
              

要
旨 本

稿
は
、
神
山
伸
弘
「
学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」
―
―
（
そ
の

一
）
第
一
段
落
～
第
十
二
段
落
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
五

年
、
十
九
～
五
五
頁
、
同
「
（
そ
の
二
）
第
十
三
段
落
～
第
十
九
段
落
」
同
第
五
一
号
、
二
〇
一

六
年
、
十
七
～
四
一
頁
、
同
「
（
そ
の
三
）
第
二
十
段
落
～
第
二
五
段
落
」
同
第
五
二
号
、
二
〇

一
七
年
、
一
～
二
三
頁
、
の
続
編
で
あ
る
。 

以
下
に
本
号
ま
で
の
内
容
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。 

 

一
．
は
じ
め
に 

二
．
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
容
目
次 

               

三
．
「
序
文
」
の
検
討
―
―
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

㈠ 

真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
の
真
の
形
態
は
学
問
的
な
シ
ス
テ 

ム
で
あ
る
。 

㈡ 

精
神
の
い
ま
の
立
場 

 
 

 
 

（
以
上
第
五
〇
号
） 

㈢ 

形
式
主
義
に
反
し
て
、
原
理
は
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い 

㈣ 

絶
対
的
な
も
の
は
主
語
で
あ
る
が
、 

㈤ 
主
語
は
な
に
で
あ
る
か
。（
第
十
九
段
落
ま
で
第
五
一
号
、
第
二
〇
段
落
以
降
第
五
二
号
） 

㈥ 

知
の
エ
レ
メ
ン
ト 

第
二
六
段
落
が
も
つ
論
理
構
造
を
透
明
化
す
る
必
要
性
。「
純
粋
な
自
己
認
識
」
の
場
面
＝
「
絶

対
的
に
他
で
あ
る
こ
と
」
。「
純
粋
な
自
己
認
識
」
＝
「
エ
ー
テ
ル
」
の
哲
学
的
考
察
。「
純
粋
な

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
五
三
号 

（
二
〇
一
八
年
三
月
十
五
日
） 

 

学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」 

 
 

 
 

 

―
―
（
そ
の
四
）
第
二
六
段
落 

D
ie »Vorrede« der Phänom
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 4. §26 
   

神
山  

伸
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自
己
認
識
」
＝
「
エ
ー
テ
ル
」
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
起
源
。「
エ
ー
テ
ル
」
理
解
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
的

段
階
と
し
て
の
「
普
遍
態
」
。「
エ
ー
テ
ル
」
は
精
神
・
イ
エ
ス
・
父
の
依
代
で
あ
る
。「
ゴ
ル
ゴ

タ
の
丘
」
と
の
対
応
。
「
哲
学
の
〈
は
じ
ま
り
〉
」
と
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
の
関
係
。
最
初
か

ら
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
「
単
純
な
直
接
態
」
が
も
つ
〈
折
れ
返
り
〉

の
度
数
。「
学
問
」
が
わ
の
「
希
求
」
と
「
個
体
」
が
わ
の
「
権
利
」。「
個
体
」
の
「
絶
対
的
な

自
立
態
」
と
「
直
接
的
な
確
信
」
に
架
け
る
「
梯
子
」
。「
梯
子
」
外
し
に
よ
る
「
学
問
」
と
「
意

識
」
の
相
互
顚
倒
。
非
自
己
意
識
的
な
「
意
識
」
と
し
て
の
「
自
然
な
意
識
」
。「
自
然
な
意
識
」

の
「
自
己
意
識
」
が
「
直
接
的
な
自
己
意
識
」
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
以
上
本
号
） 

 

㈥ 

知
の
エ
レ
メ
ン
ト 

第
二
六
段
落
が
も
つ
論
理
構
造
を
透
明
化
す
る
必
要
性 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」
第
二
六
段
落
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、

二
つ
の
こ
と
を
見
透
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に

は
、
そ
の
議
論
の
論
理
構
造
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
と
り
わ
け
、

「
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
、
実
在
の
よ
う
に
も
、
た
ん
な
る
表
象
の
よ
う
に
も
と
れ
る

も
の
の
正
確
な
理
解
で
あ
る
。 

こ
の
う
ち
、
前
者
、
す
な
わ
ち
論
理
構
造
を
整
理
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
き
わ

め
て
初
歩
的
な
こ
と
で
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
あ
ら
た
め
て
示
す
ま

で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
的
想
定
が
織
り
込
ま
れ

て
議
論
が
進
行
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
筋
を
見
失
う
可
能
性
が
大
き
い
。「
エ
ー
テ
ル
」

の
提
示
と
い
っ
た
透
明
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
段
落
の
論
理
構
造
が

混
濁
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
、
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。 

本
段
落
の
―
―
「
エ
ー
テ
ル
」
論
を
中
心
と
す
る
―
―
実
質
的
な
検
討
に
先
立
ち
、

論
理
構
造
の
骨
格
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
、
そ
の
理
解
を
透
明
に
す
る
た
め

の
手
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。 

十
五
文
か
ら
な
る
比
較
的
に
長
い
こ
の
段
落
は
、
次
の
よ
う
に
分
節
化
し
て
み
る

と
、
そ
の
主
張
が
簡
明
的
確
に
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、

箇
条
書
き
し
て
み
る
。 

 

⑴ 

「
絶
対
的
な
〈
他
の
あ
り
方
〉
の
う
ち
に
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」（
＝

エ
ー
テ
ル
）
が
、「
学
問
」
の
「
根
拠
」
で
あ
る
（
第
一
文
・
第
二
文
）
。「
こ
の

エ
レ
メ
ン
ト
」
は
、
「
純
粋
な
精
神
態
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
直
接
態
」
で

あ
る
と
と
も
に
「
折
れ
返
り
」
で
あ
る
（
第
三
文
～
第
五
文
）
。 

⑵ 

「
学
問
」
は
、
「
自
己
意
識
」
が
「
学
問
」
の
「
エ
ー
テ
ル
」
に
ま
で
高
ま

る
よ
う
要
求
す
る
が
、
「
個
体
」
は
、
そ
こ
に
ま
で
高
ま
る
「
梯
子
」
を
要

求
す
る
（
第
六
文
・
第
七
文
）
。
そ
の
よ
う
に
要
求
す
る
「
個
体
の
権
利
」
は
、

「
個
体
の
絶
対
的
な
自
立
態
」
、「
個
体
」
が
「
直
接
的
な
確
信
を
持
つ
」
こ

と
か
ら
く
る
（
第
八
文
）
。 

⑶ 

「
対
象
的
な
〈
も
の
〉
」
と
の
「
対
立
」
で
「
み
ず
か
ら
を
知
る
」（
⑴
の
論

理
参
照
）
こ
と
を
否
定
す
る
と

、
、
、
、
、
、「
学
問
」
は
「
意
識
」
の
「
彼
岸
」「
顚
倒
」

「
逆
立
ち
」
で
あ
る
（
第
九
文
～
第
十
一
文
）
。「
直
接
的
な
自
己
意
識
」
が
「
現

実
態
の
原
理
」
だ
か
ら
、
こ
れ
と
は
別
に
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す

る
」「
学
問
」
の
ほ
う
が
「
非
現
実
態
の
形
式
」
を
と
る
の
で
、
そ
の
と
き
、

20



学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 

「
学
問
」
は
、
「
そ
れ
自
体
」
「
目
的
」
「
内
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
精
神
」

で
は
な
い
（
第
十
二
文
～
第
十
四
文
）
。 

⑷ 
「
学
問
」
は
、
「
自
己
意
識
を
学
問
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（
第
十
五
文
）
。 

 

こ
の
う
ち
⑶
は
、
「
学
問
」
が
「
非
現
実
態
」
と
し
て
無
意
味
化
す
る
脇
道
を
戒

め
る
も
の
だ
か
ら
、
お
も
な
論
脈
か
ら
外
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
分
節
的
理
解
を
も
と
に
本
段
落
を
さ
ら
に
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

