
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
、
同
「（
そ
の
四
）
第
二
六
段
落
」
同
第
五
三
号
、
二
〇
一

八
年
、
一
九
〜
三
一
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
。

�

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
。

�

精
神
の
い
ま
の
立
場
。

（
以
上
第
五
〇
号
）

�

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

�

絶
対
的
な
も
の
は
主
語
で
あ
る
が
、

�

と
こ
ろ
で
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
）

�

知
の
エ
レ
メ
ン
ト
。

（
第
五
三
号
）

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

第
五
四
号
（
二
〇
一
九
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
五
）
第
二
七
段
落
〜
第
三
七
段
落

D
ie

»Vorrede«
der

Phänom
enologie

des
G

eistes
als

w
issenschaftliche

E
rkenntnistheorie

―5.§§27−37

神
山

伸
弘

K
A

M
IYA

M
A

N
obuhiro
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�

こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
へ
の
高
ま
り
が
精
神
の
現
象
学
で
あ
る
。

学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
一
部
『
精
神
の
現
象
学
』
の
課
題
―
―
無
知
か
ら
知
へ
。「
概
念
的
に

把
握
す
る
」
一
貫
性
。
従
来
の
指
導
と
の
根
本
的
な
差
異
。
二
層
の
個
体
―
―
個
別
と
普
遍
。

「
知
」
の
不
完
全
性
か
ら
く
る
遍
歴
。
個
々
人
の
教
養
形
成
と
実
体
生
成
の
相
即
。「
知
と
は

な
に
か
」
と
い
う
目
標
と
時
間
性
。
い
ま
あ
る
〈
そ
れ
自
体
〉
か
ら
〈
そ
れ
だ
け
で
独
立
し

た
存
在
〉
へ
。

�

表
象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
を
思
考
枠
組
に
変
え
る
こ
と
、

表
象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
は
「
実
体
」
よ
り
は
「
自
己
」
の
も
の
。
個
別
的
な
「
自
己
」

の
直
接
的
な
媒
介
は
「
表
象
」
を
超
え
な
い
。「
知
」
は
「
普
遍
的
な
自
己
」
の
「
行
い
」。「
周

知
の
も
の
」
へ
の
依
拠
は
自
己
欺
瞞
。「
周
知
の
も
の
」
と
い
う
形
式
を
廃
棄
す
る
表
象
分
析
。

分
析
に
よ
る
「
思
考
枠
組
」
の
入
手
。
否
定
的
な
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
。「
力
の
な
い
美
」
に

依
拠
し
な
い
。「
精
神
」
は
支
離
滅
裂
の
な
か
で
自
分
を
見
出
す
。
主
語＝

魔
力
。

�

ま
た
表
象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
を
概
念
に
変
え
る
こ
と

「
内
的
な
も
の
」
の
吐
き
出
し
と
「
普
遍
的
な
も
の
」
の
細
分
化
の
傾
向
。
思
考
枠
組
の
流

動
化
に
よ
る
普
遍
態
の
現
実
化
の
課
題
。
流
動
化
に
向
け
た
純
粋
な
思
考
の
モ
メ
ン
ト
化
。

思
考
枠
組
か
ら
概
念
へ
。
概
念
の
自
己
運
動
と
い
う
精
神
的
な
本
質
態
の
誕
生
。
本
質
態
（
概

念
）
の
自
己
運
動
が
学
問
の
自
然
。
有
機
的
全
体
は
必
然
態
で
あ
る
。
学
問
の
第
一
部
『
精

神
の
現
象
学
』
と
学
問
の
他
の
部
分
と
の
区
別
。
知
と
対
象
態
と
の
対
立
は
精
神
内
の
対
立
。

経
験
と
未
経
験
。〈
わ
た
し
〉
と
「〈
わ
た
し
〉
の
対
象
」
で
あ
る
実
体
と
の
区
別
。
実
体
の

選
言
判
断
。
存
在
と
知
の
一
致＝

精
神
の
現
象
学
の
終
結
。
精
神
の
現
象
学＝

知
の
エ
レ
メ

ン
ト
の
準
備
。

（
以
上
本
号
）

�

こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
へ
の
高
ま
り
が
精
神
の
現
象
学
で
あ

る
。

学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
一
部
『
精
神
の
現
象
学
』
の
課
題
―
―
無
知
か
ら
知
へ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
「
学
問
」
な
い
し
「
知
」
と
、
そ
れ
が
「
生

成
」
す
る
局
面
と
を
、
す
く
な
く
と
も
『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
区
分
す
る
。
そ
し

て
、
前
者
の
「
学
問
」
な
い
し
「
知
」
の
局
面
は
、
学
問
の
シ
ス
テ
ム
の
第
二
部
と

し
て
構
想
さ
れ
、
そ
の
「
生
成
」
の
局
面
は
、
学
問
の
シ
ス
テ
ム
の
第
一
部
で
あ
る

『
精
神
の
現
象
学
』
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
１
）
。（
第
二
七
段
落
第
一
文
）

こ
の
「
生
成
」
は
、
端
的
に
い
え
ば
、〈
無
学
問
〉
な
い
し
〈
無
知
〉
が
「
学
問
」

な
い
し
「
知
」
と
し
て
開
花
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
他
方
で

は
、「
学
問
」
な
り
「
知
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
も
の
が
〈
無
学
問
〉
な
い
し
〈
無

知
〉
に
転
落
す
る
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
る
と

き
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
生
成
」
の
局
面
を
と
く
に
主
題
化
す
る
の
が

『
精
神
の
現
象
学
』
で
あ
る
こ
と
は
、
標
榜
さ
れ
た
意
図
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
の
「
生
成
」
か
ら
―
―
し
た
が
っ
て
『
精
神
の
現
象
学
』
か
ら
―
―
さ

し
あ
た
り
切
り
離
さ
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
学
問
」
な
い
し
「
知
」
に
お
い
て
も
、

「
生
成
」
が
内
蔵
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
そ
れ
ら
の
概
念
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ

ろ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
学
問
」
な
い
し
「
知
」
は
、

つ
ね
に
〈
無
学
問
〉
な
い
し
〈
無
知
〉
と
の
相
関
で
し
か
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ

る
。「
学
問
」
な
い
し
「
知
」
は
、〈
無
学
問
〉
な
い
し
〈
無
知
〉
に
自
覚
的
に
取
り

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９
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組
ま
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
、「
知
」
の
出
発
点
と
終
着
点
（
目
的
）
を
明
示
す
る
。（
第

二
七
段
落
第
二
文
）

出
発
点
で
あ
る
「
最
初
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
知
」
は
、「
直
接
的
な
精
神
」
と

も
呼
ば
れ
、
そ
の
表
面
的
な
命
名
に
反
し
て
、「
精
神
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
「
精
神

を
欠
い
た
も
の
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
知
」
と
し
て
は
、「
最
初
に
あ
る
も
の
と
し

て
」
と
い
う
こ
と
で
は
、「
本
来
の
知
」
に
な
り
え
て
い
な
い
も
の
、
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
さ
い
、「
本
来
の
知
」
と
は
、「
学
問
の
純
粋
な
概
念
で
あ
る

『
学
問
の
エ
レ
メ
ン
ト
』」
だ
と
さ
れ
る
か
ら
、
逆
に
、「
最
初
に
あ
る
も
の
と
し
て

の
知
」
は
、
こ
の
「
学
問
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
に
達
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
２
）
。（
第
二
七
段
落
第
二
文
）

《〈
無
学
問
〉
な
い
し
〈
無
知
〉
が
「
学
問
」
な
い
し
「
知
」
と
し
て
開
花
す
る
》

こ
と
を
主
題
化
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
最
初
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
知
」は
、〈
無

学
問
〉
な
い
し
〈
無
知
〉
に
す
ぎ
ず
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
「
知
」
と
し
て
は
「
精
神
」

に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
知
」
が
「
学
問
」
に
な
り
え
て
い
な

い
以
上
、「
精
神
を
欠
い
た
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
を

前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、「
精
神
」
と
な
り
え
て
い
る
か
い
な
か
は
、「
学
問
」
で
あ

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

「
概
念
的
に
把
握
す
る
」
一
貫
性

で
は
、「
知

W
issen

」
と
「
学
問

W
issenschaft

」
と
の
違
い
は
な
に
か
。
日
本

語
と
し
て
は
、「
知
」
と
「
学
問
」
と
は
、
直
接
的
な
字
面
で
つ
な
が
る
と
こ
ろ
は

な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
で
は
、「
学
問
」に
は
、
字
面
で「
知W

issen

」に
接
尾
辞schaft

が
付
き
、「
知
」
に
そ
の
分
の
意
味
付
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
す
で
に

述
べ
て
お
い
た
（
３
）
。
そ
れ
を
繰
り
返
せ
ば
、「『
現
実
的
な
知
』
を
『
シ
ス
テ
ム
化
』

す
る
こ
と
」
に
、「
学
問
」
の
意
味
を
認
め
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
本

段
落
、
す
な
わ
ち
第
二
七
段
落
第
一
文
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
で
の
焦
点
は
、「
学
問
の
純
粋
な
エ
レ
メ
ン
ト
」
す
な
わ

ち
「『
現
実
的
な
知
』
を
『
シ
ス
テ
ム
化
』
す
る
」「
純
粋
な
エ
レ
メ
ン
ト
」
と
は
な

に
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、「
真
理
」
の
「
現
実
存
在

の
エ
レ
メ
ン
ト
」
と
同
じ
と
み
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
ら
、「
概
念
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
（
第
六
段
落
第
一
文
）。
そ
う
な
る
と
、「
学
問
の
純
粋
な
概
念
で
あ
る
『
学
問

の
エ
レ
メ
ン
ト
』
を
産
出
す
る
た
め
に
は
、
概
念
は
、
長
い
道
の
り
を
通
る
あ
い
だ

ず
っ
と
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
第
二
七
段
落
第
三
文
）
と
い
う
の
は
、《
い�

ま�

だ�

産�

出�

さ�

れ�

て�

い�

な�

い�

概�

念�

を
、
そ
の
産�

出�

さ�

れ�

て�

い�

な�

当�

の�

概�

念�

に�

よ�

っ�

て�

産�

出�

す�

る�

た
め
に
、
そ
の
当�

の�

概�

念�

が�

労�

働�

す�

る�

》
と
い
っ
た
言
明
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。こ

れ
は
、
実
際
に
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
か
？

こ
の
言
明
の
問
題
点
は
、
せ
い
ぜ
い
最
終
結
果
と
し
て
「
概
念
」
が
「
産
出
さ
れ
」

る
の
だ
と
し
て
も
―
―
、
そ
の
結
果
が
先
取
り
さ
れ
て
お
り
、《
無
か
ら
有
へ
の
創

造
》
の
よ
う
に
見
え
て
、
じ
つ
は
《
有
か
ら
有
へ
の
創
造
》
だ
と
い
う
論
点
先
取
の

虚
偽
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
「
概
念
」
は
、「
自
己
産
出
」
す
る
「
対
象
」
の
こ
と
で
あ
っ

た
（
４
）
。
だ
か
ら
、
い
ま
手
元
に
「
概
念
」
が
な
い
と
し
て
も
、「
対
象
」
さ
え
あ
れ

ば
、「
知
」
の
側
が
思
い
煩
う
必
要
も
な
い
、
と
も
い
え
る
。
と
な
れ
ば
、
ひ
た
す

学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」

3

Ｓｅｒｖｅｒ／跡見学園女子大学文学部　紀要／２０１９年　５４号／なかむら／縦組み／００１‐０２２　学問的認識論　神山 2019.0



ら
に
「
対
象
」
に
任
せ
て
お
け
ば
「
概
念
」
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
て
よ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、「
否
定
的
な
も
の
に
よ
る
痛
み
や

忍
耐
強
い
労
働
」が
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
も
い
わ
れ
て
い
た（
第
一
九
段
落
第
一
文
）。

と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
「
対
象
」
に
任
せ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
自
働
的
に
「
概
念
」

が
手
に
入
る
仕
組
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
の
根
幹
は
、〈
無
い
概
念
〉
を
〈
有
る
概
念
〉
に
転

換
す
る
た
め
に
、「
対
象
」
に
即
し
て
我
々
自
身
が
「
概
念
的
に
把
握
す
る
」
労
働

を
す
る
以
外
に
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
し
か
し
、
い
ま
手
元
に
そ
の
当
の
「
概

念
」
が
な
い
と
き
に
、「
概�

念�

的�

に�

把�

握�

す�

る�

」
と�

は�

、
い�

っ�

た�

い�

い�

か�

な�

る�

作�

業�

を�

せ�

よ�

と�

い�

う�

の�

か�

。
こ
れ
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

進
行
す
る
。
た
だ
、
こ
の
場
で
い
え
る
こ
と
は
、「
概
念
」
は
〈
無
い
〉
に
せ
よ
〈
有

る
〉
に
せ
よ
、「
概�

念�

的�

に�

把�

握�

す�

る�

」
運�

動�

は�

、
そ�

の�

有�

無�

の�

間�

に�

一�

貫�

し�

て�

働�

い�

て�

い�

る�

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
く
ど
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
概
念
」
が
〈
無

い
〉
と
さ
れ
る
と
き
で
す
ら
、「
概
念
的
に
把
握
す
る
」
こ
と
が
働
い
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
矛
盾
す
る
言
明
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

こ
が
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
方
法
論
と
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
指
導
と
の
根
本
的
な
差
異

