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　Ludw

ig Feuerbach

　
哲
学
は
そ
の
他
の
文
化
の
諸
形
態
と
つ
ね
に
或
る
原
理
的
な
連
関
に
お
い
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て
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
関
か
ら
し
て
哲
学
に
と
っ
て
、
そ
れ
の

課
題
は
必
然
的
に
産
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
生
産
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
限

り
、
哲
学
は
、
こ
の
連
関
の
自
覚
の
上
に
自
己
の
任
務
を
把
握
し
て
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
文
化
の
諸
領
域
相
互
の
結
合
の
仕
方
そ
の
も
の
は
い
つ
で
も

歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
特
殊
な
る
規
定
性
の
根
源

を
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
お
け
る
基
礎
経
験
の
特
殊
な
る
性
格
に
お
い

て
見
出
し
得
る
と
思
う
＊
。
一
層
詳
し
く
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
お
の
お
の

の
時
代
に
あ
っ
て
文
化
の
諸
形
態
、
あ
る
い
は
最
も
広
い
意
味
に
お
け
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
単
純
に
平
面
的
な
交
互
作
用
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
は
層
を
成
し
て
重
り
合
い
、
か
か
る
立
体
的
な

る
関
係
に
お
い
て
交
互
作
用
を
形
作
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
成
層
構
造
は
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時
代
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
異
な
る
。
或
る
時
代
に
お
い
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
う
ち
例
え
ば
宗
教
が
、
し
か
し
な
が
ら
他
の
時
代
に
お
い
て
は
学
問
的
意

識
が
そ
の
構
造
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
根
柢
は
そ
れ

ら
の
時
代
に
お
け
る
基
礎
経
験
の
構
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
性
に
あ
る
。
基

礎
経
験
は
そ
の
特
殊
性
に
応
じ
て
自
己
を
存﹅
在﹅
の﹅
モ﹅
デ﹅
ル﹅
に
お
い
て
抽
象
せ

し
め
る
＊
＊
。
か
く
存
在
の
モ
デ
ル
と
し
て
お
の
お
の
の
時
代
に
お
い
て
新

た
に
把
握
さ
れ
た
存
在
の
領
域
は
、
そ
れ
自
身
モ
デ
ル
の
意
味
に
お
い
て
、

ま
さ
に
存﹅
在﹅
論﹅
的﹅
に﹅
過
重
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
。
新
た

に
把
握
さ
れ
た
存
在
の
領
域
は
規
則
的
に
ま
ず
現
実
存
在
、
さ
ら
に
は
価
値

存
在
の
絶
対
圏
へ
引
き
入
れ
ら
れ
、
そ
の
対
象
は
つ
ね
に
一
切
の
世
界
変
化

の
独
立
変
数
と
し
て
妥
当
す
る
。
こ
の
選
ば
れ
た
領
域
の
構
造
は
他
の
存
在
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の
領
域
へ
導
き
込
ま
れ
、
か
く
し
て
全
体
の
世
界
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

そ
の
大
部
分
は
こ
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ

で
か
く
の
ご
と
き
過
程
に
相
応
し
て
あ
た
か
も
次
の
こ
と
が
あ
る
。
存
在
の

モ
デ
ル
と
し
て
必
然
的
に
抽
出
さ
れ
た
領
域
に
関
す
る
意
識
す
な
わ
ち
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
の
優
越
な
る
存
在
論
的
性
質
の
故
に
、
い
わ
ば
「
形
而
上

学
的
な
る
」
妥
当
性
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
も
ろ
も
ろ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
連
関
に
お
い
て
つ
ね
に
基
礎
層
の
位
置
を
占
め
る
に
到
る
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
基
礎
経
験
の
構
造
は
お
の
お
の
の
歴
史
的
時
代
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
特
殊
的
で
あ
り
、
そ
し
て
存
在
の
モ
デ
ル
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
か

ら
、
し
た
が
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
の
成
層
構
造
の
土
台
と
な
る
も
の

も
ま
た
時
代
に
応
じ
て
相
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
が
い
ま
我
々
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に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
諸
文
化
形
態
の
成
層
構
造
の
認
識
は
、

或
る
人
々
が
注
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
文
化
形
態
相
互
の
間
の
類
型
的
お
よ

び
類
構
的
（stil-und strukturanalog

）
関
係
の
事
項
と
矛
盾
す
る
も
の
で

な
い
。
偉
大
な
る
時
期
の
芸
術
、
哲
学
な
ら
び
に
科
学
の
間
に
は
型
式
と
構

造
と
の
類
似
が
あ
る
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
悲
劇
と
第
十
七
、
第
十
八

世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
的
物
理
学
と
の
間
の
こ
の
関
係
は
デ
ュ
ー
エ
ム
に

よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ひ
と
は
シ
ェ
ク
ス
ピ
ヤ
お
よ
び
ミ
ル
ト
ン

と
イ
ギ
リ
ス
の
物
理
学
と
の
間
に
、
あ
る
い
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
哲
学
と
バ
ロ

ッ
ク
芸
術
と
の
間
に
、
さ
ら
に
は
マ
ッ
ハ
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
と
絵
画
上
の

印
象
主
義
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
類
似
を
見
出
し
得
る
と
信
ず
る
。
と
こ
ろ

で
か
く
の
ご
と
き
事
実
は
単
純
に
文
化
の
諸
領
域
の
間
に
平
面
的
な
交
互
作
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用
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
事
実
は
こ
の
よ
う
な

関
係
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
文
化
形
態
相
互
の
間
の
意
識

的
な
翻
案
に
よ
る
の
で
も
な
く
　
　
も
ち
ろ
ん
か
か
る
場
合
も
存
在
す
る
、

例
え
ば
ダ
ン
テ
と
ト
マ
ス
と
の
場
合
、
　
　
か
え
っ
て
そ
れ
は
そ
の
根
源
を

そ
れ
ら
の
文
化
形
態
が
一
の
同
一
の
礎
礎
経
験
の
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
に
も

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
型
式
類
似
の
最
も
厳
密
に
行
な
わ
れ
て

い
る
場
合
が
、
新
し
い
時
代
の
基
礎
経
験
の
、
伝
承
さ
れ
、
出
来
あ
が
っ
た
、

古
い
文
化
形
式
を
力
強
く
推
し
除
け
て
新
た
に
自
己
み
ず
か
ら
の
う
ち
か
ら

表
現
形
式
を
産
み
つ
つ
あ
る
と
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
の
と
き
個
人
的
な
、
意
識
的
な
影
響
か
ら
全
く
独
立
に
、
も
ろ
も

ろ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
間
に
型
式
類
似
が
成
立
す
る
、
文
化
の
形
式
ま
た
は
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方
向
の
推
移
は
知
識
も
し
く
は
意
志
以
前
に
行
な
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
意
識
形
態
相
互
の
間
の
類
型
的
お
よ
び
類
構
的
関
係
と
は  

撞  

ど
う
ち

  

着  

ゃ
く

す
る
こ
と
な
し
に
我
々
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
層
構
造
を
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
。
そ
し
て
も
し
お
の
お
の
の
時
代
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
る

構
成
を
有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
層
の
意
味
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、

何
故
に
唯﹅
物﹅
史﹅
観﹅
が
経﹅
済﹅
史﹅
観﹅
と
絶
え
ず
混
同
さ
れ
、
そ
し
て
何
故
に
か
く

混
同
さ
れ
る
こ
と
に
原
理
的
に
は
反
対
し
つ
つ
も
な
お
そ
こ
に
否
定
し
難
き

統
一
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
の
理
由
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し