「
絶
対
的
な
〈
他
の
あ
り
方
〉
の
う
ち
に
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」（
＝
エ

ー
テ
ル
）
が
「
学
問
」
の
「
根
拠
」
だ
が
、「
個
体
」
は
、「
絶
対
的
な
自
立
態
」

や
「
直
接
的
な
確
信
を
持
つ
」
の
で
、「
学
問
」
に
ま
で
高
ま
る
「
梯
子
」
を
要

求
す
る
。
だ
か
ら
、
「
学
問
」
は
、
こ
れ
に
応
え
て
、
「
自
己
意
識
を
学
問
と
一

つ
の
も
の
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
今
日
の
大
学
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
要
請
を

聴
く
よ
う
な
風
情
に
も
な
っ
て
く
る
。 

そ
れ
は
そ
う
と
、
こ
の
議
論
の
前
提
と
な
る
の
は
、
「
学
問
」
と
「
自
己
意
識
」

と
は
相
反
し
う
る
―
―
と
い
う
よ
り
は
直
接
的
に
は
相
反
し
て
い
る
―
―
、
と
い
う

認
識
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
学
問
」
と
た
ん
な
る
「
自
己
意
識
」
と
は
、

水
準
が
違
う
、
水
と
油
だ
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
単
純
に
是
認

し
て
胡
坐
を
か
く
と
、
こ
ん
ど
は
「
学
問
」
の
担
い
手
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

当
然
な
が
ら
、「
学
問
」
の
担
い
手
は
、「
自
己
意
識
」
以
外
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
も
、「
自
己
意
識
」
抜
き
に
で
も
「
学
問
」
を
担
い
う
る
者
が
い
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
Ａ
Ｉ
の
ご
と
く
あ
ら
か
じ
め
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
盲
従

者
・
事
大
主
義
者
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
で
は
、
そ
れ
ら
の
水
準
の
違
い
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
一
体
に
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
を
接
合
す
る
も

の
と
し
て
現
れ
る
の
が
「
エ
ー
テ
ル
」
な
の
で
あ
る
。 

「
純
粋
な
自
己
認
識
」
の
場
面
＝
「
絶
対
的
に
他
で
あ
る
こ
と
」 

で
は
、
「
エ
ー
テ
ル
」
の
役
割
の
予
想
が
立
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
二
六
段
落
の
実

質
的
な
検
討
に
入
っ
て
い
こ
う
。 

そ
の
冒
頭
の
「
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
前
段
落
第
二
五
段

落
第
五
文
で
「
純
粋
な
概
念
」
に
言
及
し
た
こ
と
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
「
純
粋
な
概
念
」
が
「
自
己
産
出Selbsterzeugen

」
を
す
る
働
き
を
有
す
る

も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
さ
い
の
「
自
己
産
出
」
と
は
、「
対

象
の
精
神
的
な
内
容
が
対
象
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
て
（erzeugt

）
い
る
」

と
い
う
含
意
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
、
「
対
象
」
は
「
純
粋
な
概
念
」

で
あ
る
か
ら
、《
概
念
が
概
念
を
産
出
す
る
》
こ
と
が
「
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」

だ
と
い
え
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
「
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」
が
な
さ
れ
る
場
面
を
「
絶

対
的
に
〈
他
で
あ
る
こ
とAndersseyn

〉
」
だ
と
指
定
す
る
。
前
段
落
第
二
文
に
お

い
て
、
〈
他
で
あ
る
こ
と
〉
は
、
「
精
神
的
な
も
の
」
で
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
が

規
定
態
を
有
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
〈
他
で
あ
る
こ
と
〉
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が
「
絶
対
的
に
」
と
形
容
さ
れ
る
の
は
、「
精
神
的
な
も
の
」
で
あ
る
「
現
実
的
な
も

の
」
が
同
文
で
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、〈
相
対
的
な

も
の
〉
で
は
な
い
か
ら
だ
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
が
、
前
段
落
第
一

文
で
、「
絶
対
的
な
も
の
を
精
神
と
し
て
言
明
す
る
表
象
」
に
言
及
す
る
こ
と
に
直
結

し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
。
こ
こ
で
は
、「
表
象
」
で
あ
っ

て
「
概
念
」
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
表
象
」
を
「
概
念
」
に
変
え
る
こ
と
自
身
が
学

問
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
第
三
三
段
落
以
降
に
示
す
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
精
神
」
と
「
現
実
」
と
「
絶
対
」
は
相
携
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

「
純
粋
な
自
己
認
識
」
＝
「
エ
ー
テ
ル
」
の
哲
学
的
考
察 

「
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」
は
、
「
エ
ー
テ
ル
（Aether

）
そ
の
も
の

、
、
、
、
（als 

solches

）
」（
強
調
は
原
文
）
に
比
せ
ら
れ
る
。 

こ
の
「
エ
ー
テ
ル
」
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
由
来
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
に
込

め
ら
れ
た
意
味
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自

体
で
大
き
な
探
求
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
古
来
よ
り
語
ら
れ
る
「
エ
ー
テ

ル
」
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
注
目
し
た
の
も
、
人
び
と
の
表
象
に
広
く

訴
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
、
彼
ら
は
、

自
然
学
の
領
域
の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。

（1 ）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
な
に
か
神
的
な
も
の
が
存
在
す
る
」
場
と
し
て
「
エ
ー

テ
ル
」
に
言
及
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ま
ず
、
人
び
と
の
伝
承
の
確
認
で

あ
っ
た
。「
エ
ー
テ
ル
」
と
「
神
的
な
も
の
」
と
を
結
合
さ
せ
る
表
象
に
埋
没
す
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
に
哲
学
的
考
察
の
本
質
的
な
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
を
論
ず
る
こ
の
場
で
は
、
彼
が
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
を
「
エ
ー
テ
ル
」

だ
と
す
る
さ
い
に
な
に
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
に
迫
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
純
粋
な
自
己
認
識
」
と
い
う
こ
と
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
表
象
的
に
語
る
神
的
観

照
に
短
絡
さ
せ
る
の
で
は
、
な
お
不
足
の
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

金
子
武
蔵
の
よ
う
に
、
「
エ
ー
テ
ル
な
る
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、「
学
」
が
常
識
よ

り
も
は
る
か
に
高
次
で
あ
る
こ
と
を
指
し
」（
金
子
訳
、
四
七
〇
頁
）
て
い
る
と
す
る
の

で
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
と
ほ
ど
左
様
か
も
し
れ
な
い
が
、
常
識
と
哲
学
的
意
識
と
の
断

絶
に
傾
く
解
釈
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
で
「
エ
ー
テ
ル
」
を
も
ち
だ
す
ヘ
ー
ゲ
ル

の
意
図
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の

が
、
我
々
の
主
張
で
あ
る
。 

「
純
粋
な
自
己
認
識
」
＝
「
エ
ー
テ
ル
」
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
起
源 

ヘ
ー
ゲ
ル
が
認
識
と
「
エ
ー
テ
ル
」
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
と
の
交
友
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
は
、
そ
の
詩
「
パ
ン
と
ワ
イ
ン
」（2 ）

に
お
い
て
、
永
遠
の
「
父
」
を
「
エ
ー
テ

ル
」
と
み
な
す
（
第
六
五
行
）
。
こ
こ
で
「
父
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
〈
父
な

る
神
〉
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
由
来
の
「
エ
ー
テ
ル
」
が
そ
れ
に
重
ね
ら
れ
る
。 

こ
の
「
エ
ー
テ
ル
」
が
「
純
粋
に
自
己
認
識
す
る
こ
と
」
の
換
喩
で
あ
り
う
る
の

は
、
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
了
解
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
第
十
四
章
第
六
・
七
節
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。『
わ

た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
命
（Leben

）
で
あ
る
。
わ
た
し
を
通
ら
な
け
れ

ば
、
だ
れ
も
父
の
も
と
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
な
た
が
た
が
わ
た
し
を
知
っ