い
わ
ゆ
る
〈
無
知
〉
が
「
知
」
に
至
る
通
常
の
教
育
指
導
で
あ
れ
ば
、
確
立
し
た

方
法
が
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
知
る
べ
き
「
内
容
」
や
「
形
態
」
は
す
で

に
確
立
し
て
お
り
、
い
わ
ば
〈
問
〉
と
〈
答
〉
の
か
た
ち
で
生
徒
に
納
得
さ
せ
る
な

り
暗
記
さ
せ
る
な
り
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
記
憶
と
い
う
「
知
」
と
し
て
そ
れ
を
定
着

さ
せ
れ
ば
よ
い
（
５
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
概
念
的
に
把
握
す
る

労
働
」
に
は
ま
っ
た
く
そ
ぐ
わ
な
い
。（
第
二
七
段
落
第
三
文
）

他
方
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な「
学
問
の
基
礎
づ
け
」と
い
っ
た
方
法
論
（
６
）

で
も
「
概
念
的
に
把
握
す
る
」
労
働
は
生
じ
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
人
間
的
知
識

の
端
的
に
無
制
約
的
な
、
絶
対
的
第
一
原
則
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

て
、
そ
れ
を
「
事
行

Tathandlung

」
だ
と
す
る
。
そ
の
「
第
一
原
則
」
は
、「
証
明

さ
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
し
、「
事
行
」
も

「
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
経
験
的
な
諸
規
定
の
も
と
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
で
も
な
け

れ
ば
、
現
れ
う
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
か
え
っ
て
す�

べ�

て�

の�

意�

識�

の�

根�

底�

に�

あ�

っ�

て�

、
こ
れ
の
み
が
意
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
」（
傍
点：

神
山
）
だ
と
さ
れ

る
（
７
）
。
よ
う
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
指
す
「
知
」
の
「
生
成
」
で
は
な
く
、
む
し

ろ
「
無
知
」
の
機
制
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
解
明
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
代
物
に

な
る
だ
ろ
う
。（
第
二
七
段
落
第
四
文
）

こ
れ
ら
の
教
授
法
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、〈
答�

〉な
り「
原�

則�

」な
り
が
、「
知
」

の
営
み
―
―
す
な
わ
ち
「
概
念
的
に
把
握
す
る
」
労
働
―
―
と
は
別�

の�

次�

元�

で�

完�

成�

し�

て�

い�

て�

、
そ�

れ�

を�

た�

ん�

に�

受�

け�

入�

れ�

る�

だ�

け�

だ�

、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
こ
う
し
た
あ
り
方
を
、「
ピ
ス
ト
ル
を
ぶ
っ
放
す
み
た
い
に
、
絶
対
的
な
知
か

ら
直
接
的
に
始
め
て
、
ほ
か
の
も
ろ
も
ろ
の
立
場
を
気
に
す
る
必
要
は
な
い
と
公
言

し
て
こ
れ
ら
を
即
刻
始
末
す
る
よ
う
な
〈
精
神
の
吹
込
みB

egeisterung

〉（
感
激
）」

で
し
か
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
揶
揄
は
、
ピ
ス
ト
ル
で
お
化
け
（G

espenst

）
を

撃
っ
た
つ
も
り
が
、
精
神
（G

eist

）
に
は
そ
の
痕
跡
も
認
め
（N

otiz

）
ら
れ
ず
、
じ

つ
は
娘
を
射
殺
し
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
い
う
逸
話
を
利
用
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
（
８
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
て
ず
っ
ぽ
う
の
議
論
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９
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る
。（
第
二
七
段
落
第
四
文
）

二
層
の
個
体
―
―
個
別
と
普
遍

こ
こ
で
の
問
題
の
焦
点
は
、
我
々
自
身
も
い
ま
だ
理
解
し
て
い
な
い
「
概
念
的
に

把
握
す
る
」
こ
と
を
知
ら
な
い
「
教
養
形
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
立
場
」
か
ら
、
た

ん
に
学
問
論
一
般
を
論
ず
る
こ
と
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ず
は
、「
個

体
」
―
―
そ
れ
は
当
然
個�

別�

的�

な�

そ
れ
―
―
の
「
知
」
の
向
上
を
と
ら
え
る
こ
と
、

し
か
も
そ
れ
を
握
っ
て
離
さ
ず
、
さ
ら
に
「
普
遍
的
な
感
性
（Sinn

）」
で
「
普�

遍�

的�

な
個
体
」
す
な
わ
ち
「
世
界
精
神
」
を
「
教
養
形
成

B
ildung

」
と
し
て
考
察
し

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。（
第
二
八
段
落
第
一
文
）

精
神
を
め
ぐ
る
個
別
と
普
遍
の
二
層
の
関
係
は
、『
精
神
の
現
象
学
』に
お
い
て
、

つ
ね
に
問
題
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
意
識
の
経
験
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
「
意
識
」
は
つ
ね

に
「
個
別
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
論
的
個
別
主
義
な
い
し
個
別

認
識
至
上
主
義
に
立
つ
い
わ
れ
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
個

別
的
な
意
識
と
い
え
ど
も
、つ
ね
に
普
遍
的
な
意
識
に
関
与
し
て
そ
れ
を
利
用
し
て
、

み
ず
か
ら
の
意
識
を
説
明
す
る
こ
と
に
如
実
に
現
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
二
層
の
関
わ
り
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場

合
、「
普
遍
的
な
個
体
」
が
持
つ
モ
メ
ン
ト
を
展
開
し
、「
普
遍
的
な
個
体
」
の
「
具

体
的
な
形
式
と
独
自
の
形
態
化
を
勝
ち
取
っ
て
い
く
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
ず
、

「
教
養
形
成
が
な
さ
さ
れ
て
い
な
い
」
個
体
が
普
遍
的
な
意
識
に
関
与
す
る
以
上
、

〈
群
盲
象
を
撫
で
る
〉
な
か
で
、「
普
遍
的
な
個
体
」
の
あ
り
よ
う
が
―
―
断
片
の

寄
せ
集
め
で
あ
る
や
も
し
れ
な
い
が
―
―
見
え
て
く
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、「
普
遍
的
な
個
体
」
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
メ
ン
ト
」
が
「
具

体
的
な
形
式
と
独
自
の
形
態
化
を
勝
ち
取
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

（
第
二
八
段
落
第
二
文
）

た
し
か
に
、
こ
う
し
た
「
個
別
」
と
「
普
遍
」
と
を
繋
ぐ
実
際
の
「
特
殊
な
個
体
」

は
、「
具
体
的
な
形
態
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
不
完
全
な
精
神
」
と
し
て
、

あ
る
特
定
の
規
定
態
を
際
立
た
た
せ
、
そ
れ
以
外
の
諸
規
定
態
を
曖
昧
に
す
る
。

我
々
の
設
定
し
た
〈
群
盲
象
を
撫
で
る
〉
の
例
で
は
、
柱
か
綱
か
扇
か
壁
か
な
ど

と
い
っ
た
部
分
論
に
堕
し
て
し
ま
う
が
、『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
、
意
識
（
感
性
、

知
性
、
悟
性
）、
自
己
意
識
、
理
性
と
い
っ
た
層
が
共
働
し
て「
精
神
」が
意
識
さ
れ
、

さ
ら
に
「
宗
教
」
で
「
精
神
」
自
身
が
意
識
化
さ
れ
、
最
終
的
に
そ
れ
ら
を
貫
通
す

る
「
絶
対
知
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
知
」
の
不
完
全
性
か
ら
く
る
遍
歴

し
か
し
、「
特
殊
な
個
体
」は
、
つ
ね
に
そ
の
一
部
し
か
具
体
的
に
問
題
に
せ
ず
、

こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
化
し
た
全
体
の
な
か
で
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
の
意
味
で
、「
特
殊
な
個
体
」
は
、
具
体
的
で
あ
っ
て
も
不
完
全
な
の
で

あ
る
。（
第
二
八
段
落
第
三
文
）

も
っ
と
も
、
議
論
進
行
の
な
か
で
、「
よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
精
神
」
と
も
な
れ

ば
、「
よ
り
低
い
具
体
的
な
現
存
在
が
貧
相
な
モ
メ
ン
ト
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。」

だ
か
ら
、
当
面
す
る
高
次
の
「
精
神
」
を
議
論
す
る
と
き
に
は
、「
特
殊
な
個
体
」

が
な
す
の
と
似
て
、
以
前
は
具
体
的
で
あ
っ
た
「
覆
わ
れ
、
単
純
な
陰
影
」
に
な
っ

て
し
ま
い
、
専
門
的
研
究
者
に
し
て
も
そ
の
陥
穽
に
陥
っ
て
、
低
次
の
議
論
を
忘
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。（
第
二
八
段
落
第
四
文
）

学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」

5

Ｓｅｒｖｅｒ／跡見学園女子大学文学部　紀要／２０１９年　５４号／なかむら／縦組み／００１‐０２２　学問的認識論　神山 2019.0



だ
か
ら
、
す
で
に
「
知
」
を
獲
得
し
た
と
得
意
に
な
り
「
学
問
の
純
粋
な
エ
レ
メ

ン
ト
」
に
立
っ
て
い
る
と
胸
を
張
る
〈
学
者
〉
な
る
も
の
―
―
こ
れ
は
「
も
っ
と
高

い
位
置
に
あ
る
精
神
を
実
体
と
し
て
も
つ
個
体
」
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
思

い
込
む
と
す
れ
ば
〈
パ
ロ
デ
ィ
〉
で
あ
ろ
う
―
―
に
し
て
も
、
そ
の
「
学
問
の
純
粋

な
エ
レ
メ
ン
ト
」
す
な
わ
ち
「
よ
り
高
い
学
問
」
に
取
り
組
む
つ
も
り
な
ら
、「
精

神
」
が
じ
ょ
じ
ょ
に
高
ま
っ
て
い
く
「
過
去
を
遍
歴
す
る
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

る
。『
精
神
の
現
象
学
』
は
、
そ
れ
を
実
際
に
遂
行
す
る
「
学
問
」
で
あ
っ
て
、
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
執
筆
時
に
お
い
て
「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
一
部
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
予
備
的
な
知
見

Vorbereitungskenntnisse

」
の
ご
と

き
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
「
丹
念
に
た
ど
っ
て
、
そ
の
内
容
を
現

在
に
生
か
す
」
意
義
を
有
し
て
い
る
。（
第
二
八
段
落
第
五
文
）

個
々
人
の
教
養
形
成
と
実
体
生
成
の
相
即

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
個
々
人
」
が
「
普
遍
的
な
精
神
の
教
養
形
成
の
諸
段
階
」

を
「
遍
歴
す
る
」
こ
と
と
、「
普
遍
的
な
精
神
で
あ
る
実
体
」
が
「
み�

ず�

か�

ら�

に�

自

己
意
識
を
与
え
」
て
「
み
ず
か
ら
を
生
成
さ
せ
る
」
こ
と
の
同
時
性
を
語
っ
て
い
る
。

簡
単
に
い
え
ば
、「
個
々
人
」
が
「
普
遍
的
な
精
神
」
を
み
ず
か
ら
の
も
の
に
し
な

け
れ
ば
、「
普�

遍�

的�

な�

精�

神�

」は
端
的
に
存�

在�

し�

な�

く�

な�

る�

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
個
々
人
」
に
と
っ
て
は
、「
個
体
の
実
体
」
で
は
あ
っ
て
も
「
非
有
機
的
な
自
然
」

に
す
ぎ
ず
、
有
機
体
で
あ
る
「
個
体
」
に
と
っ
て
〈
疎
遠
な
も
の
〉
で
あ
る
。
そ
う

し
た
状
態
を
放
置
す
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
「
普
遍
的
な
精
神
」
が
過
去
に
「
教
養
形

成
」
さ
れ
豊
か
な
「
現
存
在
」
を
「
所
有
物
」
と
し
た
成
果
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
た

と
し
て
も
、
す
べ
て
が
烏
有
に
帰
す
る
。
こ
う
し
た
「
普
遍
的
な
精
神
」
は
、
も
は

や
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
個
体
」
に
対
し
て
は
、「
普
遍
的
な
精
神
」
と
い
う
当
座
は
「
非

有
機
的
な
自
然
」
を
「
摂
取
」
し
、
み
ず
か
ら
に
有
機
化
す
る
こ
と
―
―
「
そ
れ
だ

け
で
独
立
し
て
そ
れ
を
占
有
す
る
」
こ
と
―
―
が
、「
実
体
」
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
要
請
す
る
「
実
体
」
は
、
そ
う
し
た
「
教
養
形
成
」

を
成
し
遂
げ
た
「
自
己
意
識
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
「
自
己
意

識
」
の
消
え
去
っ
た
「
実
体
」
な
る
も
の
は
、
も
は
や
「
実
体
」
と
す
ら
呼
べ
な
い

忘
れ
去
ら
れ
た
も
の
に
成
り
下
が
る
だ
ろ
う
。（
第
二
八
段
落
第
六
〜
九
文
）

「
知
と
は
な
に
か
」
と
い
う
目
標
と
時
間
性

こ
こ
で
の
「
学
問
」
す
な
わ
ち
『
精
神
の
現
象
学
』
は
、「
個
々
人
」
の
「
個
体
」

が
「
教
養
形
成
す
る
運
動
」
と
、「
普
遍
的
な
精
神
」
と
い
う
「
実
体
」
の
モ
メ
ン

ト
と
な
っ
た
も
の
を
「
必
然
的
な
あ
り
方
」
で
「
具
現
す
るdarstellen

」
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
の
到
達
「
目
標
」
は
、「
知�

と�

は�

な�

に�

か�

」
を

「
個
々
人
」
の
「
精
神
」
が
「
洞
察

E
insicht

」
す
る
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。（
第
二

九
段
落
第
一
・
二
文
）

こ
れ
は
、「
道
の
り
の
長
さ
」
の
点
で
も
、「
ど
の
モ
メ
ン
ト
も
」「
そ
れ
自
身
が

一
つ
の
個
体
的
な
形
態
全
体
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
絶
対
的
に
考
察
さ
れ
る
」
点
で