現
代
に
あ
っ
て
は
そ
の
基
礎
経
験
の
特
殊
な
る
構
造
に
応
じ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
う
ち
経
済
学
に
特
に
優
越
な
る
位
置
が
与
え
ら
れ
る
。
経
済
学
は
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
構
成
に
お
い
て
基
礎
層
を
成
す
。
そ
こ
か
ら
し
て
現
代
の
全
世

9



界
観
た
る
唯
物
史
観
に
お
け
る
唯
物
論
と
経
済
主
義
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

範
囲
内
に
お
け
る
統
一
の
傾
向
は
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
文
化
の
諸
領
域
相
互
の
連
関
の
問
題
は
、
近
世
哲
学
の
歴
史
に
お
い

　
　
て
、
す
で
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
我
々
は
彼
の
第
三

　
　
批
判
書
の
う
ち
に
こ
の
問
題
へ
の
指
示
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ

　
　
れ
は
そ
の
後
の
哲
学
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
提
出
し
た
方
向
に
し
た
が
っ

　
　
て
い
わ
ゆ
る
「
理
性
の
体
系
」
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
、
フ
ィ
ヒ
テ
を

　
　
初
め
と
し
て
か
く
の
ご
と
き
体
系
を
理
性
そ
の
も
の
の
根
拠
か
ら
先
験

　
　
的
に
演
繹
す
る
と
い
う
放
胆
な
、
天
才
的
な
る
種
々
の
企
て
が
な
さ
れ

　
　
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
先
験
的
演
繹
に
歴
史
的
発
展
を
結
び
つ

　
　
け
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
意
図
を
一
層
実
証
的
な
、
一
層
分
析
的
な
仕
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方
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
故
に
文
化
形
態
の
相
互
の
連
関
の
研
究
は
こ
の
学
派
の
人
々
の
最

　
　
も
好
ん
だ
題
目
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
デ

　
　
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
歴
史
学
派
の
仕
事
を
哲
学
的
に
反

　
　
省
し
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
再
び
近
づ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ

　
　
と
が
出
来
る
（D

ilthey, D
as W

esen der Philosophie, 

参
照
）
。

　
＊
＊
　
存
在
の
モ
デ
ル
の
意
味
そ
の
他
に
つ
い
て
は
拙
著
『
唯
物
史
観
と

　
　
現
代
の
意
識
』
参
照
。

　
か
く
て
現
代
哲
学
の
課
題
は
現
代
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
構
造
の
特

殊
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
哲
学
は
今
や
経
済
学
を

中
心
と
す
る
社
会
科
学
一
般
と
特
に
密
接
な
連
関
に
立
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ

11



て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
基
礎
経
験
そ
の
も
の
の
構
造
に
よ
っ
て
ま
さ

に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
哲
学
は
そ
れ
を
回

避
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
か
く
の
ご
と
く
哲
学
が
種
々
な
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
う
ち
特
に
科
学
、
し
か
も
特
に
社
会
科
学
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
主
張
は
、
或
る
人
々
の
す
る
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
「
科
学
主
義
」
の
名

を
も
っ
て
非
難
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
現
実
の
歴
史
的
特
殊
性
に

よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
＊
。
こ
の
こ
と
は
我
々
に
先
立
っ

て
、
も
と
よ
り
我
々
と
は
異
な
っ
た
根
拠
か
ら
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
デ
ィ

ル
タ
イ
に
よ
っ
て
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
的
労
作

の
中
心
は
歴
史
的
社
会
的
諸
科
学
の
基
礎
づ
け
に
あ
る
。
こ
の
仕
事
に
対
し

て
彼
は
彼
の
素
質
や
天
分
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
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た
実
に
彼
の
学
問
的
活
動
の
歴
史
的
地
位
に
よ
っ
て
必
然
的
に
さ
れ
て
い
る
、

と
彼
は
考
え
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
文
化
現
象
は
相
互
に
歴
史
的
に
規

定
さ
れ
た
一
定
の
連
関
に
立
っ
て
お
り
、
哲
学
の
任
務
は
こ
の
連
関
に
よ
っ

て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
。
こ
の
根
本
思
想
に
基
づ
い
て
デ
ィ
ル

タ
イ
は
い
う
、
「
我
々
の
課
題
は
我
々
に
と
っ
て
明
瞭
に
予
示
さ
れ
て
い
る
、

カ
ン
ト
の
批
判
的
な
道
を
辿
っ
て
、
人
間
精
神
の
一
の
経
験
科
学
を
他
の
諸

領
域
の
研
究
者
た
ち
と
の
協
同
に
お
い
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る

。
」
す
な
わ
ち
彼
は
カ
ン
ト
が
自
然
科
学
に
対
し
て
な
し
た
と
同
じ
仕
事
を

精
神
科
学
に
対
し
て
試
み
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
課
題
が
ド
イ
ツ
に
お

け
る
一
七
七
〇
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
に
至
る
詩
的
お
よ
び
哲
学
的
運
動
、
レ

ッ
シ
ン
グ
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
発
展
、
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近
く
は
歴
史
学
派
の
活
動
に
よ
っ
て
彼
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
た
。
さ

ら
に
彼
は
い
う
、
「
現
実
に
対
す
る
飽
く
こ
と
な
き
熱
望
は
現
代
の
学
問
の

強
大
な
る
魂
で
あ
る
。
」
そ
し
て
彼
は
こ
の
熱
望
が
哲
学
に
と
っ
て
は
た
だ

そ
れ
が
特
殊
科
学
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
満
足
さ
せ
ら
れ
得
る
と

考
え
る
。
我
々
も
ま
た
歴
史
的
社
会
的
科
学
の
批
判
を
も
っ
て
現
代
哲
学
の

優
越
な
る
課
題
で
あ
る
と
す
る
。
我
々
も
ま
た
或
る
意
味
で
は
哲
学
の
精
神

が
実
証
的
な
経
験
科
学
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
一
般
的
な

根
拠
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
話
さ
れ
た
。
そ
し
て
我
々
の
仕
事
が
い
か
に
デ
ィ

ル
タ
イ
の
そ
れ
と
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
科
学
に
お

け
る
マ
ル
ク
ス
よ
り
レ
ー
ニ
ン
ま
で
の
発
展
、
世
界
に
お
け
る
無
産
者
階
級

解
放
運
動
の
進
展
の
事
実
が
す
で
に
明
ら
か
に
こ
れ
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
の
尊
敬
す
べ
き
著
作
『
精
神
科
学
概
論
』
は
一
八
八
三
年
に
世

に
出
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
る
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ

い
て
は
な
ん
ら
顧
慮
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
＊
　
現
今
わ
が
国
に
行
な
わ
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
論
が
あ
ま
り
に
科

　
　
学
的
な
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
非
難
さ
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
か
く
あ
る
こ
と
の
必
然
性
と
真
理
性
と
は
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
の
と
同

　
　
じ
理
由
か
ら
否いな
む
こ
と
が
出
来
ぬ
。
問
題
は
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一

「
学
問
」
の
理
念
の
発
見
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
人
類
歴
史
に
お
い
て
成
し
遂
げ

15



た
諸
業
績
の
う
ち
最
も
偉
大
な
る
も
の
の
ひ
と
つ
に
属
し
て
い
る
。
今
日
我

々
が
普
通
に
学
問
の
理
念
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
諸
規
定
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
が
す
で
に
彼
ら
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
彼
の
『
メ
タ
フ
ュ
ジ
カ
』
の
首はじ
め
に
お
い
て
学
問
を
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。
一
、
経
験
が
個
々
の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
に
反

し
て
、
学
問
は
普
遍
的
な
る
も
の
（
τ
ά
σ
κ
ε
ι
ν
）
こ
と
の
出
来
る
も

の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
学
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
学
問
が