て
い
る
な
ら
、
わ
た
し
の
父
を
も
知
る
こ
と
に
な
る
。
今
か
ら
、
あ
な
た
が
た
は
父

を
知
る
（kennet
）
。
い
や
、
既
に
父
を
見
て
い
る
。
』
」
つ
ま
り
、
我
々
は
、
「
子
」
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な
る
「
イ
エ
ス
」
を
「
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
父
」
な
る
「
神
」
を
も
「
知
る
」

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。 

そ
し
て
、「
イ
エ
ス
」
が
十
字
架
上
で
死
し
て
の
ち
は
、
そ
の
復
活
と
し
て
の
「
精

神
」
を
「
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
父
」
を
「
知
る
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、「
イ
エ
ス
」
は
、
先
の
言
に
続
け
て
、
み
ず
か
ら
の
死
後
を
予
想
し
、
自
分
以

外
の
神
の
「
弁
護
者
」
で
あ
る
「
精
神
」
を
次
の
よ
う
に
約
束
す
る
。「
わ
た
し
は
父

に
お
願
い
し
よ
う
。
父
は
別
の
弁
護
者
（Tröster

）
を
遣
わ
し
て
、
永
遠
に
あ
な
た

が
た
と
一
緒
に
い
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
る
。
こ
の
方
は
、
真
理
の
霊
（G

eist der 

W
ahrheit

）
で
あ
る
。
世
（W

elt

）
は
、
こ
の
霊
を
見
よ
う
と
も
知
ろ
う
と
も
（kennet

）

し
な
い
の
で
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
は
こ
の
霊

を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
霊
が
あ
な
た
が
た
と
共
に
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
、
あ
な
た
が

た
の
内
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」（『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
十
四
章
第
十
六
・
十
七
節
） 

ち
な
み
に
、Tröster 

は
、「
慰
め
る trösten

」
か
ら
く
る
「
慰
め
る
人
」
が
も

と
も
と
の
意
味
だ
が
、
転
じ
て
「
ワ
イ
ン
」な
ど
の
ア
ル
コ
ー
ル
類
も
含
意
す
る
。

（3 ）

「
ワ

イ
ン
」（
杯
）
が
「
イ
エ
ス
」
の
「
血
」
、「
契
約
の
血
」
の
表
象
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
「
ワ
イ
ン
」
は
、
「
パ
ン
」
と
い
う
〈

体
か
ら
だ

〉
に
対
し
て
「
精
神
」
な

の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
換
喩
の
意
味
連
関
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
エ
ー
テ
ル
」
の
認
識
が
我
々
一

人
ひ
と
り
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
は
詠
い
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
る
。「
来
世
な
る
も
の
は
（K

eines [= K
ein künftiges Leben]

）

現
実
に
な
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
我
々
が
心
胸
な
く
影
だ
か
ら
だ
、
我
ら
の

／
父
な
る
エ
ー
テ
ル
が
、
認
識
さ
れ
て
（erkannt

）
、
万
人
お
の
お
の
の
も
の
と
な

る
ま
で
は
。
」（
一
五
三
・
一
五
四
行
）

（4 ） 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
場
合
、「
父
」
が
語
ら
れ
ず
、「
エ
ー
テ
ル
」
が
「
そ
の
、
、

も
の
、
、
」
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
さ
い
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
比
で
は
、

《
「
エ
ー
テ
ル
」
自
身
に
注
目
せ
よ
》
と
い
う
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
父
」

の
「
表
象
」
を
排
除
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
排
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
そ
、「
エ
ー
テ
ル
」
の
「
自
己
認
識
」
と
い
う
含
意
が
純
粋
に
表
現
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。 

「
エ
ー
テ
ル
」
理
解
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
段
階
と
し
て
の
「
普
遍
態
」 

「
エ
ー
テ
ル
」
が
「
自
己
認
識
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、

「
哲
学
」
が
要
請
す
る
よ
う
な
「
普
遍
的
な
と
こ
ろ
で
の
知
」
で
あ
り
う
る
の
か
？ 

こ
う
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
も
、
「
哲
学
は
、
特
殊
な
も
の
を
自
分
の
う
ち
に
含

む
普
遍
態
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
」（
第
一
段
落
第
三
文
）

以
上
、「
自
己
認
識
」
と
し
て
の
「
エ
ー
テ
ル
そ
の
も
の
」
に
は
、
か
な
ら
ず
や
「
普

遍
態
」
の
含
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

も
し
も
、
「
エ
ー
テ
ル
」
が
も
っ
ぱ
ら
「
父
」
の
と
こ
ろ
に
し
か
な
く
、
我
々
の

も
と
に
も
な
い
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
父
」
自
身
の
ほ
う
は
「
自
己
認
識
」
で
き
た

と
し
て
も
、「
我
々
」
の
ほ
う
に
は
、
そ
の
「
自
己
認
識
」
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
若
干
緩
和
し
て
「
子
」
で
あ
る
イ
エ
ス
が
、
さ
ら

に
緩
和
し
て
〈
聖
人
〉
に
列
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
優
れ
た
と
さ
れ
る
者
の
み
が
、
「
父
」

な
る
神
の
ご
と
く
の
「
自
己
認
識
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
そ
う
し
た
「
自

己
認
識
」
は
、
凡
夫
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
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し
、
そ
の
と
き
に
は
、「
自
己
認
識
」
を
「
哲
学
」
の
要
請
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
課
さ
れ
た
課
題
が
こ
う
し
た
「
自
己
認
識
」
で
あ

っ
た
以
上
は
、
先
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
な
ら
、
我
々
は
「
哲
学
」
を
断
念
す

る
以
外
に
な
い
。 

「
自
己
認
識
」
と
し
て
の
「
哲
学
」
が
不
可
能
だ
と
す
る
こ
う
し
た
主
張
に
抗
う

に
は
、
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、「
我
々
」
を
貫
く
か
た
ち
で
―
―
た
ん
に
天
上
に
ま
し
ま

す
も
の
の
よ
う
で
は
な
く
―
―
「
我
々
」
一
人
ひ
と
り
の
う
ち
に
あ
る
「
普
遍
的
な

も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
う
し
た
「
普
遍
的
な
も
の
」
と
し
て
「
エ
ー
テ
ル
」
を
理
解
す
る
た
め
に
―
―

ま
た
そ
の
理
解
を
人
び
と
と
共
有
す
る
た
め
に
―
―
寄
与
し
た
の
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

に
よ
る
「
エ
ー
テ
ル
」
の
と
ら
え
方
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
熱
が
空
気
中
で
あ
ろ

う
と
真
空
中
で
あ
ろ
う
と
同
じ
速
さ
で
伝
導
す
る
こ
と
か
ら
、「
空
気
よ
り
も
は
る
か

に
疎
で
微
細
な
」「
は
る
か
に
弾
性
的
で
能
動
的
な
」「
す
べ
て
の
物
質
に
浸
透
す
る
」

「
媒
質
」
を
想
定
し
、
さ
ら
に
、
光
の
屈
折
（Refraction

）
や
反
射
（Reflection

）

を
起
こ
す
こ
れ
と
媒
質
が
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

は
、
こ
の
「
媒
質
」
を
「
エ
ー
テ
ル
媒
質 Æ

thereal M
edium

」
と
呼
ぶ
。

（5 ） 

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
そ
う
し
た
主
張
の
今
日
的
な
妥
当
性
は
と
も
か
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

生
き
た
時
代
に
お
い
て
、「
エ
ー
テ
ル
」
は
、
熱
や
光
を
伝
え
る
媒
質
と
し
て
、
天
上

に
し
か
な
い
も
の
で
は
な
く
、「
我
々
」
を
貫
き
「
我
々
」
の
う
ち
に
あ
る
「
普
遍
的

な
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、
今
日
的
に
は
、
「
エ
ー
テ
ル
」
の
存
在
主
張
が
自
然
学
的
に
無
理
筋

で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
と
連
座
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
純
粋
な
自
己
認
識
」

も
無
意
味
だ
と
す
る
論
も
立
ち
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論

は
、
自
然
学
的
な
「
エ
ー
テ
ル
」
の
存
在
に
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
を
還
元
し
て
基

礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
よ
う
に
表

現
す
る
意
図
は
、「
エ
ー
テ
ル
」
と
し
て
、
我
々
の
「
自
己
認
識
」
が
「
純
粋
」
で
あ

り
う
る
こ
と
、
ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
我
々
」
を
離
れ
た
ど
こ
か
で
な
さ
れ

て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
一
般
的
に
訴
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。（
第
二
六
段
落
第

一
文
） 

「
エ
ー
テ
ル
」
は
精
神
・
イ
エ
ス
・
父
の
依
代
で
あ
る 

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
は
、
「
わ
た
し
を
通
ら
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も
父
の

も
と
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
宣
べ
た
。
イ
エ
ス
そ
の
も
の
が
現
在
し
な
い
時

代
に
あ
っ
て
は
、「
精
神
」
を
通
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
父
」
の
も
と
に
行
く
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
精
神
」
と
は
な
に
か
。
こ
れ
は
、
い
ま
だ
見
ら
れ
て
も
知

ら
れ
て
も
い
な
い
。
こ
れ
が
『
福
音
書
』
的
な
出
発
点
と
な
る
。 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
「
父
」
を
「
エ
ー
テ
ル
」
と
し
た
か
ら
、
我
々
が
知
り
う
る

向
う
（
彼
岸
）
に
そ
れ
を
追
い
や
る
面
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
来
世
な
る
も
の

は
現
実
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
が
「
認
識
さ
れ
て
」
い
な

い
こ
と
を
現
実
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
エ
ー
テ
ル
」
は
、
た
と
え
現

時
点
で
「
認
識
さ
れ
て
」
い
な
い
と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
精
神
的

な
「
普
遍
態
」
と
し
て
、
た
し
か
に
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

我
々
が
、
現
在
に
お
い
て
〈
イ
エ
ス
を
見
て
い
る
〉
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

た
か
が
宗
教
的
情
熱
だ
と
し
て
黙
殺
さ
れ
る
の
が
関
の
山
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、〈
精

神
を
見
て
い
る
〉
と
し
て
も
、
同
様
で
は
な
い
か
。「
精
神
」
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の

24



学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 

こ
と
で
あ
れ
ば
、
た
ん
な
る
「
言
葉
」
に
す
ぎ
ず
、「
神
」
と
い
う
「
言
葉
」
を
語
る

こ
と
と
同
じ
く
空
し
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。 

ま
し
て
や
、〈
わ
た
し
は
イ
エ
ス
で
あ
る
〉
と
か
、〈
わ
た
し
に
は
神
霊
が
宿
っ
て

い
る
〉
と
か
、〈
わ
た
し
は
神
で
あ
る
〉
と
か
言
い
出
せ
ば
、
そ
れ
は
、
も
は
や
狂
い

と
し
か
い
え
な
い
な
に
か
に
ち
が
い
な
い
。 

こ
う
し
た
情
熱
や
狂
い
な
ど
か
ら
「
哲
学
」
が
出
発
す
る
こ
と
は
な
い
。 

し
か
し
、
「
エ
ー
テ
ル
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
現
在
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
も
の
で
、
さ
ら
に
「
精
神
」
に
つ
な
が
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、「
エ

ー
テ
ル
」
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
同
調
し
て
の
「
父
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
進
ん
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、「
精
神
」
の
依
代
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
「
精
神
」
は
イ
エ
ス
の
「
弁
護
者
」
で
あ
っ
た
か
ら
、「
エ
ー
テ
ル
」
は
、
イ
エ

ス
の
依
代
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。 

「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
と
の
対
応 

こ
の
よ
う
に
「
エ
ー
テ
ル
」
が
「
精
神
」
と
イ
エ
ス
と
「
父
」
の
依
代
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
の
現
象
学
』
末
尾
に
お
い
て
「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
（
さ
れ

こ
う
べ
の
場
所
） Schädelstätte

」（
八
〇
八
段
落
第
十
一
段
落
）

（6 ）

に
言
及
す
る
意
味
が
明

確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、「
概
念
的
に
把
握
さ
れ
た

歴
史
」
を
も
っ
て
、「
絶
対
的
な
精
神
を
想
起
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
ゴ
ル

ゴ
タ
の
丘
」
だ
と
し
て
い
る
。『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
い
わ
ば
「
も
ろ
も
ろ
の
精
神
」

が
繰
り
広
げ
ら
れ
か
つ
そ
の
形
態
が
死
し
て
消
失
し
て
い
く
「
歴
史
」
の
場
で
あ
っ

て
、
こ
の
場
が
「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
ゴ

ル
ゴ
タ
の
丘
」
は
、
イ
エ
ス
の
〈
体
〉（
形
態
）
を
十
字
架
に
磔
に
し
た
場
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
イ
エ
ス
は
「
精
神
」
と
し
て
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、『
精
神
の
現

象
学
』
で
い
う
と
、
「
絶
対
的
な
精
神
」
に
あ
た
る
。 

す
で
に
み
た
よ
う
に
、『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
、「
エ
ー
テ
ル
」
は
「
純
粋
な
自

己
認
識
」
で
あ
っ
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
の
形
態
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
「
エ
ー
テ
ル
」

は
滲
透
し
続
け
る
。
こ
れ
は
、
前
の
形
態
が
後
の
形
態
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と

で
も
あ
る
が
、
前
の
形
態
が
滅
び
な
が
ら
「
エ
ー
テ
ル
」
が
残
り
続
け
る
こ
と
は
、

イ
エ
ス
が
十
字
架
に
磔
に
さ
れ
て
さ
ら
に
復
活
す
る
表
象
と
一
致
す
る
。
だ
か
ら
、

『
精
神
の
現
象
学
』
は
、「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
な
の
で
あ
る
。 

「
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
」
が
〈
体
〉
の
残
像
を
と
ど
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
精
神
の

現
象
学
』
の
最
末
尾
に
く
る
シ
ラ
ー
の
詩
の
改
作
引
用
は
、
こ
の
「
エ
ー
テ
ル
」
を

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、「
そ
う

し
た
精
神
の
国
の
杯
か
ら
、
／
そ
の
無
限
態
が
泡
立
っ
て
く
る
（schäum

t

）
」（7 ）

と
い

う
も
の
だ
が
、
こ
の
「
泡
立
ち
」
こ
そ
は
、
発
酵
と
し
て
、「
エ
ー
テ
ル
」
が
発
散
す

る
姿
な
の
で
あ
る
。 

「
哲
学
の
〈
は
じ
ま
り
〉」
と
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
の
関
係 

第
二
六
段
落
第
二
文
で
は
、
「
哲
学
の
〈
は
じ
ま
り
〉
は
、
意
識
が
こ
の
エ
レ
メ

ン
ト
〔
＝
純
粋
な
自
己
認
識
〕
に
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
要
求
す
る
」
と

す
る
。
こ
の
さ
い
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
前
提
」
や

「
要
求
」
は
、
す
で
に
叶
え
ら
れ
満
た
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

そ
う
で
な
く
と
も
、
そ
の
「
前
提
」
や
「
要
求
」
を
認
め
そ
れ
に
応
え
る
姿
勢
を
持

ち
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
な

に
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
前
提
」
や
「
要
求
」
は
、
そ
れ
が
現
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在
に
実
現
で
き
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
な
さ
れ
る
な
に
か
の
は
ず
な
の
だ
が
、〈
は
じ
ま

り
〉
の
段
階
で
こ
れ
ら
が
実
現
で
き
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
こ
と
改
め
て
始

め
る
必
要
も
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。 

「
哲
学
」
が
す
で
に

、
、
、
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
に
達
し
て
い
る
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
を
み
ず
か
ら
の

「
前
提
」
や
「
要
求
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
哲
学
」
は
無
用
で
あ
り
廃
棄
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
「
哲
学
」
の
〈
お
わ
り
〉
だ
か
ら
だ
。 

と
は
い
え
、
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
を
あ
ら
か
じ
め
念
頭
に
置
か
ず
そ
れ
を
求
め