も
、
そ
う
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。「
手
段
な
し
に
目
標
を
達
成
す
る
と
い
っ

た
不
可
能
な
こ
と
を
求
め
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
短
兵
急
に
「
ピ
ス
ト
ル
を
ぶ
っ

放
す
」
こ
と
は
、
け
っ
し
て
そ
の
「
手
段
」
た
り
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
表
面
的
に

見
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
み
ず
か
ら
の
『
精
神
の
現
象
学
』
の
議
論
に
つ
き

あ
う
「
忍
耐
」
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
、
わ
が
野
心
の
こ

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９
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と
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
実
体
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
し
て
客
観
的
に
正

当
化
し
よ
う
と
す
る
。（
第
二
九
段
落
第
三
〜
五
文
）

す
な
わ
ち
、「
個
体
の
実
体
」
で
あ
る
「
世
界
精
神
」
は
、
時�

間�

の
な
か
で
、「
こ

れ
ら
の
形
式
」
を
も
、
す
な
わ
ち
「
ど
の
モ
メ
ン
ト
」
を
も
必
要
と
し
、
こ
れ
を
「
教

養
形
成
」
す
る
「
労
働
」
―
―
「
世
界
史
」
と
い
う
「
労
働
」
―
―
を
「
引
き
受
け

る
忍
耐
力
」
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
世
界
精
神
」
と
し
て
自
覚
化
し

え
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
、「
普
遍
的
な
精
神
で
あ
る
実
体
」
が
「
み

ず
か
ら
に
自
己
意
識
を
与
え
」
て
「
み
ず
か
ら
を
生
成
さ
せ
る
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル

の
議
論
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
は
、
別
様
に
い
え
ば
、「
普
遍
的
な
精
神
で
あ
る
実

体
」
が
「
み
ず
か
ら
に
自
己
意
識
を
与
え
る
」
こ
と
自
身
が
、「
教
養
形
成
」
す
る

―
―
「
忍
耐
」
を
必
要
と
す
る
―
―
「
労
働
」
の
所
産
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
、「
教�

養�

形�

成�

」
す�

る�

「
労�

働�

」
の�

あ�

り�

方�

い�

か�

ん�

で�

、「
普�

遍�

的�

な�

精�

神�

で�

あ�

る�

実�

体�

」
の�

あ�

り�

方�

も�

、
大�

い�

に�

異�

な�

っ�

て�

く�

る�

、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
は
、
空�

間�

に
お
け
る
「
世
界
精
神
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
の

指
摘
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
の

「
序
文
」
で
は
、
そ
の
欠
を
見
逃
し
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、「
ピ

ス
ト
ル
を
ぶ
っ
放
す
」
例
に
倣
っ
て
現
在
の
状
況
を
と
ら
え
て
み
れ
ば
、
武
装
民
主

主
義
を
い
ま
だ
維
持
す
る
二
一
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
教
養
形
成
段
階
は
、
一

六
世
紀
の
秀
吉
に
よ
る
刀
狩
以
前
の
そ
れ
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
の
教
養
形
成
段
階
が
現
在
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

を
あ
ら
ゆ
る
面
で
凌
駕
し
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
こ
こ

で
指
摘
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
教
養
形
成
の
諸
側
面
が
つ
ね
に
時�

間�

や
空�

間�

に
規
定

さ
れ
て
跛�

行�

的�

に
し
か
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
一
事
で
あ
る
。（
第
二
九
段

落
第
五
文
）

こ
の
「
労
働
」
の
「
忍
耐
」
の
過
酷
さ
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
わ�

ず�

か�

ば�

か�

り�

の�

労�

働�

で
は
み
ず
か
ら
の
実
体
を
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で�

き�

な�

い�

」
と

言
い
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
過
酷
さ
を
緩
和
す
る
か
の
よ
う
に
、「
個
体
は
わ�

ず�

か�

な�

苦�

労�

し�

か�

し�

な�

い�

で�

済�

む�

」
な
ど
と
、
甘
言
を
弄
す
る
か
に
み
え
る
。
な
ぜ
か
？

い
ま
あ
る
〈
そ
れ
自
体
〉
か
ら
〈
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
〉
へ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
実
体
の
概
念
的
な
把
握
が
そ
れ
自
体
で
完
成
し
て
い
て
、
も
は

や
内
容
と
い
う
も
の
が
、
可
能
態
に
ま
で
身
を
や
つ
し
た
現
実
態
で
あ
り
、
圧
縮
さ

れ
た
直
接
態
に
な
っ
て
い
る
」
の
で
、
す
で
に
個
体
は
、
そ
の
「
内
容
」
を
考
え
て

「
所
有
物
」に
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
、「
現

存
在
を
〈
そ
れ
自
体
の
存
在
〉
に
反
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
も

い
う
。

「
実
体
の
概
念
的
な
把
握
が
そ
れ
自
体
で
完
成
し
て
い
る
」
と
か
、
そ
の
「
内
容
」

が
「
現
実
態
」
に
し
て
「
直
接
態
」
で
あ
り
、「
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
とG

edachtes

」

で
あ
っ
て
、
す
で
に
個
体
の
「
所
有
物
」
に
な
っ
て
い
る
と
か
す
る
な
ら
ば
、「
そ

れ
自
体an

sich

」
が
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
す
る
理
解
す
る
以
外
に
な
い
。

こ
う
し
た
言
明
は
、カ
ン
ト
的
な
批
判
意
識
を
か
る
が
る
と
超
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
特
段
に
そ
の
根
拠
を
こ
の
場
で
示
す
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
言
明
が

Vorrede

と
し
て
、「
前
口
上
」
に
お
け
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
割
り
引
く
と

し
て
も
、
そ
れ
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
「
ピ
ス
ト
ル
を
ぶ
っ
放
す
」
真
似
を
演
じ
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た
と
し
か
思
え
な
い
代
物
で
あ
る
。（
第
二
九
段
落
第
六
・
七
文
）

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
箇
所
に
、
第
二
版
へ
の
校
正
で
か
な
り
の
手
を
入
れ
て
い
る

が
、
本
質
的
な
意
義
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
評
価
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、「
そ
れ

自
体das

A
nsich

」（
第
二
九
段
落
第
七
文
）に
つ
い
て
、
第
二
版
へ
の
校
正
で
は
、「
も

は
や
た
ん
に
根
源
的
な
も
の
で
も
定
在
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
で
も
な
く
、

そ
れ
よ
り
も
す
で
に
想�

起�

さ�

れ�

た�

（erinnerte

）〈
そ�

れ�

自�

体�

〉」（
９
）
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
み
ず
か
ら
舌
足
ら
ず
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
省
し
た
こ
と

は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、「
そ
れ
自
体
」
の
含
意
は
、
カ
ン
ト
が
批
判

し
よ
う
と
し
た
現
象
に
対
す
る
本
体
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、erinnern

さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
初�

学�

の�

「
自�

然�

な�

意�

識�

」
が�

「
覚�

え�

て�

い�

る�

こ�

と�

」
を
念
頭
に
置
き

さ
え
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
実
体
の
概
念
的
な
把
握
が
そ

れ
自
体
で
完
成
し
て
い
る
」
と
い
う
言
明
も
、
同
様
の
レ
ベ
ル
で
理
解
す
れ
ば
よ
い

こ
と
に
な
る
。
よ
う
す
る
に
、
こ
の
場
の
「
そ
れ
自
体
」
は
、「
そ
も
そ
も
」（
小
学

館
『
大
独
和
』1b�

）
と
い
っ
た
〈
本
来
性
〉
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
は
、〈
自
分

の
も
と
に
〉（
同1a�

参
照
）
あ
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
（
１０
）
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
み
ず
か
ら
の
も
と
に
あ
る
こ
と＝

み
ず
か
ら
に

か
か
わ
る
こ
と

das
A

nsich

〉
だ
け
で
は
駄
目
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
そ
れ
だ

け
で
独
立
し
た
存
在Fürsichseyn

」
の
形
式
に
反
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

強
調
す
る
。
こ
の
後
数
段
は
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」
を
め
ぐ
る
議
論
へ

と
進
展
し
て
い
く
。（
第
二
九
段
落
第
七
文
）

�

表
象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
を
思
考
枠
組
に
変
え
る
こ
と

表
象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
は
「
実
体
」
よ
り
は
「
自
己
」
の
も
の

第
二
九
段
落
冒
頭
で
は
、「
個
々
人
」
の
「
個
体
」
が
「
教
養
形
成
す
る
運
動bil-

dende
B

ew
egung

」
が
「
学
問
」
に
よ
り
「
具
現
」
す
べ
き
一
課
題
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
知
」や「
学
問
」が
問
題
で
あ
る
か
ら
、「
現
存
在D

aseyn

」

を
新
た
に
〈
形
成
す
る
こ
とbildend

〉
を
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
「
現
存

在
」
を
「
廃
棄
す
る
」
実
習
を
す
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
現
存
在
」
は
、

「
知
」
や
「
学
問
」
へ
と
〈
形
成
〉
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
現
存
在
」
自
身
は
、

無
く
て
も
（
廃
棄
さ
れ
て
も
）
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
「
現
存
在
」
は
、「
個
々

人
」の
う
ち
に
、「
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
伴
っ
たm

it
den

Form
en

」「
表
象Vorstellung

」

や
「
周
知
の
も
のB

ekanntschaft

」
が
残
っ
て
い
る
は
ず
だ
。（
第
三
〇
段
落
第
一
文
）

「
表
象
」
と
「
周
知
の
も
の
」
と
は
、
水
準
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。「
周
知
の
も

のB
ekanntes

」
は
、
精
神
の
処
理
を
終
え
た
も
の
で
（
１１
）
、
精
神
の
「
活
動
」
や
「
関

心
」
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
テ
キ
ス
ト
で
明
示
し

な
い
が
、「
周
知
の
も
の
」
と
の
対
比
で
「
表
象
」
を
考
え
る
と
、
精
神
の
「
活
動
」

や
「
関
心
」
が
い
ま
だ
存
在
し
そ
の
処
理
過
程
の
な
か
に
あ
る
も
の
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。（
第
三
〇
段
落
第
三
文
）

個
別
的
な
「
自
己
」
の
直
接
的
な
媒
介
は
「
表
象
」
を
超
え
な
い

先
に
《
個
々
人
の
教
養
形
成
と
実
体
生
成
の
相
即
》
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、「
現

存
在
」
が
「
表
象
」
と
な
る
こ
と
（「
最
初
の
否
定
」）
に
よ
っ
て
、「
実
体
」
が
「
現
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存
在
」
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
が
、
い
ま
は
「
現
存
在
」
自
身
が
な
く
て
も
よ
い

の
だ
か
ら
（「
廃
棄
」
さ
れ
た
の
だ
か
ら
）、
本
当
は
「
表
象
」
の
形
態
で
取
り
戻
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
実
体
」
に
は
、
当
の
「
現
存
在
」
は
な
く
、
そ
の

代
わ
り
の
「
表
象
」
の
み
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
実
体
」
に
「
表
象
」

が
あ
る
と
は
せ
ず
に
、「
自
己
（Selbst

）（
１２
）

の
エ
レ
メ
ン
ト
」
に
「
表
象
」
が
「
直

接
的
に
移
し
変
え
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。「
自
己
」
と
は
、
一
般
に
、
個
別
的
自

己
と
普
遍
的
自
己
と
が
対
立
的
に
意
識
さ
れ
な
が
ら
統
一
し
て
い
る
局
面
で
用
い
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
実
体
」
か
ら
「
自
己
」
に
移
さ
れ
て
い
る
点

で
「
実
体
」
が
も
つ
普
遍
的
な
含
意
を
残
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
「
表
象
」
で
あ
る

点
で
個
別
的
な
意
識
の
ほ
う
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
〇
段
落
第
二
文
の»es

hat
also

noch
denselben

﹇sc.D
aseyn

﹈Charak-

ter«

のes

は
、»D

as
in

die
Substanz

zurückgenom
m

e
D

aseyn«

と
取
ら
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
「
自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
に
「
直
接
的
に
移
し

変
え
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
内
容
的
に
は
、「
現
存
在
」
よ
り
も
「
表
象
」
と

し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
ん
にD

aseyn

と
だ
け
受
け
取

ら
れ
る
と
意
味
不
明
に
な
る
こ
と
か
ら
、
校
正
版
で
は
、
こ
のes

を»dieses
ihm

erw
orbene

E
igenthum

«

と
変
更
し
て
い
る
。
こ
のE

igenthum

は
、「
自
己
」

の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
「
表
象
」
の
含
意
を
帯
び
て
く
る
。

そ
れ
は
そ
う
と
、「
現
存
在
」
は
、「
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
直
接
態
や
動

か
な
い
無
関
心
さ
と
い
う
性
格
」
を
持
つ
と
さ
れ
、「
実
体
に
取
り
戻
さ
れ
た
現
存

在
」も
同
様
の
性
格
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
い
い
か
え
る
に
、「
現

