
無

制

約

者

と

知

的

直
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(
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)

―
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
註
解
』
か
ら
『
自
我
論
』
へ

―
浅
沼

光
樹

六

物
質
の
構
成
と
直
観
の
本
質

「
物
質
の
構
成
」
の
問
題
が
初
め
て
扱
わ
れ
る
の
は
、
『
考
案
』

第
二
巻
、
第
五
章
「
直
観
お
よ
び
人
間
精
神
の
本
性
に
基
く
物
質
概

念
の
第
一
起
源
（E

rster
U

rsprung
des

B
egriffs

der
M

aterie
aus

der

N
atur

der
A

nschauung
und

des
m

enschlichen
G

eistes

）
」
に
お
い
て
で

あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
「
物
質
の
構
成
」
の
問
題
は
、
確
か
に
自
然
、
、

哲
学
的
文
脈
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
力

、
、
、
、
、

を
め
ぐ
る
当
時
の
議
論
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
物
質
の
構
成
」
が
同
時
に
「
直
観
の
本
質
」
の
解
明
を
も
意
味
し

て
い
る
こ
と
は
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
主
張
す
る
、
物
質
は
わ
れ
わ
れ
の
外
部

、
、
、
、
、
、
、

に
お
い
て
現
実
的
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
外
部
に
お
い
て
現
実

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
で
あ
る
（
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
諸
概
念
に
お
い
て
あ
る
の
で
は
な

く
）
限
り
に
お
け
る
物
質
そ
の
も
の
に
引
力
と
斥
力
が
帰
属
す

る
、
と
。

し
か
る
に
諸
概
念
の
あ
ら
ゆ
る
媒
介
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
の

自
由
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
な
し
に
直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ

、
、
、

る
も
の
以
外
に
は
、
い
か
な
る
も
の
も
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
現、

実
的
で
は
な
い
。
し
か
る
に
い
か
な
る
も
の
も
直
観
に
よ
る
以

、
、
、

外
に
は
直
接
に
わ
れ
わ
れ
に
到
達
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
直
観
は

、
、
、
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わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
お
け
る
最
高
の
も
の
で
あ
る
。
直
観
そ
の

、
、
、
、

も
の
の
う
ち
に
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
故
に
物
質
に
か
の
諸
力
が
必

、
、

、

然
的
に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

、
、
、

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
外
的
直
観
の
性
状
か
ら
、
こ
の
直
観
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、

客
観
が
物
質
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
、
引
力
と
斥
力
の
所
産
と

、
、

し
て
直
観
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
う
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
し
た
が
っ
て

外
的
直
観
の
可
能
性
の
諸
制
約
で
あ
ろ
う
し
、
本
来
そ
こ
に
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
考
え
る
際
に
伴
う
必
然
性
は
由
来
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
共
に
わ
れ
わ
れ
は
今
や
、
直
観
と
は
何
か
と
い
う
問

い
へ
と
立
ち
戻
る
。[

…]

（
一
）

こ
う
し
て
結
局
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
二
つ
の
相
互
に
対
立
す
る
活
動

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
直
観
の
可
能
性
の
必
然
的
制
約
と
し
て
」
見
出
す
。
「
直
観
の
本

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

質
、
直
観
を
直
観
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
絶
対

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

的
に
対
立
す
る
、
交
互
に
お
互
い
を
制
限
す
る
二
つ
の
活
動
が
統
一

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（

二

）

う
に
し
て
「
直
観
と
は
何
か
」
と
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
「
二
つ
の

相
互
に
対
立
す
る
活
動
を
直
観
の
可
能
性
の
必
然
的
制
約
と
し
て
」

見
出
す
と
い
う
の
は
、
一
体
い
か
な
る
権
能
に
基
い
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
旦
『
考
案
』

を
離
れ
て
、
同
年
の
『
概
観
』
に
赴
か
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う

の
も
、
『
概
観
』
で
は
「
物
質
の
構
成
」
と
同
一
の
内
容
が
時
に
全

く
同
じ
字
句
を
用
い
な
が
ら
、
し
か
し
『
考
案
』
の
場
合
よ
り
も
一

層
広
い
視
圏
に
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
『
考

案
』
で
は
十
分
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
「
物
質
の
構
成
」
の

理
解
に
と
っ
て
は
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
幾
つ
か
の
契
機
に
よ
り
は
っ