る
気
力
も
な
い
者
が
は
た
し
て
「
哲
学
」
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
（
第

二
六
段
落
第
二
文
） 

最
初
か
ら
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
が
で
き
る
わ
け
が
な
い 

「
純
粋
な
自
己
認
識
」
は
、
い
ま
は
〈
な
い
〉
と
し
て
も
〈
あ
る
〉
も
の
と
な
る
。

だ
か
ら
、「
純
粋
な
自
己
認
識
」
で
あ
る
「
エ
ー
テ
ル
」
が
、
「
み
ず
か
ら
完
結
し
透

明
と
な
る
」
の
は
、「
生
成
の
運
動
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
に
は
、「
純

粋
な
自
己
認
識
」
の
実
現
を
当
の
「
自
己
意
識
」
が
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
最
初
は
「
完
結
し
透
明
」
と
な
っ
て
い
な
い

、
、
、
、
、
、
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
が

「
エ
ー
テ
ル
」
に
浸
潤
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
浸
潤
を
も
っ
て
我
々
が
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
を
達
成
し
え

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
理
解
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
二
六
段
落
第
三

文
） 

「
単
純
な
直
接
態
」
が
も
つ
〈
折
れ
返
り
〉
の
度
数 

同
じ
「
エ
ー
テ
ル
」
―
―
し
た
が
っ
て
「
純
粋
な
自
己
認
識
」
―
―
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
が
〈
な
い
〉
・
〈
あ
る
〉
の
「
生
成
の
運
動
」
を
と
も
な
う
か
ぎ
り
、
い
わ

ば
そ
の
〈
純
度
〉
に
も
変
化
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
う

し
た
〈
純
度
〉
の
変
化
が
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、「
純
粋
な
精
神
態
」

で
あ
り
「
単
純
な
直
接
態
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
〈
純
度
〉

で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、「
晴
れ
上
が
っ
て
透
明
と
な
っ
た
本
質

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
態、 

verklärte W
esenheit

」
で

（8 ）

あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。 

で
は
、
そ
の
〈
純
度
〉
は
、
な
に
で
決
定
さ
れ
る
の
か
？ 

そ
れ
は
、
同
様
に
「
単

純
な
直
接
態
」
で
も
あ
る
「
折
れ
返
り
」
―
―
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
に
は
「
エ
ー

テ
ル
」
を
媒
質
と
し
て
起
き
る
―
―
の
度
数
で
あ
ろ
う
。
そ
の
度
数
を
、
開
始
と
完

結
と
で
区
別
し
て
〇
と
一
と
で
表
現
し
、
前
者
を
「
折
れ
返
り
」
の
〈
な
い
〉「
単
純

な
直
接
態
」
、
後
者
を
「
折
れ
返
り
」
の
〈
あ
る
〉
そ
れ
だ
な
ど
と
説
明
す
る
の
は
単

純
す
ぎ
る
が
、「
折
れ
返
り
」
の
〈
な
い
〉
―
―
度
数
〇
―
―
と
さ
れ
る
も
の
も
、
そ

れ
が
〈
あ
る
〉
―
―
度
数
一
―
―
と
さ
れ
る
の
が
「
生
成
」
で
あ
る
か
ら
、
開
始
で

は
「
折
れ
返
り
」
が
〈
な
い
〉
と
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
時
に
〈
あ
る
〉
こ

と
を
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
十
分
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
喩
え
を
交
え
る
な
ら
ば
、
酒
米
を
ど
の
程
度
磨
く
か
に
か
か
わ

ら
ず
、
で
き
た
酒
は
酒
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
磨
き
の
足
り
ぬ
米
で
で
き
た
酒
と
磨

き
切
っ
た
そ
れ
に
よ
る
酒
と
で
は
、
そ
の
芳
醇
さ
が
異
な
る
「
精
神
」
の
「
直
接
態
」

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
磨
き
」
さ
え
す
れ
ば

よ
い
、
と
い
う
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、「
磨
き
」
の
足
り
ぬ
も
の
も
そ
れ
な
り
の
味
を

醸
し
出
す
。（
第
二
六
段
落
第
四
・
五
文
） 

「
学
問
」
が
わ
の
「
希
求
」
と
「
個
体
」
が
わ
の
「
権
利
」 

さ
て
、「
生
成
の
運
動
」
を
具
え
た
「
純
粋
な
自
己
意
識
」
が
、「
エ
ー
テ
ル
」
と
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し
て
「
学
問
の
根
拠
を
な
す
地
盤
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
「
純
粋
な
自
己
意
識
」
は
、

す
く
な
く
と
も
個
々
の
〈
わ
た
し
〉
に
お
い
て
そ
の
「
生
成
の
運
動
」
を
営
ん
で
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
営
み
も
、
純
度
が
異
な
る
と
す

る
な
ら
、「
自
己
意
識
」
は
、
「
哲
学
」
す
な
わ
ち
「
学
問
」
に
向
か
う
こ
と
も
あ
れ

ば
、
そ
れ
に
背
を
向
け
て
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
す
ら
立
た
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。

だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
は
じ
ま
り
」
か
ら
実
際
に
「
学
問
」
す
る
こ
と
へ
と

ま
ず
は
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。 

「
自
己
意
識
」
の
こ
う
し
た
あ
り
方
と
「
学
問
」
と
の
関
係
は
、
相
互
関
係
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
モ
メ
ン
ト
と
し
て
は
、「
自
己
意
識
」
か
ら
「
学
問
」
へ
の
方
向
と
、

「
学
問
」
か
ら
「
自
己
意
識
」
へ
の
方
向
と
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
後
者
の
、「
学
問
」
か
ら
「
自
己
意
識
」
へ
の
方
向
性
が
、「
学
問
」

と
「
と
も
に m

it

」
、
ま
た
そ
の
「
な
か
で in

」
「
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
生

き
る
よ
う
に
」
と
の
「
希
求
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
一
方
、
こ
れ
に
対
し
て
、
前
者

の
、
「
自
己
意
識
」
か
ら
「
学
問
」
へ
の
方
向
性
が
、
「
学
問
」
に
「
達
す
る
た
め
の

梯
子
（Leiter

）
」（9 ）

を
求
め
る
「
権
利
」
だ
と
指
摘
す
る
。（
第
二
六
段
落
第
六
・
七
文
） 

「
個
体
」
の
「
絶
対
的
な
自
立
態
」
と
「
直
接
的
な
確
信
」
に
架
け
る
「
梯
子
」 

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
「
学
問
」
へ
の
「
梯
子
」
を
求
め
る
「
権
利
」
が
生
じ
る

の
は
、「
自
己
意
識
」
の
「
個
体
」
が
「
絶
対
的
な
自
立
態
」
を
有
し
て
い
て
「
絶
対

的
な
形
式
」
と
な
っ
て
お
り
、「
知
」
の
「
形
態
」
や
「
内
容
」
が
「
い
か
な
る
も
の

で
あ
れ
」、
そ
れ
に
「
直
接
的
な
確
信
」
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
学
問
」

の
ほ
う
が
「
自
己
意
識
」
に
対
し
て
「
学
問
」
と
「
と
も
に
」
そ
の
「
な
か
で
」「
生

き
る
」
よ
う
求
め
て
も
、「
自
己
意
識
」
の
が
わ
は
、
み
ず
か
ら
の
「
知
」
の
「
形
態
」

や
「
内
容
」
に
「
直
接
的
な
確
信
」
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

み
ず
か
ら
の
あ
り
方
に
停
滞
し
て
、「
学
問
」
の
最
初
の
第
一
歩
す
ら
踏
み
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。（
第
二
六
段
落
第
八
文
） 

だ
か
ら
、「
学
問
」
と
「
自
己
意
識
」
と
の
こ
う
し
た
レ
ベ
ル
の
違
い
に

、
、
、
、
、
、
、
「
学
問
、
、
」

自
身
が
十
分
留
意
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、「
学
問
」
の
ほ
う
が
「
自
己
意
識
」
と
「
一
体
化
」
す
る
よ