存
在
は
、
表
象
に
移
行
し
て
し
ま
っ
た
」
と
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
迂
回
し
た

議
論
が
必
要
な
の
も
、「
表
象
」
を
直
接
に
「
実
体
」
に
帰
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
、

と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
だ
ろ
う
。「
表
象
」
は
、「
現
存
在
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
自
己
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
実
体
」
に
属
す

べ
き
は
「
現
存
在
」
だ
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
的
な
把
握
で
あ
る
。
こ
の
点
を

否
定
す
れ
ば
、《「
実
体
」
は
「
表
象
」
で
あ
る
》
と
い
う
、
表
象
主
義
者
と
同
一
の

見
解
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
迂
回
を
、
自
覚
的
に
遂
行
し
た
と

思
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
迂
回
は
、
た
め
に
す
る
も
の
だ
と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
も
、「
実

体
」
は
〈
主
語
〉（S

）
で
あ
る
か
ら
、
当
の
「
実
体
」
を
「
現
存
在
」
と
し
て
表
現

す
る
な
ら
、
た
と
え
ば
、「
神
（S

）
は
、
現
に
こ
の
イ
エ
ス
（P

）
で
あ
る
。」
な
ど

と
い
っ
た
命
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
神
」
と
い
う
「
実
体
」
た
る
〈
主

語
〉（S

）
に
、
そ
の
〈
述
語
〉（P

）「
イ
エ
ス
」
が
属
し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
に

な
る
。
し
か
し
、「
イ
エ
ス
」
が
実
際
に
〈
主
語
〉
の
〈
述
語
〉
た
り
う
る
か
は
、

そ
れ
を
主
張
す
る
「
自
己
」
の
信
仰
箇
条
で
し
か
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
〈S

＝
P

〉
は
、「
実
体
」
の
命
題
か
ら
滑
り
落
ち
て
、「
自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
で
主
張

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、「
イ
エ
ス
」
は
、「
実
体
」
た
る

〈
主
語
〉
に
つ
い
て
の
命
題
の
「
現
存
在
」
を
示
す
〈
述
語
〉
で
は
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
、「
自
己
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
で
の
〈S＝

P

〉
で
し
か
な
い
。
こ
の
命
題
で
は
、

「
イ
エ
ス
」
は
、「
現
存
在
」
と
し
て
「
直
接
態
」
で
あ
り
、「
動
か
な
い
無
関
心
さ
」

し
か
示
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
も
の
を
「
表
象
」
と
い
う
の
で
あ
る
。（
第
三
〇
段

落
第
二
文
）

学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」

9

Ｓｅｒｖｅｒ／跡見学園女子大学文学部　紀要／２０１９年　５４号／なかむら／縦組み／００１‐０２２　学問的認識論　神山 2019.0



「
知
」
は
「
普
遍
的
な
自
己
」
の
「
行
い
」

「
神
は
、
現
に
こ
の
イ
エ
ス
で
あ
る
。」
と
い
う
命
題
が
「
表
象
」
や
「
周
知
の
も

の
」
を
超
え
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
個
別
的
な
「
自
己
」
の

も
と
で
行
わ
れ
る
「
直
接
的
な
媒
介
」、「
現
存
在
す
る
媒
介
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
が
、「
自
己
」
は
「
自
己
」
で
も
、
個
別
的
な
「
自
己
」
で
は
な
く
、「
普

遍
的
な
自
己
」
の
「
行
い
」
へ
と
、「
思
考
の
関
心
」
へ
と
進
展
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。（
第
三
〇
段
落
第
四
文
）

「
周
知
の
も
の
」
へ
の
依
拠
は
自
己
欺
瞞

先
に
、「
表
象
」
と
「
周
知
の
も
の
」
と
の
水
準
の
違
い
に
言
及
し
て
お
い
た
が
、

「
表
象
」
が
個
別
態
の
ほ
う
に
振
れ
る
と
す
れ
ば
、「
周
知
の
も
の
」
は
普
遍
態
の

ほ
う
に
振
れ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、「
普
遍
的
な
自
己
」
の
「
行
い
」
へ
と
進

展
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
表
象
」
で
は
な
く
「
周
知
の
も
の
」
に
依
拠
す
れ
ば
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
周
知
の
も
の
」
は
、
そ
の
こ
と
に
甘
ん
じ
て
、
認
識

さ
れ
て
も
い
な
い
し
、「
も
っ
と
も
下
品
な
自
己
欺
瞞
で
あ
り
他
人
を
欺
く
こ
と
」

だ
と
酷
評
す
る
（
１３
）
。（
第
三
一
段
落
第
一
・
二
文
）

そ
れ
に
対
し
て
、「
周
知
の
も
の
」
と
さ
れ
る
も
の
が
、「
表
象
」
に
見
い
だ
さ
れ

る
の
か
、
皆
に
通
用
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
「
周
知
の
も
の
」
で

あ
る
の
ど
う
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
断
ず
る
。（
第
三
一
段
落
第
五
文
）

「
周
知
の
も
の
」
と
い
う
形
式
を
廃
棄
す
る
表
象
分
析

こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
テ
ー
テ
ン
ス
や
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
ら
に
よ
る
表
象
分
析
を

念
頭
に
置
き
、「
表
象
」
が
「
周
知
の
も
の
」
だ
と
い
う
形
式
を
廃
棄
し
た
こ
と
で

彼
ら
の
功
績
を
認
め
る
。（
第
三
二
段
落
第
一
文
）

た
と
え
ば
、
テ
ー
テ
ン
ス
は
、
我
々
の
表
象
は
、
先
行
し
た
も
の
を
修
正
し
た
も

の
で
、
我
々
の
現
在
の
感
覚
に
は
、
根
源
的
な
表
象
で
あ
る
感
覚
表
象
が
発
生
す
る

と
す
る
（
１４
）
。
ま
た
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、「
表
象
」
に
広
義
と
狭
義
を
認
め
、
広
義

に
は
、
感
覚
か
ら
概
念
把
握
ま
で
を
含
め
た
直
接
的
な
作
用
を
い
い
、
狭
義
に
は
、

そ
れ
ら
の
共
通
す
る
も
の
を
い
う
、
と
す
る
（
１５
）
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
ト
ナ
ー
は
、「
表

象
」
を
「
低
次
の
認
識
能
力
」
の
働
き
と
し
て
、「
感
性Sinn

」
と
「
空
想Phantasie

」

と
に
分
類
し
、
さ
ら
に
、「
感
性
」
を
「
外
的
感
性
器
官
の
働
き
」
と
「
心
と
い
う

固
有
の
器
官
に
お
け
る
前
者
の
働
き
に
依
存
し
た
変
形
」
に
分
け
る
。
ま
た
、「
空

想
」
は
、「
空
間
的
不
在
を
表
象
す
る
さ
い
の
能
力
」
と
し
て
、
そ
の
要
素
と
し
て
、

「
記
憶
」、「
表
象
の
覚
醒
」、「
表
象
と
空
想
の
結
合
」、「
想
起
能
力
」、「
想
像
力
」

を
挙
げ
る
（
１６
）
。

分
析
に
よ
る
「
思
考
枠
組
」
の
入
手

こ
う
し
た
分
析
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、「
表
象
を
そ
の
根
源
の
も
ろ
も
ろ

の
エ
レ
メ
ン
ト
に
ま
で
ば
ら
ば
ら
に
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
目
の
前
に
見
い
だ
さ

れ
た
表
象
と
い
う
形
式
」
を
脱
し
て
、「
そ
れ
自
身
固
定
的
で
静
止
し
た
周
知
の
諸

規
定
で
あ
る
思�

考�

枠�

組�

（G
edanke

）」（
１７
）

を
、「
自
己
」
が
手
に
入
れ
て
所
有
し
て
い

る
こ
と
を
見
せ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
こ
の
よ
う
に
分�

離�

さ�

れ�

た�

も�

の�

」

が
「
本
質
的
な
モ
メ
ン
ト
だ
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。「
と
い
う
の
も
、
具
体
的

な
も
の
は
、
み
ず
か
ら
を
分
離
し
非
現
実
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
し
か
、
み
ず
か

ら
運
動
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
か
？
（
第
三
二
段
落
第
二
〜
四

文
）
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否
定
的
な
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
、「
運
動
」
が
生
じ
て
持
続
す
る
た
め
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

「
閉
じ
ら
れ
て
静
止
し
た
円
環
」
す
な
わ
ち
「
み
ず
か
ら
の
モ
メ
ン
ト
を
保
持
す

る
実
体
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
直
接
的
な
〈
関
り
〉」
で
あ
っ
て
、
な
ん

ら
「
驚
く
」
に
値
し
な
い
。
こ
の
さ
い
、「
円
周
か
ら
外
れ
た
」
と
み
ら
れ
る
「
偶

有
的
な
も
の
」
―
―
す
な
わ
ち
先
の
「
み
ず
か
ら
を
分
離
し
非
現
実
的
な
も
の
と
す

る
」
も
の
―
―
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
う
か
。

そ
う
し
た
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
り
、「
円
環
」
は
「
閉
じ
ら
れ
て

静
止
し
た
」
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
「
運
動
」
の
な
い
事

態
の
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
世
界
が
完
璧
に
凍
結
し
て
（
絶
対
零
度
）
な
ん

の
身
動
き
も
取
れ
な
い
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
置
け
ば
よ
い
。
し
か
し
、
む

し
ろ
、
こ
う
し
た「
運
動
」を
否
定
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
無
理
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、「
閉
じ
ら
れ
て
静
止
し
た
」
と
み
ら
れ
て
い
る
「
円
環
」
を
破
る
な

り
脅
か
し
た
り
す
る
「
円
周
か
ら
外
れ
た
偶
有
的
な
も
の
」
―
―
す
な
わ
ち
「
他
の

現
実
的
な
も
の
」
―
―
こ
そ
が
当
の
「
円
環
」
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
関

連
の
な
か
で
の
み
当
の
「
円
環
」
が
そ
の
も
の
と
し
て
「
独
自
の
現
存
在
」
と
「
分

離
独
立
し
た
自
由
」
と
を
勝
ち
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
、
み
ず
か
ら
を
「
静
止
」
か
ら
「
運
動
」
へ
と
進
展
さ
せ
る
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
を
想
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
、「
他
の
現
実
的
な
も
の
と
の
関
連
で
、
独
自
の
現

存
在
」
と
「
分
離
独
立
し
た
自
由
と
を
勝
ち
取
る
」
こ
と
を
、「
否
定
的
な
も
の
が

も
つ
不
気
味
な
威
力
」
だ
と
す
る
。
こ
の
「
否
定
的
な
も
の
」
は
、「
他
の
現
実
的

な
も
の
」
の
独
占
物
な
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
こ
の
「
他
の
現
実
的
な
も
の
」

と
の
連
関
を
持
ち
あ
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
み
ず
か
ら
自
身
が
「
否

定
的
な
も
の
」
な
の
だ
と
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
、
こ
の
場
で
は
、「
認
識
」
が
主
題
と
な
り
、「
表
象
を
分
析
す
る
」
な
か
で

「
思
考
枠
組G

adanke

」
と
い
う
「
分
離
さ
れ
た
も
の
」
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
を
ヘ
ー

ゲ
ル
が
高
く
評
価
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
分
離
」
を
遂
行
す
る
の
が
「
悟
性
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に「
分
離
す
る
」「
否
定
的
な
も
の
」は
、「
思
考
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

純
粋
な
〈
わ
た
し
〉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
だ
と
さ
れ
る
。（
第
三
二
段
落
第
五
〜
七
文
）

こ
の
「
否
定
的
な
も
の
」
の
極
北
は
、「
死
」
で
あ
る
。「
死
」
は
、
あ
り
ふ
れ
た

事
柄
で
あ
り
な
が
ら
、「
わ
た
く
し
」
の
「
死
」
に
真
剣
に
向
き
あ
う
に
は
、「
最
大

の
力
」
が
必
要
に
な
る
。
だ
か
ら
、
た
い
て
い
は
、
み
ず
か
ら
の
「
死
を
念
頭
に
置

く
」
こ
と
な
く
、
生
活
し
て
い
く
の
が
知
恵
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
を
「
存
在

忘
却
」
と
し
て
語
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
だ
ろ
う
）。（
第
三
二
段
落
第
六
文
）

「
力
の
な
い
美
」
に
依
拠
し
な
い

次
い
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
力
を
欠
い
た
美
（kraftlose

Schönheit

）
は
、
悟
性
の

こ
と
を
憎
た
ら
し
い
と
思
う
」
と
つ
な
げ
る
。
こ
こ
で
、「
悟
性
」
は
、「
分
離
」
す

る
働
き
を
す
る
も
の
だ
か
ら
、
よ
り
直
接
的
に
は
、「
美
」
の
「
分
離
」
な
い
し
「
分

析
」
す
る
こ
と
が
、「
美
」
の
〈
敵
〉
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
悟

性
は
美
に
対
し
て
で
き
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
」
か
ら
だ
、
と
さ
れ
る
。「
で
き
な

い
こ
と
」
と
は
な
に
か
。
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。（
第
三
二
段
落
第
七
文
）

こ
の
箇
所
は
、
現
行
哲
学
文
庫
版
編
集
者
の
註
の
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、「
力
を
欠
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い
た
美
」
と
い
う
こ
と
で
い
か
な
る
議
論
を
想
定
す
る
か
、
所
説
芬
々
た
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
中
世
に
至
る
美
術
作
品
を
想
定
し
て
み
た
り
（
１８
）
、
あ
る
い