方
法
的
に
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
徴
で
あ
る
。
四
、
学
問
は
実
用
の

た
め
の
も
の
で
な
い
（
μ
ς
　
χ
ρ
ς
）
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
種
々

な
る
意
見
（
ς
）
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
問
理
念
の
こ
れ
ら
の
内
容

に
到
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
く
規
定
さ
れ
た
学
問
の
理
念
は
ギ
リ
シ
ア
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人
の
生
活
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
生
活
の
う
ち
か
ら
出
た
意
見
の
歴
史
の
分
析
的
研
究
に
よ
っ
て
事
物
の
本

質
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
の
特
質
に
属
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
注
意
す
べ
き
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
か
く
の
ご
と
き
歴

史
的
研
究
に
生
の
存
在
論
的
研
究
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
彼
は
私
の
い
ま
指
摘
し
た
箇
所
の
最
初
に
お
い
て
　
　
そ
れ
は
『
メ
タ

フ
ュ
ジ
カ
』
冒
頭
の
句
と
し
て
有
名
な
「
す
べ
て
の
人
間
は
本
性
上
知
る
こ

と
を
努
め
る
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
　
　
人
間
の
規
定
に
応

じ
て
、
知
覚
（
α
ι
σ
ς
）
、
記
憶
（
μ
ν
※
μ
η
）
、
経
験
（
※
μ
π
ε

ι
ρ
※
α
）
、
学
問
（
※
π
ι
σ
τ
※
μ
η
）
の
四
段
の
発
展
の
過
程
を
叙

述
し
て
い
る
。

17



　
＊
　
こ
れ
ら
の
章
は
惟おも
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
構
成
を
模
範
的
に

　
　
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
『
倫
理
学
』
第
一
巻
の
最
初
の
数
章
と

　
　
と
も
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
方
法
な
ら
び
に
精
神
を
理
解
す

　
　
る
た
め
に
反
覆
熟
読
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
学
問
理
念
の
右
の
規
定
は
人
類
の
学
問
の
歴
史
を
運
命
的
に
支
配
し

て
来
た
。
今
日
も
し
我
々
が
、
学
問
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
訊
ね
ら
れ
る
に

し
て
も
我
々
は
恐
ら
く
右
の
規
定
以
上
の
も
の
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
が
出

来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
学
問
の
定
義
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
つ
と
に
尽

さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
否
、
事
実
を
い
う
な
ら
ば
、
我
々
は

今
も
な
お
最
も
多
く
の
場
合
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
学
問
の
理
念
の
伝
統
の
も
と

に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
理
念
に
お
け
る
最
も
特
性
的
な
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る
も
の
は
、
学
問
が
純
粋
に
観
想
的
本
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
関

係
す
る
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
す
で
に
我
々
は
そ
の

規
定
の
ひ
と
つ
に
学
問
が
実
用
と
は
没
交
渉
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
を

知
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
何
ら
実
践
と
は
か
か
わ
り
な
き
も
の
で

あ
る
。
ひ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
そ
れ
自
身
の

た
め
に
そ
し
て
知
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
知
識
」
を
の
み
特
に
学
問
と
呼
ぶ
。

学
問
は
他
の
結
果
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
学
問
の
た
め
の
学
問
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
理
論
と
実
践
と
の
間
の
完
全
な
分
離
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
他
の
ひ
と
つ
の
規
定
、
学
問
は
普
遍
的
な
る
も
の
の
知
識
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
と
っ
て
み
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
普
遍
的
な
る
も
の

と
は
自
然
科
学
の
一
般
的
法
則
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
て
、
か
の

19



ε
ς
す
な
わ
ち
観
る
者
に
と
っ
て
事
物
が
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
相
で
あ
る
。

ε
ς
の
語
は
、
έ
α
の
語
と
同
じ
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
に
と
っ
て
事
物

の
本
質
を
意
味
し
た
が
、
と
も
に id

（vid-

）
　
　
ラ
テ
ン
語
の videre 

　

　
に
由
来
し
て
観
る
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
り
、
そ
し
て
ε
έ
ν
α
ι

（
知
る
）
と
い
う
語
も
ま
た
同
じ
由
来
を
も
っ
て
い
る
。
形
相
と
は
時
間
空

間
を
超
越
し
た
事
物
の
永
遠
な
る
本
質
の
謂いい
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
本
質

の
直
観
が
あ
た
か
も
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
最
高
の
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か

る
に
実
践
は
こ
れ
に
反
し
て
つ
ね
に
空
間
的
時
間
的
に
規
定
さ
れ
た
存
在
に

関
係
す
る
。
同
じ
事
情
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
学
問
を
も
っ
て
原
因
に
つ
い

て
の
知
識
で
あ
る
と
定
義
し
た
場
合
に
も
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
場
合
ひ
と
は
原
因
の
概
念
の
も
と
に
近
世
的
な
意
味
を
持
ち
込
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ん
で
は
な
ら
ぬ
。
近
世
に
お
い
て
は
原
因
は
結
果
（
ド
イ
ツ
語
で
は W

irku

ng
）
に
対
し
て
こ
れ
を
惹ひ
き
起
す
、
働
き
出
す
（w

irken

）
と
い
う
意
味
を

も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
或
る
力
の
関
係
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う propter hoc

 

の
関
係
、
し
た
が
っ
て
或
る
実
践
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
か
る

力
の
概
念
が
人
生
論
的
な
も
の
と
し
て
学
問
の
構
成
の
中
か
ら
排
斥
さ
れ
る

場
合
に
あ
っ
て
も
、
因
果
関
係
は
法
則
性
の
概
念
と
結
合
さ
れ
、
し
か
る
に

法
則
性
の
概
念
は
、
後
に
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
究
極
は
人
間
の
実
践
と

つ
な
が
っ
た
認
識
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
原
因
は
力
あ
る
い
は
法
則
と
は
係
わ
り
な
く
、
そ
れ
故
に
何
ら
実
践
的
意

味
を
有
し
な
い
。
も
と
よ
り
原
因
と
い
う
か
ら
に
は
存
在
は
過
程
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
過
程
は
つ
ね
に
そ
れ
自
身
に
お
い
て
完

21



了
し
、
完
結
し
た
過
程
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
未
来
に
向
う
過
程
と
し
て
で

な
く
か
え
っ
て
つ
ね
に
現
在
的
な
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
不
終
結
的
な
、
テ
ロ
ス
的
な
ら
ぬ
過
程
に
一
般
に
「
過
程
」

の
意
味
を
拒
み
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
因
と
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て

完
了
し
た
過
程
と
し
て
の
存
在
の
構
造
そ
の
も
の
を
解
明
す
べ
き
始
点
、
し

た
が
っ
て
ま
た
終
点
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
過
程
的
な
る
も
の

の
解
明
は
い
つ
で
も
常
住
的
な
る
も
の
へ
の
方
向
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る

＊
。
過
程
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
は
存
在
の
優
越
な
る
現
在
性
（
π

α
ρ
ο
υ
σ
έ
ρ
α
ς
）
と
い
う
こ
と
も
ま
た
人
間
の
観
想
的
態
度
に
関
係

す
る
。
か
く
し
て
、
学
問
の
ギ
リ
シ
ア
的
理
念
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
た
結
果
は
、
要
す
る
に
学
問
が
純
粋
な
る
ς
と
は
関
わ
り
な
き
も
の
で
あ
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
学
問
の
人
生
論

的
起
源
を
求
め
て
驚
異
（
ά
ζ
ε
ι
ν
）
に
あ
る
と
し
た
。
　
　
ひ
と
は
さ

ら
に
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』155 D

. 