う
に
し
、「
自
己
意
識
」
が
「
学
問
」
に
「
密
接
に
結
び
つ
く
」
よ
う
に
仕
向
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
二
六
段
落
第
一
三
文
） 

「
自
己
意
識
」
の
ほ
う
が
「
絶
対
的
な
自
立
態
」
を
持
つ
わ
け
だ
か
ら
、「
学
問
」

が
み
ず
か
ら
の
「
形
態
」
と
「
内
容
」
を
「
外
化
表
現
」
し
て
、「
自
己
意
識
」
と
同

様
に
「
絶
対
的
な
自
立
態
」
を
も
つ
（
「
そ
れ
自
身
そ
れ
だ
け
で
独
立
す
る
」）
た
め
に
は
、

「
自
己
意
識
を
学
問
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ

う
に
「
一
つ
の
も
の
と
し
て
設
定
す
る
」
た
め
に
こ
そ
「
梯
子
」
が
必
要
な
の
で
あ

る
。（
第
二
六
段
落
第
一
五
文
） 

「
梯
子
」
外
し
に
よ
る
「
学
問
」
と
「
意
識
」
の
相
互
顚
倒 

「
自
己
意
識
」
は
、「
絶
対
的
な
自
立
態
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
学
問
」
と
の
関

係
で
は
、
そ
れ
を
「
対
象
的
な
〈
も
の
〉」
と
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
こ
の
「
対
立
」

に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
「
知
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
知
」
の
立
場
を
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
意
識
の
立
場
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
「
意
識
」
は
、

も
ち
ろ
ん
「
対
象
」
を
「
知
る
」
の
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
「
み
ず
か
ら
」
を
「
知

る
」
の
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
己
意
識
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
意
識
」
と
「
自
己
意
識
」
を
対
立
さ
せ
て
別
領
域
の
も
の

と
し
て
隔
絶
さ
せ
る
な
ら
ば
、「
自
己
意
識
」
が
「
学
問
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
な
る
か
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ぎ
り
、
「
意
識
」
は
、
「
自
己
意
識
」
―
―
さ
ら
に
は
「
精
神
」
―
―
と
隔
絶
し
て
い

る
わ
け
だ
か
ら
、
非
学
問
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、「
意
識
」
と
「
自
己
意
識
」
と
を
分
断
す
る
哲
学
的
思
考
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
解

釈
も
含
め
て
―
―
、「
学
問
」
を
脱
意
識
化
し
、「
意
識
」
を
非
学
問
化
す
る
。「
意
識
」

と
「
自
己
意
識
」
―
―
し
た
が
っ
て
「
学
問
」
―
―
と
の
間
の
「
梯
子
」
を
外
し
た

事
態
、
こ
れ
が
、「
意
識
」
の
「
真
理
」
と
「
学
問
」
の
そ
れ
と
の
相
互
顚
倒
を
生
み

出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
意
識
」
抜
き
の
「
学
問
」
と
は
、
い
っ
た
い
何

者
な
の
か
？
（
第
二
六
段
落
第
九
・
十
文
） 

非
自
己
意
識
的
な
「
意
識
」
と
し
て
の
「
自
然
な
意
識
」 

「
自
然
な
意
識 das natürliche Bew

ußtseyn
」
と
い
う
表
現
は
、『
精
神
の
現
象

学
』
に
お
い
て
こ
こ
で
は
じ
め
て
出
現
す
る
。
文
脈
に
照
ら
し
て
そ
の
意
味
を
考
え

る
な
ら
、「
自
己
意
識
」
に
対
立
し
て
そ
れ
と
完
全
に
区
別
さ
れ
隔
絶
さ
せ
た
「
意
識
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
自
然
だ
」
と
さ
れ
る
の
は
、
「
自
己
意
識
」

と
の
対
立
が
「
精
神
の
喪
失
」（
第
二
六
段
落
第
九
文
）
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
「
自
然
な
意
識
」
は
、
「
自
己
意
識
」
に
も
「
精
神
」
に
も
通
路
を
持

た
な
い
以
上
、
「
学
問
」
と
は
無
縁
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
然
な
意
識
」
に
と

っ
て
「
学
問
」
は
「
不
必
要
」
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
「
学
問
」
を
す
る
よ
う
唆
す

の
は
、
「
暴
力 G

ew
alt

」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

（10 ）

（
第
二
六
段
落
第
十
一
文
） 

「
自
然
な
意
識
」
の
「
自
己
意
識
」
が
「
直
接
的
な
自
己
意
識
」 

こ
の
よ
う
に
、「
意
識
」
と
「
自
己
意
識
」
と
を
峻
別
す
る
と
、「
意
識
」
は
「
自

然
な
意
識
」
と
な
る
が
、「
自
己
意
識
」
は
、「
絶
対
的
な
自
立
態
」
を
具
え
る
か
ら
、

対
象
を
も
つ
こ
と
な
く
媒
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
直
接
的
な
自
己
意
識
」
と
な
る
。 

こ
の
さ
い
、「
学
問
」
の
ほ
う
は
、「
自
己
意
識
」
を
み
ず
か
ら
の
エ
レ
メ
ン
ト
と

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
直
接
的
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
折
れ
返
り
」
を
も

具
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
（
第
二
六
段
落
第
五
文
）
。
だ
と
す
る
と
、
「
直

接
的
な
自
己
意
識
」
は
、「
意
識
」
と
峻
別
さ
れ
て
、
対
象
を
持
つ
こ
と
な
く
媒
介
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
だ
か
ら
、「
折
れ
返
り
」
を
具
え
る
こ
と
が
な
い
た
め
、「
学

問
」
の
「
外
」
に
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
が
、
そ
う
し
た
「
直
接
的
な
自
己
意
識
」
こ
そ
が
「
現
実
態
」
で
あ
る
わ
け
だ
か

ら
、「
学
問
」
は
、
こ
の
「
現
実
態
」
の
「
外
」
に
あ
る
「
非
現
実
的
な
形
式
」
に
な

っ
て
し
ま
う
。（
第
二
六
段
落
第
十
二
文
） 

こ
の
よ
う
に
「
学
問
」
が
「
非
現
実
的
な
形
式
」
に
な
る
と
、
「
学
問
は
〈
そ
れ

自
体
〉
で
し
か
な
く
、
目
的
で
し
か
な
い
」
。
そ
し
て
、
そ
の
「
目
的
」
は
、
「
非
現

実
」
な
の
だ
か
ら
、「
外
化
表
現
」
さ
れ
な
い
「
内
的
な
も
の
」
で
し
か
な
い
。
と
は

い
え
、「
内
的
な
も
の
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
な
に
か
「
精
神
的
な
も
の
」
な
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
精
神
的
な
も
の
」
と
な
る
た
め
に
は
、
「
現
実

的
な
も
の
」（
前
段
落
第
二
文
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
「
意
識
の
立
場
」
が
必

要
で
あ
り
（
第
二
六
段
落
第
九
文
）
、
そ
う
し
た
「
内
的
な
も
の
」
は
、
こ
の
「
意
識
の

立
場
」
を
峻
拒
す
る
の
だ
か
ら
、「
精
神
的
な
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
学
問
」
は
、「
目
的
」
と
し
て
「
非
現
実
」
で
「
内
的
な
も
の
」
で
し
か
な
く
、「
意

識
」
を
欠
く
か
ら
に
は
、「
主
語
」
た
り
え
ず
「
実
体
」
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。
す
な

わ
ち
、「
学
問
」
は
、「
述
語
」
を
具
え
た
内
容
の
あ
る
も
の
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
第
二
六
段
落
第
十
四
文
） 

こ
う
し
た
す
べ
て
は
、「
意
識
」
と
「
自
己
意
識
」
の
間
に
架
け
る
べ
き
「
梯
子
」
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を
外
し
た
こ
と
か
ら
出
来
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
梯
子
」
を
ど
う
架
け
て
い

け
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
が
次
に
―
―
第
二
七
段
落
以
降
で
―
―
考
え
る
べ
き
事
柄
に