は
、
ロ
マ
ン
主
義
者
の
考
え
方
を
想
定
し
て
み
た
り
し
て
（
１９
）
、
一
定
し
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
、「
死
」（
第
三
二
段
落
第
八
文
）
と
「
生
命
」（
第
三
二
段
落
第
一

〇
文
）
と
を
挟
む
か
た
ち
で
「
美
」
が
現
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、〈
若
人
〉
の
「
美
」

と
〈
老
人
〉
の
そ
れ
と
を
「
分
離
」「
分
析
」
し
、「
悟
性
」
的
観
点
か
ら
は
、「
生

命
」
も
「
美
」
も
存
在
す
る
以
上
、「
生
命
」
を
維
持
す
る
よ
う
に
「
美
」
も
そ�

の�

ま�

ま�

維
持
す
る
と
い
っ
た
「
で
き
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
」（
第
三
二
段
落
第
九
文
）

ゆ
え
に
、「
美
」
は
、
こ
う
し
た
不
可
能
を
要
求
す
る
「
悟
性
」
を
憎
む
、
と
い
う

の
が
、文
脈
理
解
と
し
て
も
っ
と
も
難
点
の
少
な
い
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
、「
死
を
避
け
て
、
荒�

廃�

し�

な�

い�

よ�

う�

に�

み
ず
か
ら
を
純
粋
に
保
存
す
る

生
命
で
は
な
く
、
死
に
堪
え
、
死�

の�

な�

か�

で�

み
ず
か
ら
を
維
持
す
る
生
命
が
、
精
神

の
持
つ
生
命
で
あ
る
。」（
第
三
二
段
落
第
一
〇
文
）
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
―
―

そ
の
「
死
」
は
「
個
々
人
」
の
個
体
レ
ベ
ル
で
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し

て
も
―
―
、
な
お
さ
ら
に
生
老
病
死
の
感
性
的
な
あ
り
方
を
「〔
そ
れ
を
避
け
る
〕
力

の
な
い
美
」
の
解
釈
と
し
て
選
び
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
２０
）
。

「
精
神
」
は
支
離
滅
裂
の
な
か
で
自
分
を
見
出
す

お
そ
ら
く
、
現
に
〈
生
き
て
い
る
〉
と
き
は
、〈
生
き
て
い
る
〉
と
き
で
、
そ
の

瞬
間
に
同
時
に
〈
死
〉
を
想
う
生
き
方
を
、
我
々
は
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
を
同
時
に
想
い
な
が
ら
生
き
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
き
、
我
々
は
錯
乱
し
な

い
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
錯
乱
を
避
け
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
現
実
に
そ

う
し
た
局
面
に
突
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
、我
々
の
予
期
し
う
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
錯
乱
を
直
視
し
て
思
考
す
る
。「
精
神
は
、

絶
対
的
な
支
離
滅
裂
（Zerrissenheit

）
の
な
か
に
自
分
自
身
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
み
ず
か
ら
の
真
実
を
勝
ち
取
る
。」
こ
の
こ
と
は
、
我
々
が
直
面
し
た
く

も
考
え
た
く
も
な
い
「
否
定
的
な
も
の
」
か
ら
目
を
逸
ら
す
の
で
は
な
く
、「
精
神

が
否
定
的
な
も
の
を
直
視
し
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
（Verw

eilen

）
に
よ
っ
て
の

み
」
可
能
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
「
こ
だ
わ
り
」
を
「
否
定
的
な
も
の

を
存
在
に
反
転
す
る
魔
力
（Zauberkraft

）」
だ
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
秘

主
義
的
言
説
か
？
（
第
三
二
段
落
第
一
一
〜
一
三
文
）

主
語＝

魔
力

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
「
魔
力
」
を
「
主
語
」
と
同
一
視
す
る
。（
第
三
二
段
落

第
一
四
文
）

我
々
は
、「
�
主
語
は
何
で
あ
る
か
。」
の
節
で
、「
主
語
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い

て
す
で
に
議
論
し
て
お
い
た
（
２１
）
。
そ
の
議
論
の
詳
細
は
そ
こ
に
譲
り
、
こ
こ
で
そ
の

成
果
の
要
点
と
し
て
強
調
す
べ
き
は
、「『
主
語
』
自
身
も
そ
れ
自
体
で
〈
成
る
こ
と
〉

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
少
し
敷
衍
す
れ
ば
、「『
主

語
』
と
い
う
〈
点
〉
そ
の
も
の
が
み
ず
か
ら
『
述
語
』
を
『
付
け
加
え
て
』
い
く
『
運

動
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
三
二
段
落
第
一
四
文
で
も
同
様
に
、「
主
語
と
い
う
も
の
は
、

自
分
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
規
定
態
に
対
し
て
現
存
在
を
与
え
る
こ
と
で
、
抽
象
的
な
直

接
態
、
す
な
わ
ち
存
在
す
る
直
接
態
だ
け
を
一
般
的
に
廃
棄
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
真
な
る
実
体
と
な
る
」
と
し
て
い
る
。

「
存
在
す
る
直
接
態
」
の
「
廃
棄
」、
こ
れ
こ
そ
が
、「
主
語
」
の
具
え
る
「
否
定
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的
な
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
支
離
滅
裂
」
を
解
消
し
、「
存
在
」

を
回
復
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
「
存
在
」
は
「
実
体
」
で
は
あ
る
も

の
の
、
ふ
た
た
び
「
直
接
態
」
で
も
あ
っ
て
、「
主
語
」
が
み
ず
か
ら
を
媒
介
す
る

以
上
、「
主
語
」
の
「
媒
介
そ
の
も
の
」
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
支
離
滅
裂
」
を
解
消
し
て
「
直
接
的
な
存
在
」
を
回
復
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
そ

の
「
直
接
的
な
存
在
」
は
、
い
ず
れ
な
ん
ら
か
の
「
支
離
滅
裂
」
に
陥
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
消
と
、
存
在
の
回
復
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
力
が
、

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
あ
り
、「
魔
力
」
な
の
で
あ
る
。

�

ま
た
表
象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
を
概
念
に
変
え
る
こ
と

「
内
的
な
も
の
」
の
吐
き
出
し
と
「
普
遍
的
な
も
の
」
の
細
分
化
の
傾
向

前
節
�
の
「
分
析
に
よ
る
『
思
考
枠
組
』
の
入
手
」
の
項
で
、「『
表
象
』
が
『
周

知
の
も
の
』
だ
と
い
う
形
式
を
廃
棄
し
た
」
と
い
う
積
極
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え

た
。
論
者
の
ど
の
分
析
に
依
拠
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
「
思
考
枠
組
」
は
、「
表
象
」

と
同
様
に
、「
自
己
」の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
第
三
三
段
落
冒
頭
で
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、「
表
象
さ
れ
た
も
の
が
純
粋
な
自
己
意
識
の
所
有
物
に
な
る
と
い
う
、
普

遍
態
へ
の
こ
う
し
た
高
ま
り
」
と
し
て
回
顧
し
つ
つ
も
、「
教
養
形
成
」
と
し
て
は

「
完
結
」
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。（
第
三
三
段
落
第
一
文
）

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
昔�

な�

が�

ら�

の
手
法
と
し
て
、「
自
然
な
意
識
」
が
、「
現
存

在
」
の
―
―
「
出
会
っ
た
す
べ
て
の
出
来
事
」
の
―
―
分
析
に
終
始
し
て
、「
思
考

枠
組
」
と
い
う
普
遍
態
を
獲
得
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
最�

近�

の�

傾�

向�

と
し
て
は
、
そ
う
し
た
普
遍
態
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
自

己
」
の
「
内
的
な
も
の
」
を
「
外
に
掃
き
出
し
」
て
表
現
し
た
り
、「
普
遍
的
な
も

の
」
を
さ
ら
に
「
細
切
れ
に
」
し
た
り
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
も

の
を
素
材
に
し
て
、「
直
接
的
で
感
性
的
な
あ
り
方
か
ら
純
化
」
し
た
「
思
考
さ
れ

か
つ
思
考
す
る
実
体
」
と
し
て
「
個
体
」
を
形
作
っ
て
も
、
意
味
が
な
い
、
と
ヘ
ー

ゲ
ル
は
考
え
る
。（
第
三
三
段
落
第
二
〜
五
文
）

思
考
枠
組
の
流
動
化
に
よ
る
普
遍
態
の
現
実
化
の
課
題

「
思
考
枠
組
」
が
「
普
遍
態
」
で
あ
る
と
し
て
も
、「
固
定
的
な
規
定
さ
れ
た
思
考

枠
組
」
と
な
っ
て
お
り
、
静
止
し
た
身
動
き
の
取
れ
な
い
も
の
と
し
て
し
か
と
ら
え

ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
生
命
」
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
次
に
必
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
固
定
的
な
規
定
さ
れ
た
思
考

枠
組
」
を
廃
棄
し
て
「
流
動
化Flüssigkeit

」
し
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
「
普
遍
的

な
も
の
」
を
「
現
実
化
す
る
こ
と
」、「
精
神
を
吹
き
込
む
こ
とbegeisten

」
に
よ

っ
て
そ
れ
を
生
き
た
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
第
三
三
段
落
第
五
・
六
文
）

流
動
化
に
向
け
た
純
粋
な
思
考
の
モ
メ
ン
ト
化

分
析
さ
れ
た
「
思
考
枠
組
」
は
、〈
わ
た
し
〉
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
〈
わ
た
し
〉

は
、〈
否
定
的
な
も
の
〉で
あ
っ
て
、「
思
考
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

「
諸
規
定
は
、〈
わ
た
し
〉
と
い
う
も
の
を
、
つ
ま
り
否
定
的
な
も
の
の
威
力
を
、

い
い
か
え
れ
ば
純
粋
な
現
実
態
を
、
実
体
と
し
て
、
ま
た
そ
の
現
存
在
の
エ
レ
メ
ン

ト
と
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
、「
思
考
枠
組
」
が
〈
わ
た
し
〉

の
「
思
考
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
配
下
と
し
て
、〈
わ
た
し
〉
同
様
の
否
定
態
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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難
問
は
、
そ
の
先
に
あ
る
。
こ
の
場
合
、〈
わ
た
し
〉
が
頂
点
に
立
っ
て
い
る
わ

け
だ
か
ら
、〈
わ
た
し
〉
自
身
が
〈
固
定
化
〉
し
て
し
ま
え
ば
、
同
時
に
、「
思
考
枠

組
」
も
固
定
化
し
、
死
す
る
（
石
頭
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
、
や
む
を
え
な
い

事
情
も
あ
っ
た
。〈
わ
た
し
〉
自
身
は
、
現
存
在
（「
純
粋
に
具
体
的
な
も
の
」）
に
と

っ
て
の
「
固
定
点Fixes

」
で
あ
っ
た
し
、「
表
象
」
や
「
周
知
の
も
の
」、
さ
ら
に

は
「
思
考
枠
組
」
と
い
っ
た
「
も
ろ
も
ろ
の
区
別
」
を
す
る
「
無
制
約
態
」
で
あ
る

「
固
定
点
」
で
も
あ
っ
た
。

す
で
に
、「
直
接
態
」
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
廃
棄
さ
れ
、
媒
介
に
よ
っ
て
あ

ら
た
め
て
「
直
接
態
」
を
回
復
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
は
、「
閉
じ
ら

れ
て
静
止
し
た
円
環
」
な
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、〈
わ
た
し
〉
と
い

う
「
直
接
態
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
三
三
段
落

第
八
文
に
お
い
て
、「
思
考
枠
組
が
流
動
的
に
な
る
の
は
、
純
粋
な
思
考
で
あ
る
こ

の
内
的
な
直
接
態
が
み
ず
か
ら
を
モ
メ
ン
ト
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
簡
単
に
い
え
ば
、
全
体
を
ま
と
め
た
か
に
見
え
る
頂

点
化
し
た
〈
わ
た
し
〉
そ
の
も
の
が
、
そ
の
全
体
の
い
わ
ば
下
位
の
部
分
で
あ
る
〈
モ

メ
ン
ト
〉
に
す
ぎ
な
い
と
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
は
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
る
の
か
？

「
純
粋
な
思
考
自
身
に
つ
い
て
の
純
粋
な
確
信
が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
。」ま
た
、〈
わ

た
し
〉
と
い
う
「
自
分
で
自
分
自
身
を
設
定
す
る
固
定
点
」
を
放
棄
す
る
こ
と
。（
第

三
三
段
落
第
七
・
八
文
）

思
考
枠
組
か
ら
概
念
へ

こ
う
し
た
〈
わ
た
し
〉
の
思
考
の
「
確
信
」
を
捨
象
し
「
固
定
点
」
を
放
棄
す
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
は
「
概
念
」
に
な
る
、
と
ヘ
ー
ゲ

ル
は
い
う
。

こ
れ
は
、
た
ん
に
《
思
考
枠
組
の
無
私
性
》
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
な
ら
、「
真

理
」
に
は
普
遍
性
が
要
求
さ
れ
る
以
上
、
お
そ
ら
く
疑
問
の
余
地
な
く
肯
定
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
こ
の
よ
う
な
無
私
性
と
し
て
平
板
に
理

解
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
脱
私
粉
飾
さ
れ
た
「
思
考
枠
組
」
は
、〈
わ
た
し
〉
が
な

い
以
上
、「
思
考
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
も
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
「
思

考
枠
組
」
は
、
い
か
に
「
概
念
」
と
称
し
よ
う
と
も
、
静
止
し
た
死
せ
る
も
の
と
な

ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
放
棄
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
〈
わ
た
し
〉
の