を
見
よ
。
　
　
驚
異
は
あ
ら

ゆ
る
パ
ト
ス
の
う
ち
に
純
粋
に
知
的
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
＊
　
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
は
こ
う
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

　
　
ル
論
理
学
に
よ
れ
ば
、
因
果
性
の
真﹅
理﹅
は
相
互
作
用
で
あ
る
。
普
通
の

　
　
意
味
に
お
け
る
因
果
関
係
は
そ
の
中
に
無
限
へ
向
っ
て
の
進
行
を
含
ん

　
　
で
い
る
。
ひ
と
つ
の
出
来
事
の
原
因
が
発
見
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
の
原

　
　
因
の
原
因
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
か
く
し
て
無
限
の
進
行

　
　
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
結
果
の
方
向
を
辿
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の

　
　
悪
し
き
無
限
、
不
終
結
と
無
完
成
と
に
対
し
て
、
他
の
到
る
と
こ
ろ
に

23



　
　
お
い
て
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
抗
す
る
。
　
　
ア

　
　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も
ς
　
Ⅵ, 306

）
、
そ
し
て
し
か
も
「
一
の

　
　
自
己
み
ず
か
ら
に
お
い
て
閉
鎖
し
た
関
係
へ
」
（ebd., 307

）
と
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
に
お
い
て
直
線
的
な
関
係
は
自
己
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
閉
じ

　
　
込
め
ら
れ
た
関
係
と
な
る
。
し
か
る
に
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
か
く
の

　
　
ご
と
き
解
釈
は
、
原
因
結
果
の
関
係
の
中
に
も
と
も
と
か
ら
変
化
の
過

　
　
程
よ
り
も
一
層
多
く
変
化
を
通
ず
る
持
続
の
状
態
を
眺
め
る
と
い
う
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
関
係
に
あ
っ
て
つ
ね
に

　
　
原
因
と
結
果
の
う
ち
に
自
己
同
一
に
と
ど
ま
り
、
持
続
す
る
統
一
的
な

　
　
る
量
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
＊
＊
　
〝D

as R
esultat ist nur darum

 dasselbe, w
as der A

nfang, w
eil 
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　der A

nfang Zw
eck ist; 

　
　 oder das W

irkliche ist nur darum
 dass

　
　elbe, w

as sein B
egriff, w

eil das U
nm

ittelbare als Zw
eck das Selbst 

　
　oder die reine W

irklichkeit in ihm
 selbst hat.

〞
（
〔Pha:nom

enolo

　
　gie des G

eistes, Jubila:um
sausgabe, S. 25.

〕
）
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
　
言
葉
は
、
我
々
が
も
し
そ
れ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
書
の
う
ち
に
見
出

　
　
す
と
し
て
も
、
我
々
は
驚
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
の
観
想
的
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
我
々
は
い
か

に
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
的
生
活
と
深
く
連
関
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
理
論
が
純
粋
に
理
論
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の

は
、
偶
然
で
も
な
く
、
ま
た
故
意
の
こ
と
で
も
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
生
活

地
盤
の
う
ち
に
お
い
て
は
必
然
で
あ
り
、
む
し
ろ
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の

25



で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
基
礎
経
験
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
ア
ン
ト
ロ
ポ

ロ
ギ
ー
に
お
け
る
人
間
解
釈
の
ひ
と
つ
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
存
在

の
解
釈
の
学
問
的
な
る
表
現
は
プ
ラ
ト
ン
に
鮮
か
に
現
わ
れ
て
お
り
、
あ
る

い
は
す
で
に
そ
れ
以
前
に
溯
さ
か
の
ぼり
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
殊
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
お
い
て
最
も
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
人
間
の
生
活
を
、
享

楽
的
生
活
、
社
会
的
生
活
、
観
想
的
生
活
の
三
つ
に
区
別
し
た
。
そ
し
て
観

想
的
生
活
（
β
ς
　
ς
）
を
も
っ
て
最
高
の
も
の
と
し
、
こ
れ
を
社
会
的
実

践
的
生
活
（
β
ς
　
π
ο
λ
ι
τ
ι
κ
ς
）
の
上
位
に
置
い
た
。
『
倫
理
学
』

第
十
巻
に
お
い
て
は
観
想
的
生
活
の
浄
福
が
最
も
美
し
く
語
ら
れ
て
い
る
＊
。

か
く
観
想
を
重
ん
じ
た
彼
ら
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
学
問
が
人
間
の
存
在

の
仕
方
の
最
高
の
可
能
性
に
属
し
、
実
践
か
ら
の
分
離
に
お
い
て
彼
ら
が
そ
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れ
の
完
成
を
見
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
理
論
を
実
践
よ
り
も
尊

ぶ
と
こ
ろ
の
か
く
の
ご
と
き
人
間
解
釈
は
、
社
会
的
に
観
察
す
れ
ば
、
奴
隷

制
度
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
の
有
閑
階
級
生
活
の
表
現
に
ほ

か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
も
同
じ
く
、
閑﹅

暇﹅
（
σ
χ
ο
λ
※
）
の
重
要
な
る
意
味
を
認
め
た
。
観
想
的
な
る
生
活
は
ま

さ
に
閑
暇
に
あ
る
生
活
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
学
問
も
ま
た
必
然
的
に
閑
暇

と
連
関
す
る
＊
＊
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
学
問
の
歴
史
的

起
源
を
叙
述
し
て
、
数
学
的
学
問
は
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
最
初
に
現
わ
れ
た

が
、
そ
れ
は
か
し
こ
で
は
僧
侶
の
階
級
が
閑
暇
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
、

と
い
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
の
理
念
は
実
に
特
殊
な
る
有
閑
階
級
の

生
活
の
地
盤
に
お
い
て
成
立
し
、
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
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＊
　
観
想
的
生
活
の
意
味
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、Franz B

oll, V
ita conte

　
　m

plativa. 

が
参
考
に
な
る
。

　
＊
＊
　
ラ
テ
ン
語
の schola

、
近
代
語
の School: Schule 

な
ど
は
す
べ

　
　
て
閑
暇
（
σ
χ
ο
λ
※
）
と
い
う
語
か
ら
出
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
し
か
る
に
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
自﹅
然﹅
科﹅
学﹅
の
成
立
と
と
も
に
ひ
と
つ
の

新﹅
し﹅
い﹅
学﹅
問﹅
理﹅
念﹅
が
生
ま
れ
た
。
こ
こ
で
は
学
問
は
も
は
や
単
純
に
観
想
を

本
質
と
し
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
と
自
然
科
学
と
の
理
念
上
の
差
異
は
、

両
者
が
用
い
た
手
段
に
お
い
て
明
瞭
に
認
識
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
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ア
人
が
見
出
し
た
と
こ
ろ
の
一
切
の
学
問
的
認
識
の
手
段
は
概﹅
念﹅
す
な
わ
ち

ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
熱
情
的
な
感

激
は
、
究
極
は
、
そ
の
当
時
初
め
て
認
識
の
大
い
な
る
手
段
と
し
て
の
概
念

の
意
味
が
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
得
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
概
念
の
発
見
者
で
あ
る
。
概
念
こ
そ

は
ひ
と
が
他
の
者
を
し
て
、
彼
が
全
く
何
事
も
知
ら
な
い
と
告
白
す
る
か
、

も
し
く
は
そ
の
こ
と
が
あ
た
か
も
盲
目
な
る
人
間
の
行
動
営
為
の
ご
と
く
消

滅
す
る
こ
と
の
な
き
永
遠
の
真
理
で
あ
る
と
承
認
す
る
か
、
せ
し
め
る
こ
と

な
し
に
お
か
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
の
体
験
は
彼
の

弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
学
問
的
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
の
精
神
の
こ
の
発
見
の
ほ
か
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
の
子
供
と
し
て
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学
問
的
労
作
の
第
二
の
大
い
な
る
道
具
と
し
て
現
わ
れ
た
の
は
、
合
理
的
な

る
実﹅
験﹅
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
な
く
し
て
は
今
日
の
自
然
科
学
が
不
可
能

で
あ
る
が
ご
と
き
、
信
頼
す
べ
く
統
制
さ
れ
た
る
経
験
の
手
段
と
し
て
の
実

験
で
あ
る
＊
。

　
＊
　M

ax W
eber, W

issenschaft als B
eruf. 

