ
で
丁
度
良
い
機
会
な
の
で
次
の
よ
う
な
注
意
を
し
て
お
こ
う
。

即
ち
、
真
の
始
ま
り
を
持
た
な
い
思
惟
は
如
何
な
る
終
り
も
持
ち
得
な
い
、

と
。
し
か
し
、
真
な
る
始
ま
り
は
思
惟
で
は
な
い
。
つ
ま
り
始
ま
り
の
限

界
点
（der term

inus a quo

）
は
、
か
の
最
高
存
在
を
対
象
と
す
る
非

思
惟
（das nicht D

enken

）
で
あ
る
（
こ
こ
で
「
か
の
最
高
存
在
」
と

は
、「
悟
性
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、悟
性
が
沈
黙
し
、

そ
れ
を
認
識
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
悟
性
が
認
識
す
る
当
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
第
一
の
存
在
は
人
が
自
分
自
身
か
ら
打
っ
て
出
て
行
く
場
合
に

は
認
識
さ
れ
ず
、
自
分
自
身
の
内
に
沈
潜
し
て
い
る
場
合
に
の
み
認
識
さ

れ
る
」
も
の
。U

PhO
, S. 74

）。
し
か
し
正ま

さ

に
こ
の
こ
と
か
ら
私
が
思
い

起
す
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
言
葉
を
作
り
出
す
こ
と
は
適

当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
が
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、

こ
の
原
理
を
確
認
す
る
為
の
指
示
の
み
で
あ
る
。—

 

そ
し
て
、
人
は
自
ら

を
、
学
ん
で
い
る
者
達
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（U

PhO
, S. 74 f. 

括
弧
内
は
論
者
の
補
足
）

（
90
） 

自
然
（
ピ
ュ
シ
スφ

ύσις

）
を
対
象
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
の
哲

学
に
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
主
観
性
を
導
入
し
て
以
来
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が

激
し
く
動
揺
す
る
こ
と
に
な
り
、そ
れ
以
来
西
洋
の
哲
学
は
、存
在
（
ピ
ュ

シ
ス
或
い
はSein

）
と
主
観
性
（Subjektivität

）
と
い
う
二
大
原
理
の

抗
争
の
歴
史
と
し
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、

日
下
部 

吉
信
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
：
初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
及
び
、
日
下
部 

吉
信
『
講
演
集
：
ハ
イ

デ
ガ
ー
と
西
洋
形
而
上
学
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
五
年
参
照
。

（
京
都
大
学
大
学
院 

博
士
後
期
過
程
）