な
っ
て
く
る
。 

（
つ
づ
く
） 

   

（
1
）
プ
ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
編
で
は
、「
空
気
」
の
う
ち
「
最
も
澄
み
切
っ
た
も
の
」

の
こ
と
を
「
ア
イ
テ
ー
ル
」
と
呼
ぶ
と
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」58D

、

『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
12
、
種
山
恭
子
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
一
〇
一
頁
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
『
天
体
論
』
で
は
、
古
来
、「
土
・
火
・
空
気
・
水
」
と
は
別
の
「
第
一
物
体
」

が
存
在
す
る
「
最
高
の
場
所
」
を
「
ア
イ
テ
ー
ル
」
と
名
づ
け
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
ア
イ
テ
ー
ル
」
と
呼
ぶ
の
は
、「
絶
え
る
と
き
な
く
そ
れ
が
い
つ
も
（
ア
エ
イ
）

走
っ
て
い
る
（
テ
イ
ン
）
か
ら
で
あ
る
。
」
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
「
火
」
を
「
ア
イ
テ

ー
ル
」
と
名
づ
け
る
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
を
批
判
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
天
体
論
」
村

治
能
就
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
４
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
二
七
〇
ｂ
二
一
、

一
二
頁
参
照
。 

（

2

）Vgl. Friedrich H
ölderlin, „Brod und W

ein“ in: Säm
tliche W

erke, 
›Frankfurter Ausgabe‹, Bd. 6, Elegien und Epigram

m
e, H

istorisch-K
ritische 

Ausgabe herausgegeben von D
. E. Sattler, Verlag Roter Stern, 1976 

(G
oogle), S. 203—

262. 

テ
キ
ス
ト
は
、
ミ
ュ
ラ
ー = 

ラ
シ
ュ
タ
ッ
ト
版
（II.; S. 

241—
245

）
、
リ
ッ
ツ
マ
ン
版
（V.; S. 248—

252

）
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
確
定
版
（VI.; S. 

258—
262

）
で
相
当
に
異
な
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
確
定
版
で
の
関
係
詩
句
は
、
次
の
と

お
り
。 „Vater Aether verzehrt und strebt, w

ie Flam
m

en, zur Erde, / 

Tausendfach kom
m

et der G
ott. U

nt liegt w
ie Rosen, der G

rund / 

H
im

m
lischen ungeschikt, vergänglich, aber w

ie Flam
m

en / W
irket von 

oben, und prüft Leben, verzehrend, uns aus.“ 

（
父
な
る
エ
ー
テ
ル
は
、
炎
の
ご

と
く
、
身
を
焼
き
尽
く
し
て
ひ
た
す
ら
地
球
に
降
り
注
ぐ
、
／
神
は
幾
度
で
も
訪
れ
た
ま

う
。
ゆ
え
に
、
大
地
は
薔
薇
の
ご
と
く
に
広
が
れ
り
、
／
恒
星
は
動
か
ず
し
て
過
ぎ
去
れ

ど
、
そ
は
炎
と
同
じ
こ
と
、
／
神
は
上
よ
り
働
き
た
ま
い
、
そ
の
生
命
は
身
を
焼
き
尽
く

し
て
わ
れ
ら
を
吟
味
し
き
る
。
）
な
お
、
九
連
か
ら
な
る
こ
の
詩
の
う
ち
、
生
前
に
発
表
さ

れ
た
の
は
、
第
一
連
の
み
で
、
一
八
〇
七
年
の
こ
と
。H

ölderlin, „D
ie N

acht“, in: 

M
usenalm

anach 
für 

das 
Jahr 

1807, 
H

rsg. 
v. 

Leo 
Freiherrn 

von 

Seckendorf, Regensburg (G
oogle), S. 90 f. 

た
だ
し
、
こ
の
詩
は
、
一
八
〇
〇
年
か

ら
一
八
〇
一
年
に
か
け
て
作
ら
れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
推
敲
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。 Vgl. 

Säm
tliche W

erke, S. 203. 

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
想
を
念

頭
に
置
い
て
い
る
と
我
々
が
主
張
す
る
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
交
友
の
な
か
で
そ
れ

を
知
り
え
て
い
た
、
と
い
う
想
定
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
詩
の
全
体
が

最
初
に
公
刊
さ
れ
た
Ⅱ
版
の
関
係
詩
句
は
、
先
の
も
の
と
根
本
的
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、 

„Vater Aether! so rufts und fliegt von Zunge zu Zunge, / Tausendfach, es 

erträgt keiner das Leben allein, / Ausgetheilet erfreut solch G
ut und 

gegeben, genom
m

en / W
irds ein Jubel, es w

ächst alternd des W
ortes 

G
ew

alt / Vater Aether und hallt, so tief, so ew
ig die N

acht ist, / So 

verm
essen die N

oth, siegend und schaffend hinab. / D
enn so kehren die 

H
im

m
lischen ein, so steiget in N

ächten / Vorbereitet herab unter die 

M
enschen ihr Tag.“ A. a. O

., S. 242 f. 

こ
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

「
パ
ン
と
葡
萄
酒 

ハ
イ
ン
ゼ
に
」
、
手
塚
富
雄
訳
、
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
』
２
、
河
出

書
房
新
社
、
一
九
六
七
年
、
一
一
二
頁
参
照
。
な
お
、
す
で
に
、
メ
ッ
ツ
ケ
が
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。Vgl. M

etzke, H
egels Vorreden, S. 175.

ル
フ
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ェ
ー
ヴ
ル
は
、「
エ
ー
テ
ル
」
の
換
喩
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
師
事
し
た
ハ
イ
ン
ゼ
（Johann 

Jakob W
ilhelm

 H
einse 1746—

1803

）
に
考
え
の
近
い
ザ
ム
エ
ル
・
ト
マ
ス
・
ゼ
ン

メ
リ
ン
ク
（Sam

uel Thom
as Söm

m
erring 1755—

1830

）
の
『
魂
の
器
官
に
つ
い

て
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
す
る
。Cf. G

. W
. F. H

egel, Préface de la 
Phénom

enologie de l’esprit, Traduction par J.- P. Lefebvre, p. 193
.
 

ゼ
ン
メ

リ
ン
ク
は
、「
脳
室
（H

irnhöhle

）
」
間
の
連
絡
は
「
流
動
体
」（
脳
脊
髄
液
・
脳
漿
）
に

よ
っ
て
い
る
と
す
る
一
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
オ
イ
ラ
ー
、
カ
ン
ト
ら
を

引
き
合
い
に
出
し
て
、「
宇
宙
で
も
っ
と
も
重
要
な
根
源
的
運
動
を
す
る
エ
ー
テ
ル
は
流
動

体
で
は
な
い
か
」
と
し
、「
共
通
感
覚
」
は
こ
の
「
流
動
体
」
に
あ
る
と
す
る
。Vgl. S. Th. 

Söm
m

erring, Ü
ber das Organ der Seele, K

önigsberg 1796 (G
oogle), S. 37, 

41 f.  

（
3
）Vgl. „TRÖ

STER 3.c.ε“, GRIM
M

., Bd. 22, Sp. 987. 

（
4
）
Ⅱ
・
Ⅴ
版
に
従
う
。„K

eines w
irket, denn w

ir sind herzlos, Schatten, bis 

unser / Vater Aether erkannt jeden und allen gehört.“ Vgl. Säm
tliche 

W
erke, S. 245, 252. 

訳
は
、
手
塚
訳
と
異
な
る
。
手
塚
、
前
掲
訳
、
一
一
五
頁
参
照
。

Ⅵ
版
で
は
、
次
の
と
お
り
。 „N

icht im
 Anfang, nicht an der Q

uell. Ihn zehret 

die H
eim

ath. / K
olonien liebt, und tapfer Vergessen der G

eist.“
（
〔
精
神
が
わ

が
家
に
い
る
の
は
〕
始
め
で
も
源
で
も
な
い
。
故
郷
は
、
そ
の
精
神
を
食
い
尽
く
し
、
／

植
民
地
を
愛
し
て
い
る
。
し
か
も
、
し
た
た
か
に
忘
れ
る
こ
と
が
精
神
と
い
う
も
の
な
の

だ
。
） A. a. O

., S. 262. 