参
照
。

　
概
念
と
実
験
と
の
間
に
は
い
か
な
る
本
質
的
な
る
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う

か
。
概
念
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
人
の
い
う
λ
ς
の
最
も
固
有
な
る
機
能
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
存
在
を
顕
わ
に
す
る
（
ὰ
π
ο
φ
α
ὰ
　
φ
α
ι

ν
ς
と
ς
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
＊
＊
。

　
＊
　
こ
こ
に
は
深
く
立
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
叙
述

　
　
か
ら
し
て
も
す
で
に
現
代
の
ひ
と
つ
の
流
行
哲
学
に
属
し
て
い
る
と
こ
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ろ
の
本
質
直
観
の
学
、
現
象
学
が
い
か
に
観
想
的
性
質
の
も
の
で
あ
る

　
　
か
は
理
解
さ
れ
得
よ
う
。
そ
れ
は
文
化
史
的
見
地
か
ら
し
て
も
、
キ
リ

　
　
ス
ト
教
の
う
ち
特
に
観
想
を
重
ん
ず
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
連
関
し
て
い
る

　
　
の
で
あ
る
。
現
象
学
に
関
す
る
批
判
は
こ
の
方
面
か
ら
も
な
さ
れ
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
＊
＊
　M

etaphysica E. I. 

従
来
の
ギ
リ
シ
ア
論
理
学
の
解
釈
は
あ
ま
り

　
　
に
近
代
の
学
問
的
意
識
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
私
は
他
の
機
会
に
お
い
て
こ
の
点
を
論
述
し
よ
う
と
思
う
。

　
実
験
を
研
究
そ
の
も
の
の
原
理
に
高
め
た
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
業
績
に
属

す
る
。
し
か
も
そ
の
開
拓
者
、
創
始
者
た
ち
が
芸﹅
術﹅
の
領
域
に
お
け
る
人
々

で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
そ
の
著
し
い
例
で
あ
る
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で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
す
で
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
実
験
は
人
間
の
制
作

的
な
活
動
と
根
源
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
の
種
々
な
る
部
分

に
と
っ
て
刺
戟
と
な
っ
た
も
の
が
到
る
と
こ
ろ
技
術
的
課
題
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
か
く
し
て
見
出
さ
れ
た
結
果
の
厳
密
な
論
理
化
な
い
し
体
系
化
が
到

る
と
こ
ろ
後
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
エ
ム
や
マ
ッ
ハ
な

ど
の
歴
史
的
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
般
に
科
学
と
技﹅
術﹅

と
の
根
源
的
な
連
関
に
お
け
る
発
展
史
の
研
究
は
、
今
日
学
者
の
愛
好
す
る

題
目
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
研
究
方
法
と
し
て
の
実
験
は
自
然
に
対
す

る
技
術
的
な
る
干
渉
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
自
然
を
観
照
し
、
観
察

す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
み
の
も
の
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て

実
践
的
に
こ
れ
に
対
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
実
験
は
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決
し
て
純
粋
な
認
識
の
態
度
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
何
物
か
欲
求
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
も
の
を
生
産
し
よ
う
と
す
る
実
践
的
態
度
の
う
ち
に
そ
の
根
柢
を

も
っ
て
い
る
。
　
　
ヴ
ィ
コ
は
原
理
的
に
表
現
し
て
い
う
、
「
我
々
は
、
我

々
が
ま
た
生
産
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
の
み
、
自
然
に
お
い
て
認
識
す
る

。
」
　
　
自
然
科
学
は
そ
の
誕
生
な
ら
び
に
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
例
え

ば
神
学
上
で
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ム
ス
、
政
治
上
で
は
ホ
ッ
プ
ス
や
マ
キ
ア
ヴ

ェ
リ
に
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
力
の
思
想
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
技
術

が
純
粋
に
理
論
的
観
想
的
な
る
学
問
の
後
か
ら
の
随
伴
的
な
「
応
用
」
に
過

ぎ
ぬ
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
強
か
れ
弱
か
れ
す
で
に
存
在

す
る
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
存
在
の
こ
れ
ま
た
は
か
れ
の
領
域
に
向
け
ら
れ
た

と
こ
ろ
の
支
配
お
よ
び
制
御
の
意
志
が
そ
も
そ
も
学
問
的
思
惟
の
方
法
な
ら
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び
に
目
的
を
規
定
す
る
に
与
あ
ず
かる
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
歴
史
が
我
々

に
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
験
は
発
生
的
に
は
い
わ
ば
技
術
的
干
渉
の
極

限
の
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
も
と
も
と
欲
求
さ
れ
た
特
殊
な
目
的
は
忘
れ

ら
れ
、
か
く
し
て
特
殊
な
諸
目
的
は
一
般
的
な
包
括
的
な
目
的
に
水
平
化
さ

れ
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
目
的
で
は
な
く
か
え
っ
て
一
切
の
可

能
な
る
目
的
の
総
体
を
自
然
に
対
す
る
干
渉
に
よ
っ
て
到
達
し
得
る
が
ご
と

き
、
規
則
を
獲
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
自
然
科
学
に
あ
っ
て
は
ギ
リ

シ
ア
的
な
「
形
相
」
で
は
な
く
、
量
的
に
規
定
さ
れ
た
「
自
然
法
則
」
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
単
純
に
見
る
こ
と
が
欲
せ
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
「
予
見
す
る
た
め
に
見
る
」
（
〔voir pour pr

e'voir

〕
）
こ
と
が
欲
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
自
然
に
対
す
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る
人
間
の
支
配
力
が
要
求
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
予
見
し
よ
う
と
欲
す
る

か
ら
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
る
ロ
ゴ
ス
は
こ
こ
に
お
い
て
法
則
の
概
念
に

転
化
す
る
＊
。
こ
の
よ
う
な
学
問
理
念
の
変
革
に
あ
た
っ
て
、
ベ
ー
コ
ン
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
に
対
し
て
『
新
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
を
書

か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
書
き
得
た
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
コ
ン
の
根

本
命
題
の
ひ
と
つ
は
「
知
は
力
で
あ
る
」
（Scientia est potentia

）
と
い

う
。
彼
は
自
然
科
学
の
モ
ッ
ト
ー
を
有
名
な
語
を
も
っ
て
表
わ
す
、
「
自
然

は
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」
（N

atura non 

vincitur nisi parendo

）
。
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
己
の
頭

脳
の
中
で
恣
ほ
し
い
ま
まな
る
構
想
を
す
る
の
で
な
く
、
自
然
に
忠
実
に
従
っ
て
こ
れ
を

実
証
的
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
客
観
的
な
条
件
、
法
則
を
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把
握
す
る
こ
と
が
自
然
に
対
し
て
実
践
的
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
支
配
す
る

た
め
の
前
提
で
あ
る
。
か
く
て
自
然
科
学
の
実
証
的
客
観
的
研
究
の
根
柢
に

実
践
的
克
服
的
態
度
の
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　
自
然
科
学
の
か
く
の
ご
と
き
性
質
に
つ
い
て
は
、M

ax Scheler. D
i

　
　e W

issensform
en und die G

esellschaft. 