「
確
信
」
な
り
〈
固
定
化
〉
な
り
な
の
で
あ
っ
て
、〈
わ
た
し
〉
そ
の
も
の
で
は
な

い
、
と
い
う
点
は
、
け
っ
し
て
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
事
態
の
核
心
は
、「
概
念
」に
、〈
否
定
的
な
も
の
〉

と
い
う
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
否
定
的
な
も
の
〉
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
よ
る
「
運
動
」
が
込
め
ら

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
は
、「
概
念
」
の
名
を
正
当
に
冠
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
「
思
考
枠
組
」〈
Ａ
〉
は
、〈
否
定
的
な
も
の
〉
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
か
た
ち
に
せ
よ
〈
非
Ａ
〉
を
分
析
的
に
含
ま
ざ
る
を
え

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
反
対
の
事
態
の
内
包
ま
で
を
「
思
考
枠
組
」
に

背
負
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
を
内
包
し
う
る
の
は
、「
包
み

こ
む

um
fangen

」
と
い
う
含
意
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
「
概
念

B
egriff

」
の
役
割

で
あ
る
（
２２
）
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
は
、〈
わ
た
し
〉
と
い
う
〈
否
定
的
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な
も
の
〉
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
含
み
、
こ
う
し
た
も
の
を
も
内
包
し
う
る
も
の
と

し
て
「
概
念
」
と
な
る
。「
真
理
」
の
普
遍
性
要
求
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「〈
Ａ
〉

で
も
〈
非
Ａ
〉
で
も
」
と
い
い
方
に
な
る
と
、
排
中
律
を
破
る
点
で
形
式
論
理
学
的

に
は
不
正
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「〈
Ａ
〉
で
あ
る
以
上
は
、〈
非
Ａ
〉
と
い
う

も
の
が
〈
Ａ
〉
が
あ
る
こ
と
で
予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
に
な
る
な
ら
ば
、

形
式
論
理
し
か
認
め
な
い
者
で
も
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
は
、〈
否
定
的
な
も
の
〉
を
包
含
す
る
点
で
は

じ
め
て
、「
真
理
の
か
た
ち
を
し
た
も
の
と
な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

概
念
の
自
己
運
動
と
い
う
精
神
的
な
本
質
態
の
誕
生

「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
は
、「
概
念
」
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
み
ず

か
ら
の
反
対
物
を
否
定
的
に
包
含
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
概
念
」
は
、
そ
の

「
反
対
物
」
を
も
議
論
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
起
こ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
す
な
わ
ち
「
概
念
」
が
「
自
己
運
動
」
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
概
念
」
そ
れ
自
体
が
「
円
周

U
m

fang

」

の
意
味
も
持
つ
か
ら
、「
自
己
運
動
」
の
「
円
環K

reis

」
を
連
想
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、「
実
体
の
概
念
的
な
把
握
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
を

め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
さ
い
、
第
三
三
段
落
第
七
文
で
は
、「〈
わ
た
し
〉

と
い
う
も
の
を
、
つ
ま
り
否
定
的
な
も
の
の
威
力
を
、
い
い
か
え
れ
ば
純
粋
な
現
実

態
を
」「
実
体
」
と
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
実
体
」
は
、
い
ま
や
「
否
定
的
な
も

の
」
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
持
っ
て
、
反
対
物
を
も
包
含
す
る
「
概
念
」
で
あ
る
こ

と
が
明
白
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
概
念
」
は
、「
流
動
化
」
し
、「
精

神
」
が
「
吹
き
込
」
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
純
粋
な
思
考
枠
組
」
で
あ
る

「
概
念
」
は
、「
実
体
」
に
と
っ
て
「
精
神
的
な
本
質
態
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。（
第
三
三
段
落
第
九
文
）

本
質
態
（
概
念
）
の
自
己
運
動
が
学
問
の
自
然

『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
序
文
」
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
学
問
的
認

識
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
学
問
的
な
こ
と
の
自
然
」
は
、「
純
粋
な
本
質
態
」
―

―
こ
れ
は
「
純
粋
な
思
考
枠
組
」・「
概
念
」・「
精
神
的
な
本
質
態
」
の
代
表
で
あ
る

―
―
の
「
自
己
運
動
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
〈
概
念
の
自
己
運
動
〉
と
い

う
こ
と
へ
の
一
般
的
不
信
な
い
し
嘲
笑
は
、「
概
念
」
に
〈
わ
た
し
〉
の
「
思
考
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
内
蔵
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
〈
知
ら
な
い
〉
あ
る
い
は
〈
認
め

た
く
な
い
〉
と
こ
ろ
か
ら
く
る
だ
ろ
う
。（
第
三
四
段
落
第
一
文
）

有
機
的
全
体
は
必
然
態
で
あ
る

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
、「
実
体
」
の
あ
り
方
と
「
知
」（「
自
己
」
が
そ
の
舞
台

と
な
る
）
の
あ
り
方
の
両
面
か
ら
「
本
質
態
」
の
「
自
己
運
動
」
を
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
。

ま
ず
は
、「
実
体
」
の
面
。「
純
粋
な
本
質
態
」
―
―
第
三
三
段
落
末
で
は
「
精
神

的
な
本
質
態
」
―
―
は
、
実
体
を
構
成
す
る
部
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
「
本
質
態

の
内
容
の
つ
な
が
り
」
は
、
実
体
を
実
現
す
る
「
有
機
的
な
全
体
に
至
る
必
然
態
で

あ
り
広
が
り
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
実
体
」
の
「
運
動
」
は
、「
有

機
的
な
全
体
に
至
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
有
機
的
」
な
る
修
飾
が
な
さ
れ
る
の
は
、
第
二
段
落
以
来
の
こ
と
で
、

そ
こ
で
は
、〈
つ
ぼ
み
―
花
―
果
実
〉
の
連
鎖
に
触
れ
て
、「
植
物
に
は
流�

動�

す�

る�

自�

然�

が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
形
式
が
同
時
に
有�

機�

的�

な�

統
一
の
構
成
要
素
と
な
る
」

学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」
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と
あ
り
、「
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
は
け
っ
し
て
抗
争
し
あ
わ
な
い
ば
か
り
か
、
ど
の

要
素
も
他
の
要
素
同
様
に
必�

要�

不�

可�

欠�

（nothw
endig

）
と
な
る
」（
第
二
段
落
第
六
文
）

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、「
必
要
不
可
欠
」

で
あ
る
こ
と
が
「
有
機
的
」
で
あ
る
こ
と
に
随
伴
す
べ
き
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
、「
有
機
的
全
体
に
至
る
」
運
動
は
「
必
然
態
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
第
三
四
段
落
第
二
文
）

次
は
、「
知
」
の
面
だ
が
、
そ
の
「
運
動
」
の
こ
と
を
「
知
の
概
念
が
達
成
さ
れ

る
道
程
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
、
前
述
と
同
様
、「
必
然
的
で
完
璧
な
生
成
」
で
あ
る

ほ
か
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
観
点
か
ら
、「
偶
然
的
に
哲
学
す
る
こ
と
」
の

不
具
合
を
申
し
立
て
る
が
、
よ
う
す
る
に
、
任
意
の
「
対
象
」
や
関
係
に
依
拠
し
て

「
理
屈
を
こ
ね
」、「
特
定
の
思
考
枠
組
」
か
ら
「
推
論
」・「
演
繹
」
す
る
こ
と
へ
の

拒
否
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
―
―
そ
し
て
今
日
の
で
も
あ
ろ
う
―
―
学
者
風
情

の
手
法
へ
の
批
判
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
必
然
的
で

完
璧
な
生
成
」の
ほ
う
が「
意
識
の
完
璧
な
素
人
の
あ
り
方（W

eltlichkeit

世
俗
性
）（
２３
）
」

を
含
ん
で
い
る
と
自
負
す
る
。（
第
三
四
段
落
第
三
文
）

学
問
の
第
一
部
『
精
神
の
現
象
学
』
と
学
問
の
他
の
部
分
と
の
区
別

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
前
段
落
を
受
け
て
、
第
三
五
段
落
冒
頭
で
、「
知
の
概
念
が
達
成

さ
れ
る
道
程
」
を
「
具
現
す
る
」
の
が
「
学
問
の
第
一
部
」
す
な
わ
ち
こ
の
『
精
神

の
現
象
学
』
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
終
結
」
は
、

第
三
七
段
落
第
七
文
で
告
げ
ら
れ
る
。
そ
の
間
の
第
三
六
段
落
か
ら
第
三
七
段
落
第

六
文
ま
で
は
、『
精
神
の
現
象
学
』
と
学
問
の
他
の
部
分
と
の
区
別
を
明
示
し
よ
う

と
す
る
論
述
で
あ
る
。

な
ぜ
学
問
の
他
の
部
分
に
先
立
っ
て
、「
学
問
の
第
一
部
」
と
し
て
『
精
神
の
現

象
学
』
が
必
要
な
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
理
由
を
、「
最
初
の
も
の
と
し
て
の

精
神
が
持
つ
現
存
在
」
が
「
直
接
的
な
も
の
」、「
は
じ
ま
り
」
で
あ
っ
て
、「
い
ま

だ
み
ず
か
ら
へ
の
還
帰
に
な
っ
て
い
な
い
」「
直
接
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
」
に
あ
る
か

ら
だ
と
い
う
。「
直
接
的
な
も
の
」「
は
じ
ま
り
」
は
事
実
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、

「
還
帰
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、
説
明
を
要
す
る
。

第
三
七
段
第
八
〜
一
〇
文
で
い
わ
れ
る
『
精
神
の
現
象
学
』
が
終
結
し
て
準
備
し

た
「
知
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
で
は
、「
精
神
の
諸
モ
メ
ン
ト
」
が
「
み
ず
か
ら
の
対
象

を
み
ず
か
ら
自
身
と
し
て
知
る
単
純
態
の
形
式
」
で
「
広
が
る
」
と
さ
れ
、「
存
在

と
知
と
の
相
互
の
対
立
に
陥
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
は
、『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
、「
最
初
」
で
「
直
接
的
な
」「
精
神
」

は
、
そ
の
「
終
結
」
に
至
る
ま
で
の
間
、「
み
ず
か
ら
の
対
象
を
み
ず
か
ら
自
身
と

し
て
知
る
」
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
「
存
在
と
知
と
の
相
互
の
対
立
」
に
苛
ま
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
還
帰
」が
な
い
、
と
い
う
の
は
、

〈
み
ず
か
ら
の
対
象
が
み
ず
か
ら
自
身
で
は
な
い
〉
と
い
う
議
論
に
終
始
せ
ざ
る
を

え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
〈
不
還
帰
〉
を
二
つ
の
対
立
に
分
け
て
論
ず
る
。
第
一

に
、
意
識
が
も
つ
「
知
」
と
「
対
象
態
」
と
の
対
立
で
あ
り
、
ま
ず
第
三
六
段
落
で

議
論
さ
れ
る
。
第
二
に
、〈
わ
た
し
〉
と
「〈
わ
た
し
〉
の
対
象
」
で
あ
る
実
体
と
の

対
立
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
三
七
段
落
で
議
論
さ
れ
る
。

知
と
対
象
態
と
の
対
立
は
精
神
内
の
対
立

「
精
神
の
直
接
的
な
現
存
在
」
と
い
う
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
「
意
識
」
は
、「
知
」

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９
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と
、
そ
れ
に
「
否
定
的
な
対
象
態
」
と
い
う
二
つ
の
「
モ
メ
ン
ト
」
を
持
つ
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
逆
に
、「
知
」
も
「
対
象
態
」
も
、
い

ず
れ
も
「
意
識
」
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
は
「
精
神
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
普
通
の
理
解
で
は
、「
知
」
の
「
モ
メ
ン
ト
」
を
「
意
識
」
や
「
精
神
」
に
属

さ
せ
、「
対
象
態
」
は
そ
れ
ら
に
属
さ
せ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
対
象
態
」
を
「
知
に
と
っ
て
否
定
的
」
と
す
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
「
否
定
」
を
、「
意
識
」
や
「
精
神
」
と
「
知
」
と
を
断
絶
さ
せ
る
契
機
と
と

ら
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
理
解
す
る
と
、「
知
」
と
「
対

象
態
」
と
の
分
裂
は
、
け
っ
し
て
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。（
第
三
六
段
落
第
一

文
）ヘ

ー
ゲ
ル
は
、「
精
神
」
が
「
直
接
的
な
現
存
在
」
の
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
で
「
み

ず
か
ら
を
展
開
す
る
」
以
上
、「
意
識
」
と
「
対
象
態
」
の
「
対
立
が
つ
き
ま
と
う
」

と
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
対
象
態
」
も
「
精
神
」
に
属
す
る
こ
と
に
違
い
は
な
か

ろ
う
。「
精
神
の
諸
モ
メ
ン
ト
の
す
べ
て
が
、
意
識
の
形
態
と
し
て
姿
を
見
せ
る
。」

と
さ
れ
る
場
合
も
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
「
知
覚
」、「
悟
性
」
な
ど
と
い
っ
た
「
形

態
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
さ
い
同
時
に
そ
れ
ら
諸
形
態
に
み
あ
っ
た
対
象
態
を

想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
れ
も
、「
精
神
」
に
属
す
る
、
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
三
六
段
落
第
二
文
）

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
第
一
の
、
意
識
が
「
知
」
と
「
対
象
態
」
と
に
分
裂
す
る
「
道