（
5
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
『
光
学
』
島
尾
永
康
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
三
年
、
第
Ⅲ
編
第
一
部
疑

問
一
八
・
一
九
、
三
〇
九
・
三
一
〇
頁
参
照
。 Cf. Isaac N

ew
ton, Opticks: or, A 

Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colors of Light, 3. 
Ed., London 1721 (G

oogle), Q
u. 19—

20, p. 324. 

（
6
）
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
第
二
七
章
第
三
三
節
参
照
。 

（
7
）Vgl. Schiller, „Freundschaft“, in: Schillers W

erke, Bd. 3, S. 74. 

ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
シ
ラ
ー
の
「
魂
の
国Seelenreiches

」
を
「
精
神
の
国G

eisterreiches

」
に
改
作

し
た
。 

（
8
）
金
子
は
、 verklährte W

esenheit  

を
「
変
容
さ
れ
た
本
質
態
」
と
訳
し
、
『
福
音

書
』
を
も
と
に
、
イ
エ
ス
が
天
上
に
昇
る
姿
を
想
定
す
る
。
た
と
え
ば
、『
マ
タ
イ
に
よ
る

福
音
書
』
第
十
七
章
第
一
～
三
節
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
六
日
の
後
、
イ
エ
ス
は
、

ペ
ト
ロ
、
そ
れ
に
ヤ
コ
ブ
と
そ
の
兄
弟
ヨ
ハ
ネ
だ
け
を
連
れ
て
、
高
い
山
に
登
ら
れ
た
。

イ
エ
ス
の
姿
が
彼
ら
の
目
の
前
で
変
わ
り

、
、
、
（verkläret

）
、
顔
は
太
陽
の
よ
う
に
輝
き
、

服
は
光
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た
。
見
る
と
、
モ
ー
セ
と
エ
リ
ヤ
が
現
れ
、
イ
エ
ス
と
語
り

合
っ
て
い
た
。
」
「
エ
ー
テ
ル
」
が
イ
エ
ス
の
依
代
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
金
子
の
よ
う
に
解

す
る
こ
と
で
も
通
用
し
そ
う
だ
が
、
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、
「
エ
ー
テ
ル
」
と
し
て
し
か
見
え

ず
、
イ
エ
ス
と
し
て
は
見
え
て
い
な
い
こ
と
が
肝
心
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

（
9
）
梯
子
（Leiter

）
に
つ
い
て
は
、『
創
世
記
』
第
二
八
章
第
一
〇
～
一
七
節
参
照
。「
ヤ

コ
ブ
は
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
を
立
っ
て
ハ
ラ
ン
へ
向
か
っ
た
。
と
あ
る
場
所
に
来
た
と
き
、

日
が
沈
ん
だ
の
で
、
そ
こ
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
し
た
。
ヤ
コ
ブ
は
そ
の
場
所
に
あ
っ

た
石
を
一
つ
取
っ
て
枕
に
し
て
、
そ
の
場
所
に
横
た
わ
っ
た
。
す
る
と
、
彼
は
夢
を
見
た
。

先
端
が
天
ま
で
達
す
る
階
段

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
（Leiter

）
が
地
に
向
か
っ
て
伸
び
て
お
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
か
も
、
神、

の
御
使
い
た
ち
が
そ
れ
を
上
っ
た
り
下
っ
た
り
し
て
い
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
見
よ
、
主
が
傍
ら
に
立
っ
て

言
わ
れ
た
。『
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
父
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
主
で
あ
る
。

あ
な
た
が
今
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
の
土
地
を
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子
孫
に
与
え
る
。
あ

な
た
の
子
孫
は
大
地
の
砂
粒
の
よ
う
に
多
く
な
り
、
西
へ
、
東
へ
、
北
へ
、
南
へ
と
広
が

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
氏
族
は
す
べ
て
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子
孫
に
よ
っ
て
祝

福
に
入
る
。
見
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
共
に
い
る
。
あ
な
た
が
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
わ

た
し
は
あ
な
た
を
守
り
、
必
ず
こ
の
土
地
に
連
れ
帰
る
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
に
約
束
し

た
こ
と
を
果
た
す
ま
で
決
し
て
見
捨
て
な
い
。
』
ヤ
コ
ブ
は
眠
り
か
ら
覚
め
て
言
っ
た
。『
ま
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こ
と
に
主
が
こ
の
場
所
に

、
、
、
、
、
（an diesem

 O
rt

）
お
ら
れ
る
の
に
、
わ
た
し
は
知
ら
な
か

、
、
、
、
、
、
、
、

っ
た
、
、
。
』
そ
し
て
、
恐
れ
お
の
の
い
て
言
っ
た
。『
こ
こ
、
、
（diese Stätte

）
は
、
な
ん
と
畏

れ
多
い
場
所
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
神
の
家

、
、
、（G

ottes H
aus

）
で
あ
る
。
そ
う
だ
、

こ
こ
は
天
の
門

、
、
、
（die Pforte des H

im
m

els

）
だ
。』
」（
傍
点
は
神
山
）
イ
エ
ス
は
、
こ

れ
を
参
照
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
は
、
「
更
に
言
わ
れ
た
。
『
は

っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
天
が
開
け
、
神
の
天
使
た
ち
が
人
の
子
の
上
に
昇
り
降
り
す
る
の

を
、
あ
な
た
が
た
は
見
る
こ
と
に
な
る
。』
」『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
一
章
第
五
一
節
。

金
子
は
、
ニ
グ
レ
ン
の
『
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
』
に
依
拠
し
て
、
シ
ナ
イ
の
修
道
僧
ヨ

ハ
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ッ
ク
ス
の
書
『
楽
園
へ
の
梯
子
』
に
言
及
し
て
い
る
。
金
子
訳
、
四
七

一
頁
参
照
。Cf. Anders N

ygren, Agape and eros, translated by Philip S. 
W

atson, Philadelphia 1953, p. 598. Cf. Ioannis Clim
aci Batis M

ontis 

Synai, Scala Paradisi, Coloni 1583 (G
oogle). 

金
子
は
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
、
実

体
の
主
体
化
を
読
み
込
む
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
言
う
「
梯
子
」
は
、
文
脈
上
、「
学
問
」

と
「
意
識
」
と
の
間
に
架
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
金
子
の
解
釈
は
失
当
で
あ
る
。 

（
10
）
こ
こ
に
は
、
ル
ソ
ー
の
『
学
問
芸
術
論
』
が
関
係
す
る
。
「
政
府
や
諸
法
律
が
、
人
間

集
団
の
安
全
と
幸
福
と
に
応
じ
る
の
に
対
し
て
、
学
問
、
文
学
、
芸
術
は
、
政
府
や
法
律

ほ
ど
専
制
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
一
そ
う
強
力
に
、
人
間
を
縛
っ
て
い
る
鉄

鎖
を
花
環
で
か
ざ
り
、
人
生
の
目
的
と
思
わ
れ
る
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
な
感
情

を
お
し
こ
ろ
し
、
人
間
に
従
属
状
態
を
好
ま
せ
る
よ
う
に
し
、
い
わ
ゆ
る
文
化
人
を
作
り

あ
げ
ま
し
た
。
」
ル
ソ
ー
『
学
問
芸
術
論
』
前
川
貞
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
年
、

十
四
頁
。J. J. Rousseau, « D

iscours qui a rem
porté le prix a l’Académ

ie de 

D
ijon, en l’année 1750. Sur cett Q

uestion proposée par la m
êm

e 

Académ
ie: Si le rétablissem

ent des Sciences et des Arts a contribué à 

épurer les m
œ

urs », in: Oeuvres com
plètes de J. J. Rousseau, T. 13., 

M
élanges, T. 3., D

eux-Ponts 1792 (G
oogle), 31 f. 
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