の
中
に
参
考
と
な
る
こ
と
が

　
　
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
私
は
シ
ェ
ラ
ー
の
『
知
識
社
会
学
』

　
　
（W

issenssoziologie
）
の
諸
根
本
命
題
に
疑
い
を
挟
む
者
で
あ
っ
て
、

　
　
そ
れ
に
関
し
て
は
近
く
詳
細
に
論
議
し
た
い
と
思
う
。
な
お
シ
ェ
ラ
ー

　
　
の
思
想
に
関
す
る
ド
イ
ツ
社
会
学
者
た
ち
の
討
論
は
、V

erhandlunge

　
　n des V

ierten D
eutschen Soziologentages. 1924. 

の
中
に
載
せ
て
あ

　
　
る
。
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し
か
し
な
が
ら
か
く
の
ご
と
き
学
問
理
念
の
変
革
は
決
し
て
偶
然
に
行
な

わ
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
新
興
社
会
の
生
活
態
度
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
こ
に
新
し
い

階
級
、
す
な
わ
ち
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
擡
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
興
の
自
然
科
学
は
封
建
的
僧
侶
的
社
会
の
享
受
的
観

想
的
構
成
を
次
第
に
推
し
退
け
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
新
興
の
市
民
階
級
の

生
産
的
実
践
的
本
質
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　
さ
て
現
代
に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
る
社﹅
会﹅
科﹅
学﹅
、
す

37



な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
問
は
、
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
ま
た
ひ
と
つ

の
新﹅
し﹅
い﹅
学﹅
問﹅
理﹅
念﹅
の
変
革
を
成
就
し
つ
つ
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ

て
学
問
は
純
粋
に
観
想
的
本
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
と
っ
て
は
「
現

在
の
世
界
を
革
命
す
る
こ
と
、
現
在
の
事
物
に
実
践
的
に
働
き
か
け
、
変
化

す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
」
我
々
は
か
の
ベ
ー
コ
ン
の
言
葉
に
お
い
て
自

然
の
語
を
社
会
の
語
に
置
き
換
え
さ
え
す
れ
ば
、
恐
ら
く
マ
ル
ク
ス
主
義
の

モ
ッ
ト
ー
を
作
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
「
社
会
は
服
従
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」
（Societas non vincitur nisi parendo

）
。

マ
ル
ク
ス
学
は
社
会
の
客
観
的
な
条
件
な
ら
び
に
法
則
を
自
然
科
学
の
よ
う

に
忠
実
に
実
証
的
に
研
究
す
る
。
そ
う
し
な
い
な
ら
ば
現
実
の
社
会
を
実
践

的
に
克
服
す
べ
き
方
向
と
手
段
と
は
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
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あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
く
の
ご
と
き
学
問
の
成
立
は
実
に
現
代
に
お
い
て
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
対
抗
し
て
擡
頭
し
、
進
出
し
つ
つ
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
生
産
的
実
践
的
本
質
に
そ
の
土
台
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
社
会
科
学
は
そ
の
研
究
の
手
段
と
し
て
自
然
科
学
の
ご
と
く
実﹅

験﹅
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
は
い
う
、
「
経
済
的
諸
形
態
の
分

析
に
あ
っ
て
は
、
顕
微
鏡
も
化
学
的
試
薬
も
役
に
は
立
ち
得
な
い
。
抽
象
力

が
両
者
に
代
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
い
う
抽﹅
象﹅
は
普
通
の

意
味
に
お
け
る
抽
象
で
は
あ
り
得
な
い
。
社
会
科
学
は
、
そ
の
実
践
的
本
質

の
故
に
必
然
的
に
現
実
の
存
在
と
連
関
を
保
ち
、
し
た
が
っ
て
実
証
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
現
実
の
存
在
か
ら
の
抽
象
は
必
然
的
に
現
実
の
存
在

そ
の
も
の
の
分﹅
析﹅
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
は
分
析
な
き
抽
象
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を
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
、
「
か
く
の
ご
と
く
抽
象
の
み
あ
り
て
分
析
の
存

在
せ
ざ
る
以
上
、
究
極
の
抽
象
に
お
い
て
、
一
切
の
事
物
が
論
理
的
範
疇
と

し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
驚
く
に
当
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
か
。

一
個
の
家
屋
の
個
別
性
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
を
、
次

か
ら
次
へ
と
剥は
が
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
も
っ
て
そ
の
家
屋

が
組
立
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
材
料
や
、
そ
れ
を
他
と
区
別
せ
し
め
る
と

こ
ろ
の
形
式
や
、
を
抽
象
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
つ
い
に
単
に
一
個

の
物
体
の
み
し
か
残
ら
な
い
　
　
さ
ら
に
こ
の
物
体
の
限
界
を
抽
象
す
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
単
に
一
個
の
空
間
し
か
残
ら
な
い
、
　
　
最
後
に

こ
の
空
間
の
諸
次
元
を
抽
象
す
る
な
ら
ば
、
つ
い
に
も
は
や
単
に
全
く
純
粋

な
量
、
こ
の
量
と
い
う
論
理
的
範
疇
し
か
残
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
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何
ら
驚
く
に
当
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
か
。
か
く
の
ご
と
き
あ
ら
ゆ
る
対
象
か

ら
、
有
生
た
る
と
無
生
た
る
と
を
問
わ
ず
、
人
間
た
る
と
物
た
る
と
に
論
な

く
、
一
切
の
い
わ
ゆ
る
偶
性
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
究
極
ま

で
抽
象
し
て
ゆ
け
ば
、
た
だ
論
理
的
範
疇
の
み
が
そ
こ
に
実
体
と
し
て
残
る
、

と
い
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
抽
象
を
試
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
分
析
を
な
す
も
の
の
ご
と
く
に
想
像
し
、
客
観
か
ら
遠
ざ
か
れ

ば
遠
ざ
か
る
ほ
ど
そ
れ
を
洞
見
す
べ
き
点
に
近
づ
く
も
の
の
ご
と
く
に
想
像

す
る
と
こ
ろ
の
、
か
の
形
而
上
学
者
た
ち
、
こ
れ
ら
の
形
而
上
学
者
た
ち
は

ま
た
、
こ
の
地
上
の
事
物
は
刺
繡
で
あ
っ
て
、
論
理
的
範
疇
こ
そ
そ
の
地
布

を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
い
得
る
わ
け
で
あ
る
＊
。
」
現
実
の
社
会

の
分
析
は
い
か
に
し
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
学
問
が
一
般
に
成
立
し
能
わ
ぬ
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と
こ
ろ
の
抽
象
と
結
び
つ
き
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
具
体
的
な
る
存
在
へ

の
接
近
の
要
求
は
い
か
に
し
て
、
学
問
的
抽
象
の
要
求
と
合
致
し
得
る
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
根
本
的
な
る
問
題
の
解
決
の
鍵
は
、
他
の
箇
所
に
お
い
て
私

の
す
で
に
掲
げ
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
、
歴
史
に
お
い
て
存
在
は
存
在
を
抽
象

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
を
抽
象
す
る
、
と
い
う
ひ
と
つ
の
原
理
的
な
る
命

題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
＊
＊
。
例
え
ば
、
か
の
「
商
品
」
は
社
会
科
学

に
と
っ
て
一
個
の
最
も
抽
象
的
な
範
疇
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
単
に
抽

象
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
で
な
い
の
は
、
近
代
社
会
の

機
構
の
発
展
が
商
品
と
い
う
一
個
の
抽
象
体
を
現
実
に
お
い
て
具
体
的
に
抽

象
し
出
す
ま
で
に
到
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
抽
象
性
は
歴﹅
史﹅
性﹅
と
結