筋
を
た
ど
る
学
問
」
に
お
い
て
、「
意
識
が
な
す
経
験
」
の
も
つ
意
味
が
ヘ
ー
ゲ
ル

の
言
明
に
逆
ら
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
学
問
」

で
は
、「
実
体
と
そ
の
運
動
が
ど
の
よ
う
に
意
識
の
対
象
と
な
る
か
と
い
う
か
た
ち

で
実
体
が
考
察
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
実
体
と
そ
の

運
動
」
は
、「
意
識
の
対
象
」
で
あ
る
。
直
後
に
「
精
神
的
な
実
体
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
、「
対
象
」
は
あ
く
ま
で
「
実
体
」
す
な
わ
ち
「
精
神
」
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、「
意
識
」
が
「
知
」
と
「
対
象
態
」
に
分

裂
し
て
生
ず
る
「
意
識
が
な
す
経
験
」
は
、「
対
象
態
」
に
つ
い
て
の
「
経
験
」
で

は
あ
っ
て
も
、
同
時
に
「
精
神
」
に
つ
い
て
の
「
経
験
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。（
第
三
六
段
落
第
三
文
）

経
験
と
未
経
験

た
だ
、
こ
こ
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
三
〇
段
落
で
も
生
じ
た
こ

と
だ
が
、「
意
識
」
が
「
経
験
」
し
た
こ
と
は
、「
実
体
」
に
つ
い
て
の
「
経
験
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
が
、「
実
体
の
自
己
に
と
っ
て
対
象
と
し
て
あ
る
」
と
厳
密
な
位
置

づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
意
識
は
、
み
ず
か
ら
の
経
験
の
う
ち
に
あ
る
も

の
し
か
知
ら
な
い
し
、
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
も
し
な
い
。」お
そ
ら
く
、「
意
識
」

の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
言
う
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
三
〇
段

落
で
も
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、「
経
験
」
を
「
実
体
」
の
も
の
と
言
い
切
れ
ば
、「
未

経
験
」
の
も
の
は
「
実
体
」
か
ら
置
き
去
り
に
さ
れ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
経
験
主
義

に
絡
め
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
予
防
線
と
し
て
の
「
自
己
」
を
導
入
す

る
意
味
は
、「
未
経
験
」
な
も
の
を
あ
た
か
も
予
知
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
予
言
者

的
「
知
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
（
第
三
六
段
落
第
四
文
）

「
精
神
の
直
接
的
な
現
存
在
で
あ
る
意
識
」
は
、「
知
」
と
「
対
象
態
」
と
に
分
裂

し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
統
一
の
一
項
（
精
神
・
意
識
）
と
そ
の
分
裂
の
二
項
の

都
合
三
項
は
、
い
ず
れ
も
「
知
」
の
「
対
象
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
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も
、「
対
象
」
は
、「
精
神
」
や
「
意
識
」
と
無
関
心
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
示

し
た
よ
う
に
、「
精
神
」
や
「
意
識
」
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、「
精

神
」
は
、「
対
象
」
と
し
て
「
知
の
否
定
的
な
対
象
態
」
で
あ
っ
て
、「
精
神
」
と
「
知
」

の
親
近
性
を
認
め
る
か
ぎ
り
、「
対
象
」
は
、「
精
神
」
の
―
―
そ
の
「
自
己
」
に
と

っ
て
の
―
―
「
他
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
知
」
は
、
こ
の
「
他
の
も
の
」

を
「
経
験
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
精
神
的
な
実
体
」
を
得
る
こ
と
に
な
る
。「
精

神
」
は
、
み
ず
か
ら
が
「
対
象
」
と
な
っ
た
と
き
、「
対
象
」
と
い
う
「
他
の
あ
り

か
た
」
を
「
廃
棄
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
に
復
帰
す
る
。（
第
三
六
段
落

第
五
文
）

よ
う
す
る
に
、「
経
験
」
と
は
、
当
該
対
象
と
は
「
疎
遠
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
脱

し
て
、
当
該
対
象
を
「
現
実
態
と
真
理
の
か
た
ち
で
」
み
ず
か
ら
の
「
所
有
」
と
な

る
よ
う
な
運
動
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
進
行
は
、
感
覚
主
義
と

は
別
の
次
元
で
、
経
験
主
義
の
本
道
を
歩
ん
で
い
る
と
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。（
第
三
六
段
落
第
六
文
）

〈
わ
た
し
〉
と
「〈
わ
た
し
〉
の
対
象
」
で
あ
る
実
体
と
の
区
別

〈
わ
た
し
〉
が
「
実
体
」
そ
の
も
の
で
な
い
以
上
、〈
わ
た
し
〉
と
《〈
わ
た
し
〉

の
対
象
で
あ
る
実
体
》
の
あ
い
だ
に
は
、
否
定
的
な
「
区
別
」
が
あ
る
。
こ
の
否
定

的
な
「
区
別
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。（
第
三
七
段
落
第
一
文
）

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
古
代
哲
学
史
を
振
り
返
る
が
（
２４
）
、「
否
定
的
な
も
の
」
と

し
て
の
「
自
己
」
は
、
そ
こ
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議

論
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、「
こ
う
し
た
否
定
的
な
も
の
は
、〈
わ
た
し
〉
と
対
象
と

の
不
等
態
と
し
て
さ
し
あ
た
り
現
象
す
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
ら
い
に
、
実
体
が
そ

れ
自
身
み
ず
か
ら
と
不
等
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
こ
う
い

い
う
る
の
は
、
現
に
あ
る
「
実
体
」
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
（
さ
し
あ
た
り
個
別
的
）

「
自
己
」
は
、
別
の
「
実
体
」
を
想
定
し
て
お
り
、
現
に
あ
る
「
実
体
」
と
「
自
己
」

が
想
定
し
た
「
実
体
」
と
が
「
不
等
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
自
己
」
の
と
ら
え
方
以

上
に
、
二
重
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
実
体
」
間
の
「
不
等
」
が
あ
る
、
と
い
う
把
握
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
第
三
七
段
落
第
二
・
三
文
）

こ
れ
は
、
案
外
に
革
命
的
な
発
想
で
あ
る
。
保
守
的
に
考
え
れ
ば
、
現
体
制
に
否

定
的
な
想
定
は
、
現
体
制
と
同
等
の
水
平
的
対
抗
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
つ
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
の
不
平
が
全
体
に
掻
き
消
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、「
自
己
」
そ
の
も
の
の
想
定
す
る
〈
実
体
〉
が
現
体
制
と
同
等
に
渡
り
あ
え
る
、

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
で
強
化
さ
れ
る
。

実
体
の
選
言
判
断

「
見
か
け
と
し
て
実
体
の
外
に
出
て
い
っ
て
実�

体�

に�

対�

抗�

す�

る�

活�

動�

態�

で�

あ�

る�

よ�

う�

な�

も�

の�

は�

、
実�

体�

独�

自�

の�

行�

い�

で
あ
り
、
実
体
は
本
質
的
に
主
語
で
あ
る
こ
と
が

は
っ
き
り
す
る
。」（
第
三
七
段
落
第
四
文
）
す
な
わ
ち
、
実
体
に
対
し
て
、
実
体
な
ら

ざ
る
個
人
が
対
抗
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実�

体�

の�

な�

か�

で�

、
実�

体�

が�

ど�

う�

あ�

る�

べ�

き�

か�

が�

争�

わ�

れ�

て�

い�

る�

、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。「
実
体
は
本
質
的
に
主
語（Subject

）」

で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
実
体
」
に
い
か
な
る
「
述
語
」
を
ぶ
ら
下
げ
る
の
か
、
Ａ

と
い
う
属
性
な
の
か
、
Ｂ
と
い
う
属
性
な
の
か
、
と
い
う
選
言
判
断
が
迫
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
２５
）
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断
が
遂
行
さ
れ
た
と
き
、《
実
体

と
は
な
に
か
》
へ
の
問
い
が
、
問
う
「
意
識
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
明
白
に
な
る
。

「
実
体
が
こ
の
こ
と
を
完
全
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
は
、
み
ず
か
ら
の
現
存

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９
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在
を
み
ず
か
ら
の
本
質
と
同
等
な
も
の
に
し
た
。
精
神
に
と
っ
て
は
、『
自
分
が
ど

の
よ
う
で
あ
る
か
』
と
い
う
よ
う
に
自
分
が
対
象
と
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
直
接
態

と
い
う
抽
象
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
、
知
と
真
理
の
分
離
と
い
う
抽
象
的
な
エ
レ
メ
ン
ト

は
、
克
服
さ
れ
て
い
る
。」（
第
三
七
段
落
第
五
文
）

存
在
と
知
の
一
致＝
精
神
の
現
象
学
の
終
結

『
精
神
の
現
象
学
』
の
出
発
点
で
は
、
対
象
と
知
る
〈
わ
た
し
〉
と
の
不
一
致
、

す
な
わ
ち
「
存
在
と
知
と
の
相
互
の
対
立
」
に
苛
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
実
体
」

の
あ
り
方
が
〈
わ
た
し
〉
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
さ
せ
た
、
と
い
う
の
が
、
実
体
（
主

語
）
の
選
言
判
断
で
あ
っ
た
。
長
い
「
道
程
」
の
な
か
で
、「
存
在
」
は
、「
絶
対
的

に
媒
介
さ
れ
」
な
が
ら
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
課
題
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
。「
存

在
は
、
実
体
的
な
内
容
で
あ
っ
て
、
こ�

の�

内�

容�

は�

、
同�

時�

に�

直�

接�

的�

に�

〈
わ�

た�

し�

〉

の�

所�

有�

で
あ
り
、
利
己
的
（selbstisch

）
で
あ
っ
て
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
概

念
で
あ
る
。
こ
う
し
て
精
神
の
現
象
学
は
終
結
す
る
。」（
第
三
七
段
落
第
六
・
七
文
）

精
神
の
現
象
学＝

知
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
準
備

「
精
神
が
現
象
学
で
準
備
す
る
も
の
は
、
知
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
。」（
第
三
七
段

落
第
八
文
）
す
で
に
《
存
在
と
知
の
一
致
》
が
達
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ

ま
で
の
「
道
程
」
は
、
そ
れ
ら
の
不
一
致
の
連
続
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
う
な

る
と
、『
精
神
の
現
象
学
』
で
「
知
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
が
広
が
る
と
し
て
も
、
こ
の

エ
レ
メ
ン
ト
で
は
《
存
在
と
知
の
一
致
》
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
に
至
っ
た
「
道

程
」
を
再
度
繰
り
返
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
く
ま
で
「
こ
の
エ
レ
メ

ン
ト
で
精
神
の
諸
モ
メ
ン
ト
が
広
が
る
の
は
、
み�

ず�

か�

ら�

の�

対�

象�

を�

自�

分�

自�

身�

と�

し�

て�

知�

る�

単�

純�

態�

の
形
式
で
の
こ
と
」（
第
三
七
段
落
第
九
文
）
と
な
る
。

《
存
在
と
知
の
一
致
》
が
前
提
と
な
る
の
で
、「
存
在
と
知
と
の
相
互
の
対
立
に
陥

ら
な
い
」と
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
明
は
、
形
式
的
に
は
容
認
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
も
、「
内
容
」
は
す
で
に
「
概
念
」
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
序
文
冒
頭

の
「
真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
を
達
成
し
た
、
と
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
負
心
に
共

感
を
寄
せ
て
も
悪
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
の
「
概
念
」
の
来
歴
を
考
え
て
み
た
と
き
、
一
概
に
あ
る
特
定
の
「
概

念
」
を
「
真
な
る
も
の
の
形
式
を
と
っ
た
真
な
る
も
の
」
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
は
、

保
留
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
議
論
で

も
、「
概
念
」
の
元
は
「
思
考
枠
組
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
思
考
枠
組
」
の
元

は
「
表
象
」
で
あ
っ
て
、「
概
念
」
の
根
を
た
ど
れ
ば
た
ど
る
ほ
ど
「
経
験
」
的
な

も
の
に
突
き
当
た
り
、
そ
の
「
経
験
」
へ
の
〈
わ
た
し
〉
の
態
度
い
か
ん
で
別
の
「
思

考
枠
組
」、
別
の
「
概
念
」
も
生
じ
来
る
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
、
実
際
、
歴
史
の
進
展
と
と
も
に
、
新
た
な
「
概
念
」
が
―
―
そ
の
是
非
は
論

ぜ
ず
―
―
発
生
し
て
き
て
い
る
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
『
精
神
の
現
象
学
』
を
遂
行
し
き

る
こ
と
で
、「
真
な
る
も
の
の
形
式
を
と
っ
た
真
な
る
も
の
」
を
扱
い
う
る
「
知
の

エ
レ
メ
ン
ト
」
を
示
し
て
見
せ
、「
単
純
態
の
形
式
」
か
ら
「
全
体
へ
と
有
機
的
に

組
織
化
し
て
い
く
諸
モ
メ
ン
ト
の
運
動
」を「『
論
理
学
』と
い
う
鏡
映
視
的
な（specu-

lativ
）（
２６
）

哲
学
」
と
し
て
展
開
し
う
る
、
と
い
う
確
信
を
得
た
こ
と
だ
け
は
、
哲
学

の
歴
史
と
し
て
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）

学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」

19

Ｓｅｒｖｅｒ／跡見学園女子大学文学部　紀要／２０１９年　５４号／なかむら／縦組み／００１‐０２２　学問的認識論　神山 2019.0



註（
１
）
拙
稿
、
第
五
〇
号
、
四
四
頁
で
、
原
崎
道
彦
『
ヘ
ー
ゲ
ル
「
精
神
現
象
学
試
論
」』
に

言
及
し
た
。

（
２
）
山
口
誠
一
は
、
こ
の
箇
所
に
関
し
、「
こ
の
文
で
問
題
と
な
る
の
は
、
直
接
的
精
神
が

直
接
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
精
神
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
知
識
が

最
初
に
と
る
姿
で
は
、
精
神
現
象
と
し
て
の
知
が
直
接
知
と
同
一
視
さ
れ
て
無
効
に
な
っ

て
い
る
。」
と
指
摘
す
る
。
山
口
誠
一
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
二
七
節

〜
第
二
九
節
の
解
明
」『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
四
号
、
二
〇
一
七
年
、
二
二
頁

参
照
。

（
３
）
拙
稿
、
第
五
〇
号
、
二
九
頁
参
照
。

（
４
）
拙
稿
、
第
五
二
号
、
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
５
）
い
わ
ゆ
る
『
教
理
問
答
書
』
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。V

gl.Luthers
K

leiner
C

atechis-

m
us,

A
ls

Leitfaden
beym

U
nterricht

im
C

hristenthum
,

aufs
neue

bearbeitet
von

J.G
.C

.N
eide,M

agdeburg
1801

（G
oogle

）.