び
つ
く
。
し
か
る
に
存
在
の
歴
史
性
の
理
解
は
必
然
的
に
そ
れ
の
発
展
の
理
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解
が
繋
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
ご
と
き
発
展
過
程
を
マ
ル
ク
ス
主

義
は
弁
証
法
的
に
把
握
す
る
。
し
か
る
に
す
で
に
そ
こ
で
は
抽
象
は
単
な
る

抽
象
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
現
実
の
存
在
の
分
析
と
結
合
し
て
い
る
が
故
に
、

こ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
ま
た
抽
象
的
な
思
惟
の
弁
証
法
で
な
く
て
、
か
え
っ

て
唯﹅
物﹅
弁﹅
証﹅
法﹅
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
さ
に
唯
物
弁
証
法
に
お
い
て
マ
ル

ク
ス
主
義
的
方
法
は
そ
の
頂
点
に
達
す
る
。
簡
単
に
す
れ
ば
、
自
然
科
学
に

と
っ
て
実
験
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
社
会
科
学
に
と
っ
て
は
唯
物
弁
証
法

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
弁
証
法
の
実
践
的
性

格
は
明
白
で
あ
る
、
「
な
ぜ
な
ら
ば
弁
証
法
は
、
現
存
事
物
の
肯
定
的
理
解

の
う
ち
に
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
否
定
の
、
そ
の
必
然
的
没
落
の
理
解
を
含

め
、
あ
ら
ゆ
る
生
成
し
た
形
態
を
運
動
の
流
れ
に
お
い
て
、
そ
れ
故
に
ま
た
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そ
の
暫
時
的
な
方
面
か
ら
把
握
し
、
何
物
に
よ
っ
て
も
畏
服
せ
し
め
ら
れ
ず
、

そ
の
本
質
上
批
判
的
で
あ
り
、
革
命
的
で
あ
る
か
ら
＊
＊
＊
。
」
自
然
に
つ

い
て
の
学
問
が
実
験
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
覚
し
い
進
歩
を
成
就
し

た
よ
う
に
、
今
日
社
会
科
学
は
唯
物
弁
証
法
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社

会
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
著
し
い
発
達
を
成
し
遂
げ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
ま

さ
に
こ
の
把
握
に
よ
っ
て
学
問
理
念
の
革
新
は
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
〔M

arx, M
ise`re de la philosophie

〕, p. 119 et suiv. 

浅
野
晃
氏

　
　
訳
『
哲
学
の
貧
困
』
、
一
七
一
、
一
七
二
頁
。

　
＊
＊
　
拙
著
『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
。

　
＊
＊
＊
　
岩
波
文
庫
版
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
分
冊
、
三
二
頁
。

　
今
や
我
々
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
ベ﹅
ー﹅
コ﹅
ン﹅
的﹅
な﹅
る﹅
課﹅
題﹅
が
課
せ
ら
れ
て
い
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る
、
と
私
は
信
ず
る
。
こ
こ
か
し
こ
に
お
い
て
自
然
科
学
が
成
功
し
つ
つ
あ

っ
た
と
き
、
ベ
ー
コ
ン
は
こ
の
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
反
省
し
、
そ
れ
を
包

括
的
に
普
遍
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
作
ろ
う

と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
位
置
を
占
め
よ

う
と
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
こ
こ
か
し
こ
に
あ
っ
て
社
会
科
学
が
マ
ル

ク
ス
主
義
に
よ
っ
て
着
々
業
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
方
法

を
哲
学
的
に
反
省
し
、
こ
れ
を
包
括
的
に
普
遍
的
に
把
握
し
か
つ
表
現
し
、

も
っ
て
さ
ら
に
新
し
い
オ
ル
ガ
ノ
ン
を
書
く
こ
と
を
仕
事
と
す
る
こ
と
が
出

来
る
し
、
ま
た
仕
事
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
す
で
に
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
仕
事
が
な
さ
れ
終
わ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々

は
か
の
『
論
理
学
の
体
系
』
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ル
ト
・
ミ
ル
の
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仕
事
を
引
受
く
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
多
少
の
誤
解
を
恐
れ
ず
に
、

形
式
的
に
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
に
お
け
る
演
繹
的
論
理

を
明
ら
か
に
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
自
然
科
学
に
お
け
る
帰
納
的
論
理

（
そ
れ
は
実
験
と
必
然
的
に
関
係
す
る
）
を
明
ら
か
に
し
た
ベ
ー
コ
ン
な
い

し
ミ
ル
の
後
を
承
け
て
、
今
日
我
々
は
弁
証
法
的
論
理
の
本
質
を
究
明
す
べ

き
位
置
に
あ
る
＊
。

　
＊
　
デ
ボ
ー
リ
ン
も
い
っ
て
い
る
、
「
マ
ル
ク
ス
の
遵
奉
者
は
惟おも
う
に
、

　
　
な
お
極
め
て
重
要
な
ひ
と
つ
の
任
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
…
…
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
お
よ
び
レ
ー
ニ
ン
の
諸

　
　
労
作
に
立
脚
す
る
唯
物
弁
証
法
の
理
論
の
完
成
と
い
う
任
務
を
果
さ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」D

eborin, M
aterialistische D

ialektik und N
at
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こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
現
代
哲
学
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
る
課
題
を
示
す
こ

と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
課
題
の
要
求
は
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
現
代
社

会
の
構
成
の
中
か
ら
必
然
的
に
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
学
問
上

の
課
題
の
変
化
は
単
に
論
理
の 

埓  

内 

ら
ち
な
い

で
、
も
し
く
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
範

囲
内
の
み
で
生
起
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
人
間
の
存
在
、
殊

に
彼
の
社
会
的
存
在
と
密
接
に
関
係
し
て
、
そ
の
地
盤
の
上
で
行
な
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
ブ
ハ
ー
リ
ン
が
彼
の
『
金
利
生
活
者
の
経
済
学
』
の
中
で
経
済

学
に
関
し
て
模
範
的
に
分
析
し
、 

闡  
明 

せ
ん
め
い

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
た
だ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
部
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
今
日
か
の
哲
学
者
仲
間
の
な
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か
で
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
形
而
上
学
」
に
反
対
し
て
興
っ
た
「
認
識

論
」
が
行
詰
っ
た
と
き
、
再
び
「
形
而
上
学
」
へ
還
れ
と
叫
ば
れ
る
が
ご
と

く
、
単
に
絶
え
ざ
る
繰
返
し
の
現
わ
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に

現
在
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に

対
す
る
、
好
意
か
ら
で
あ
れ
悪
意
か
ら
で
あ
れ
、
黙
殺
か
、
も
し
く
は
、
多

く
は
反
感
と
無
理
解
と
か
ら
発
す
る
、
最
も
通
俗
な
意
味
で
の
い
わ
ゆ
る
批

判
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
た
か
だ
か
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
善
い
方
面
も
あ
る

が
悪
い
方
面
も
あ
る
、
と
い
っ
た
上
で
の
折
衷
主
義
的
、
混
合
主
義
的
修
正

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な
句
に
あ
る
ご
と
く
、
す
べ

て
を
憎
ま
ず
、
笑
わ
ず
、
嘲
ら
ず
、
そ
の
必
然
性
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
ま

さ
に
哲
学
的
精
神
で
あ
る
。
そ
し
て
批
判
と
い
う
こ
と
は
、
『
純
粋
理
性
批
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判
』
の
著
者
た
る
カ
ン
ト
に
お
い
て
の
ご
と
く
、
単
に
善
悪
を
判
決
す
る
と