（
６
）J.

G
.

Fichte,
G

rundlage
der

gesam
ten

W
issenschaftslehre
（1794/1795

）.G
rund-

lage
des

N
aturrechts

（1796

）.

山
口
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
み

る
。「
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
た
と
え
ば
、『
人
間
の
表
象
能
力
に
つ
い
て
の
新
理
論
』
の
な

か
で
、「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
第
一
根
本
命
題
」
と
し
て
、「
意
識
に
お
い
て
表
象
は
、
主
観

に
よ
っ
て
客
観
お
よ
び
主
観
か
ら
区
別
さ
れ
、
か
つ
双
方
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う

意
識
律
を
提
出
し
て
い
る
。」
山
口
、
前
掲
論
文
、
二
四
頁
参
照
。

（
７
）
次
の
訳
に
よ
る
。
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ
著
「
全
知
識
学
の
基
礎

聴

講
者
の
た
め
の
手
稿
」
隈
元
忠
敬
訳
、『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』
第
四
巻
、
晢
書
房
、
一
九
九

七
年
、
九
〇
頁
。

（
８
）V

gl.E
rzählungen

interessanter
G

eschichten,
Launen,

G
edichte,

A
nekdoten

und

A
ufsätze

für
Stam

m
bücher,

Zw
eiter

T
heil,

Stuttgart
1797

（G
oogle

）,S.
61.

メ
ッ

ツ
ケ
は
、「
ピ
ス
ト
ル
」を
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
当
て
こ
す
り
と
す
る
。V

gl.M
etzke,H

egels

Vorlesungen
,S.177.

な
お
、
こ
れ
に
倣
っ
て
、
金
子
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
講
義
』

を
参
照
し
て
、「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
関
す
る
部
分
に
『
ピ
ス
ト
ル
か
ら
』
と
い
う
表
現
が
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
及
び
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
を
さ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」

と
す
る
。
金
子
訳
、
四
七
一
頁
参
照
。Vgl.G

.W
.F.H

egel,W
erke

in
zw

anzig
B

änden
,

T
heorie

W
erkausgabe,

Suhrkam
p

Verlag,
B

d.
20,

Frankfurt
am

M
ain

1971,
S.

452.

（
９
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
二
六
頁
参
照
。

（
１０
）
小
学
館
『
大
独
和
』1a

）�

のsich

は
四
格
で
あ
り
、1b

）�

のsich

は
三
格
で
あ
る
。

»an
sich

ist
die

gefahr
nicht

grosz
;

auf
das

object
sich

beziehend
:

«

（G
R

IM
M

.,

B
d.16,Sp.711

）〈
み
ず
か
ら
に
関
係
す
る
〉
と
理
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。

（
１１
）
金
子
は
、「『
そ
こ
』
の
存
在
に
関
わ
る
精
神
が
も
う
済
ん
だ
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
」

に
現
れ
る
「
精
神
」
を
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
」
と
し
て
い
る
が
、
時
代
懸
隔
甚
だ
し

く
、
失
当
と
思
わ
れ
る
。
金
子
訳
、
四
七
二
頁
参
照
。
山
口
誠
一
は
、
第
三
〇
段
落
第
二

文
に
関
し
、「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
実
体
は
表
象
へ
移
行
し
た
。」
と
表
題
を
つ
け
、
金
子

の
解
釈
の
継
承
し
て
い
る
。
山
口
誠
一
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
三
〇

節
〜
第
三
二
節
の
解
明
」『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
五
号
、
二
〇
一
八
年
、
三
頁

参
照
。

（
１２
）「
自
己Selbst

」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
第
五
二
号
、
二
〇
頁
参
照
。

（
１３
）
以
下
、
第
三
一
段
落
第
三
文
に
つ
い
て
は
、
山
口
の
指
摘
で
十
分
だ
ろ
う
。「
神
と
自

然
は
ス
ピ
ノ
ザ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
基
礎
概
念
で
あ
り
、
感
性
と
悟
性
は
、
カ
ン
ト
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
基
礎
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
概
念
は
、
哲
学
命
題
で

は
な
く
て
、
表
象
命
題
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
象
命
題
で
は
、
主
語
は
、
固
定
し

た
基
体
で
あ
り
、
述
語
は
偶
有
性
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
命

題
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
本
命
題
も
こ
の
点
で
は
同
様
あ
る
。」
山
口
、
前
掲
論
文
、
五
頁
参
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照
。

（
１４
）
テ
ー
テ
ン
ス
は
言
う
。「
我
々
が
修
正
し
て
あ
と
に
残
し
て
お
い
た
痕
跡
で
、
我
々
の

な
か
に
あ
る
力
能
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
引
き
出
し
た
り
解
い
て
出
し
た
り
す
る
も
の
が
、

我
々
の
表
象
を
な
し
て
い
る
。」「
表
象
と
そ
れ
に
先
行
す
る
修
正
と
の
関
係
が
、
表
象
に

お
け
る
本
質
的
な
性
格
で
あ
る
。」「
我
々
の
変
化
し
た
状
態
が
我
々
の
う
ち
に
現
在
に
現

前
す
る
さ
い
に
、
そ
う
し
た
我
々
の
変
化
し
た
状
態
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
我
々
の
感
覚

に
よ
っ
て
、
我
々
の
う
ち
に
根
源
的
な
表
象
が
発
生
す
る
。」「
私
は
、
最
初
の
根
源
的
な

表
象
の
こ
と
を
感
覚
表
象
と
呼
ぶ
。」「
根
源
的
な
表
象
は
、
他
の
す
べ
て
の
表
象
、
す
な

わ
ち
す
べ
て
の
派
生
的
な
表
象
の
質
料
で
あ
り
素
材
で
あ
る
。」Johann

N
icolas

Tetens,

Philosophische
Versuche

über
die

m
enschliche

N
atur

und
ihre

E
ntw

ickelung,

B
d.1,Leipzig

1777

（G
oogle

）,S.16
f.,22

ff.
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
八
頁
参
照
。

（
１５
）
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
言
う
。「
表
象
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
広
い
意
味
で
は
、
感
覚
、
思

考
枠
組
、
直
観
、
概
念
、
理
念
と
い
っ
た
、
我
々
の
意
識
の
う
ち
で
感
覚
し
思
考
し
直
観

し
概
念
把
握
す
る
直
接
的
な
作
用
と
し
て
出
て
く
る
も
の
す
べ
て
を
ま
と
め
る
も
の
で
あ

る
。」（
第
九
節
）「
表
象
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
狭
い
意
味
で
は
、
感
覚
や
思
考
枠
組
、

直
観
、
概
念
、
理
念
が
相
互
に
共
通
に
持
ち
あ
わ
せ
る
も
の
だ
け
を
ま
と
め
る
も
の
で
あ

る
。」（
第
十
一
節
）K

arl
Leonhard

R
einhold,

Versuch
einer

neuen
T

heorie
des

m
enschlichen

Vorstellungsverm
ögens,

2.
A

ufl.,
Prag

und
Jena

1795

（G
oogle

）,S.

209,214.

前
掲
書
、
同
頁
参
照
。

（
１６
）V

gl.
E

rnst
Platner,

Philosophische
A

phorism
en,

nebst
einigen

A
nleitungen

zur

philosophischen
G

eschichte,
G

anz
neue

A
usarbeitung,

E
rster

T
heil,

Leipzig

1793,
§44,

S.
42

;
§46,

S.
44

;
§225,

S.
118

;
S.

122
f.;

S
139

f.;
S.142

f.;
S.

166
f.;

S.168
f.

（
１７
）「
思
考
枠
組G

edanke

」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
第
五
〇
号
、
四
九
頁
参
照
。

（
１８
）
た
と
え
ば
、Hans

G
eorg

G
adam

er,Istituto
italiano

per
glistudifilosofici,H

egel

und
die

antike
D

ialektik,Suhrkam
p,Frankfurt

am
M

ain
1990

（G
oogle

）,S.49.

（
１９
）
た
と
え
ば
、O

tto
Pöggeler,

H
egels

K
ritik

der
R

om
antik,

W
ilhelm

Fink,

M
ünchen

1999,S.128
f.

金
子
は
、「
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
耽
美
主
義
」
だ
と
指
摘
す
る
。

金
子
訳
、
四
七
三
頁

（
２０
）
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
ゲ
ー
テ
を
念
頭
に
置
く
、
と
い
う
理
解
に
近
づ
く
こ
と
に

な
る
。H

ans
Leisegang,

D
enkform

en
,

W
alter

de
G

ruyter,
2014

（G
oogle

）,S.
102

f.

（
２１
）
拙
稿
、
第
五
二
号
、
二
頁
以
下
参
照
。
と
く
に
、
十
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
２２
）
グ
リ
ム
に
よ
る
と
、“B

E
G

R
IF”

の
第
一
義
は
、»1

）com
plexus,

um
fang,

nach
be-

greifen
4,

w
as

räum
lich

begriffen,
um

fangen
ist:«

で
あ
る
（G

R
IM

M
.,

B
d.

1,
Sp.

1311

）。” um
fangen“

が
「
包
み
こ
む
、
取
り
ま
く
」（
小
学
館
『
大
独
和
』
１
）
を
意
味

し
、” um

fang“

に
は
、「
円
周
」
の
意
味
が
あ
る
（
同
）。

（
２３
）
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
が
関
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。C

f.
G

.

W
.F.H

egel,Préface
de

la
Phénom

enologie
de

l’esprit,p.202.

（
２４
）ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
。「
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
と
そ
の
仲
間
の
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
は
、「
充

実
体
」
と
「
空
虚
」
と
が
す
べ
て
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
主
張
し
、
前
者
を
あ
る
も
の
〔
存

在
〕
だ
と
言
い
後
者
を
あ
ら
ぬ
も
の
〔
非
存
在
〕
だ
と
言
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の

う
ち
の
充
実
し
凝
固
し
て
い
る
も
の
〔
固
体
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
原
子
〕
は
あ
る
も
の
で

あ
り
、
空
虚
〈
で
希
薄
〉
な
も
の
は
あ
ら
ぬ
も
の
だ
と
し
て
い
る
（
だ
か
ら
か
れ
は
「
あ

ら
ぬ
も
の
は
あ
る
も
の
に
劣
ら
ず
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
、
空
虚
の
あ

る
は
物
体
〔
充
実
体
〕
の
あ
る
に
劣
ら
ず
、
と
の
意
で
あ
る
）、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
す
べ

て
の
事
物
の
質
料
と
し
て
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。」（
第
一
巻
第
四
章
）
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
「
形
而
上
学
」、
二
〇
頁
（985

b
5

―b
10

）。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ

ス
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
説
を
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。「
ま
た
、
も
し
か
り
に
、
わ
れ
わ

れ
が
空
虚
と
か
、
場
所
（
コ
ー
ラ
ー
）
と
か
触
れ
え
な
い
本
性
の
も
の
（
ア
ナ
ペ
ー
ス
・
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ピ
ュ
シ
ス
）
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の

物
体
は
存
在
す
る
と
こ
ろ
を
持
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
物
体
は
、
明
ら

か
に
動
い
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
の
に
、
そ
の
な
か
を
通
っ
て
動
く
と
こ
ろ
を
も
持
た
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。」（
第
一
〇
巻
第
一
章
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
」
四
〇
）
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ

エ
ル
テ
ィ
オ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』（
下
）、
加
来
彰
俊
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九

四
年
、
二
三
三
頁
以
下
。

（
２５
）
こ
のSubject

を
「
主
体
」
と
訳
し
て
も
構
わ
な
い
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
選
言
判
断

と
い
う
論
理
性
が
失
わ
れ
る
嫌
い
が
あ
ろ
う
し
、「
実
体
」
と
「
主
体
」
と
を
分
離
し
て

と
ら
え
る
非
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
特
定
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
非
主
体
的
な
「
実
体
」
が
形
態

変
化
す
る
、
と
い
っ
た
自
然
主
義
な
い
し
は
神
秘
主
義
を
許
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
２６
）speculativ

を
「
鏡
映
視
的
な
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
第
五
一
号
、
三

五
頁
以
下
参
照
。

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９

22

Ｓｅｒｖｅｒ／跡見学園女子大学文学部　紀要／２０１９年　５４号／なかむら／縦組み／００１‐０２２　学問的認識論　神山 2019.0