い
う
以
上
の
深
い
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
仕
事
は
、
当
時

の
自
然
科
学
、
殊
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
の
個
々
の
命
題
の
善
悪
、
正
否

を
批
評
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
な
く
、
誰
で
も
知
る
よ
う
に
、
数
学
的
自

然
科
学
の
基
礎
づ
け
、
そ
の
論
理
的
前
提
な
い
し
は
条
件
の
闡
明
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
今
日
も
し
哲
学
者
に
し
て
、
い
や
し
く
も
彼
が
真
の
哲
学
者
と

し
て
、
社
会
科
学
を
批
判
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
あ
た
か
も
カ
ン

ト
の
先
蹤
に
倣なら
っ
て
、
社
会
科
学
の
基
礎
づ
け
の
仕
事
に
従
事
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
否
、
か
く
の
ご
と
き
カ﹅
ン﹅
ト﹅
的﹅
な﹅
る﹅
課﹅
題﹅
、
す
な
わ
ち
社
会
科
学
批

判
の
課
題
は
ま
さ
に
現
実
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
き
に

掲
げ
た
ベ
ー
コ
ン
的
な
る
課
題
と
と
も
に
そ
れ
と
手
を
携
た
ず
さえ
て
、
む
し
ろ
そ
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れ
の
根
柢
と
し
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
々
は
か
く
の
ご
と

き
批
判
の
意
味
を
、
何
故
か
特
に
社
会
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対

し
て
の
み
は
、
否
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が

精
神
科
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
的
な
る
課
題
を
み
ず
か
ら
引
受
け
て
、
自
己
の

任
務
を
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
そ
の
批
判
の
意
味
を

さ
え
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
笑
う
べ
き
こ
と
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
科
学
批
判
の
方
法
が
カ
ン
ト
の
そ
れ
と

は
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
我
々
の
科
学
批
判
の
方
法
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
か

ら
も
、
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
れ
か
ら
も
必
然
的
に
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
不
幸
に
し
て
多
く
の
人
々
は
、
今
ま
さ
に
、
こ
こ
に
説

か
れ
た
ご
と
き
批
判
の
意
味
を
さ
え
理
解
し
得
な
い
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
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か
ら
、
我
々
の
仕
事
は
そ
の
手
始
め
と
し
て
ま
ず
、
ベ
ー
コ
ン
の
な
し
た
ご

と
く
、
種
々
な
る
「
偶
像
」
（idola

）
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
特
に
現

代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
部
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
イ
ド
ー
ラ
の
摘
発
こ
そ

は
目
下
の
急
務
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
例
え
ば
そ
の
『
神
聖
家
族
』
に
お
い

て
、
殊
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
そ
の
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
』
に
お
い
て
、
始
め

た
が
ご
と
き
仕
事
は
、
今
日
も
な
お
勇
敢
に
強
力
に
継
続
さ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
新
興
科
学
の
批
判
を
受
け
よ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
次
の
こ
と
は
注

意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
学
問
理
念
の
変
革
を
成
就
し
よ
う

と
す
る
、
そ
れ
は
意
識
形
態
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
革
命
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ひ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
が
こ
れ
ま
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で
の
一
切
の
学
問
の
破
壊
的
な
る
力
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
こ
の
結
論
は
し

か
る
に
単
に
一
部
の
真
理
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ク
ス
主
義

は
単﹅
な﹅
る﹅
破
壊
的
な
る
力
で
あ
る
の
み
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル

ス
の
有
名
な
る
言
葉
は
か
く
語
る
、
「
我
々
ド
イ
ツ
社
会
主
義
者
た
ち
は
、

我
々
が
た
だ
に
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
お
よ
び
オ
ー
エ
ン
を
祖
と
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
ま
た
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を

祖
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
誇
り
と
す
る
。
」
彼
は
偉
大
な
る
ド
イ
ツ
の
哲
学

者
た
ち
な
ら
び
に
彼
ら
に
よ
っ
て
担にな
わ
れ
た
弁
証
法
の
記
憶
を
荒
れ
た
る
折

衷
主
義
の
沼
の
う
ち
に
溺
死
せ
し
め
た
の
は
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
教
師
た
ち
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
か
つ
て
自
然
科
学
は
新
し
き
学

問
理
念
を
打
ち
樹
て
た
が
、
そ
の
と
き
こ
の
学
問
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
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ギ
リ
シ
ア
的
学
問
に
結
び
つ
く
こ
と
な
し
に
は
発
展
さ
せ
ら
れ
、
完
成
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
し
て
そ
れ
の
優
れ
た
る
先
覚
者
た
ち
は
彼
ら
の

ギ
リ
シ
ア
的
学
問
に
対
す
る
、
殊
に
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
関
係
を
自
覚
し
て

い
た
。
　
　
こ
の
関
係
の
誤
認
が
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
、
特
に
ベ
ー
コ
ン
の

大
な
る
制
限
を
な
し
て
い
る
。
　
　
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
に
今
日
社
会
科
学

は
、
そ
の
卓
越
せ
る
創
始
者
た
ち
が
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
な

ら
び
に
ギ
リ
シ
ア
的
学
問
の
伝
統
を
継
ぐ
哲
学
と
交
わ
る
こ
と
な
く
し
て
は

発
展
さ
せ
ら
れ
、
完
成
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス

主
義
は
文
化
の
伝
統
の
絶
対
的
な
る
破
壊
を
説
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
え
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
お
け
る
最
も
天
才
的
な
る
も
の
は
、
彼
が
社

会
革
命
を
も
っ
て
文
化
の
伝
統
の
た
め
の
必
然
的
な
る
条
件
で
あ
る
と
な
し
、

53



そ
れ
な
く
し
て
は
こ
の
伝
統
は
必
然
的
に
失
な
わ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
＊
。
人
間
は

す
で
に
到
達
さ
れ
た
生
産
力
お
よ
び
文
化
の
水
準
を
放
棄
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
彼
ら
が
、
そ
れ
の
う
ち
に
お
い
て
彼

ら
の
こ
の
水
準
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
社
会
的
関
係
の
諸
形
態
を
放
棄
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
反
対
で
あ
る
。
す
で
に
到
達
さ
れ

た
文
化
の
水
準
を
損
失
し
な
い
た
め
に
こ
そ
、
人
間
は
、
歴
史
的
発
展
の
一

定
の
時
代
に
お
い
て
、
突
如
と
し
て
、
根
柢
か
ら
、
社
会
的
関
係
の
一
切
の

形
態
を
決
定
的
に
変
化
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
産
力

の
進
化
、
そ
れ
の
「
内
在
的
」
な
る
生
長
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
な
お
決
し

て
文
化
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
進
み
ゆ
く
発
展
を
保
証
す
る
も
の
で
な
い
。
生
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長
し
た
生
産
力
が
古
い
、
そ
れ
を
拘
束
し
狭
隘
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
生
産

関
係
の
諸
形
態
を
破
壊
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
に
お
い
て
の
み
、
社
会

は
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
文
化
を
保
存
し
、
一
層
高
い
発
展
段
階
に

高
ま
る
こ
と
が
出
来
る
。
換
言
す
れ
ば
、
文
化
の
発
展
の
連
続
性
を
実
現
す

る
た
め
に
は
社
会
革
命
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
が
マ
ル
ク
ス
の
思

想
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
文
化
の
伝
統
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
の
提
出
し
た
科
学
批
判
の
課

題
は
一
箇
の
包
括
的
な
る
課
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
独

断
論
者
の
な
す
が
ご
と
く
、
そ
れ
自
身
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
従
来
の
他
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
連
関
に
お
い
て
捕
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
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