き
り
と
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
概
観
』

で
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

物
質
は
、
そ
の
二
つ
の
活
動
性
の
平
衡
に
お
い
て
直
観
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
精
神
に
他
な
ら
な
い
。

、
、
、

（
三
）

『
考
案
』
で
は
「
物
質
の
構
成
」
が
同
時
に
「
直
観
の
本
質
」
の

解
明
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
場
合
の
「
直
観
の
本
質
」
と
は
絶
対
的
に

対
立
す
る
二
つ
の
活
動
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
対
応
箇
所
を
こ
の
引
用
に
求
め
る
な

47／無制約者と知的直観（二）
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ら
ば
、
「
そ
の
二
つ
の
活
動
性
の
平
衡
に
お
い
て
」
と
い
う
句
が
内

容
的
に
後
者
を
う
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
「
物
質

は[

…]
精
神
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
句
は
、
内
容
的
に
前
者
を
う

け
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
敷
衍
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
引
用
に
お
い
て
は
、
「
物
質
の
構
成
」
が

同
時
に
「
直
観
の
本
質
」
の
解
明
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
含
意
が

引
き
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
直
観
の
本
質
」
の
解

明
が
直
観
そ
の
も
の
の
本
質
の
解
明
で
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
解
明

、
、
、
、
、
、

に

―
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
け
る
主
観
の
枠
を
は
み
出

し
て
い
る
と
し
て
も

―
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
主
観
に
よ
る

超
越
論
的
な
自
己
反
省
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
反
省
を
遂
行
す
る
超
越
論
的
主
観
は
「
精
神
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
直
観
の
本
質
」
の
解
明
と
は
、

「
物
質
の
構
成
」
と
し
て
の

―
あ
る
い
は
「
物
質
の
構
成
」
と
い

う
段
階
に
お
け
る

―
精
神
の
超
越
論
的
自
己
省
察
の
遂
行
を
意
味

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

―
し
か
し
問
題
は
、
引
用
に
お
け
る
「
直、

観
さ
れ
た
」
と
い
う
語
句
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と

、
、
、
、

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
物
質
の
構
成
」（=

「
直

観
の
本
質
」
の
解
明
）
が
、
し
た
が
っ
て
精
神
の
超
越
論
的
自
己
省
察

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
一
つ
の
直
観
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
こ
の
直
観
は
、
そ
れ
が
「
（
感
性
的
）
直
観
の
本
質
」
を
解
明

す
べ
き
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
自
身
が
再
び
感
性
的
直
観
で
あ
る
と
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
そ
の
定
義
か
ら
し
て
非
感
、

性
的
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
な
る
ほ

ど
「
直
観
の
本
質
」
の
解
明
は
「
物
質
の
構
成
」
と
い
う
段
階
に
お

け
る
精
神
の
超
越
論
的
自
己
省
察
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
し
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
こ
の
拡
張
さ
れ
た
超
越
論
的
自
己
省
察
を
支
え
て
い
る
も
の
、
あ

る
い
は
む
し
ろ
こ
の
拡
張
さ
れ
た
超
越
論
的
自
己
省
察
と
い
う
場
な
、

い
し
圏
域
を
初
め
て
切
り
開
く
も
の
は
こ
の
非
感
性
的
な
自
己
直
観

、
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
物
質
の
構
成
」
の
段
階
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
は
当
の

精
神
自
身
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
物
質
の
構
成
」
と

は
、
精
神
が
こ
の
非
感
性
的
直
観
に
お
い
て
自
己
を
認
識
し
よ
う
と

す
る
最
初
の
試
み
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
精
神
は
「
物
質
の
構

成
」
の
段
階
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
自
己
自
身
を
求

め
て
、
自
然
の
全
領
域
を
遍
歴
し
な
が
ら
一
歩
一
歩
自
己
の
本
質
へ

と
接
近
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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精
神
の
全
活
動
は
そ
れ
ゆ
え
、
無
限
を
有
限
に
お
い
て
表
現

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
全
活
動
の
目
標
は
自

、
、
、
、

、
、

、

己
意
識
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
歴
史
は
自
己
意
識
の
歴
史

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

に
他
な
ら
な
い
。

[

…]

人
間
精
神
の
歴
史
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
通
過
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
精
神
が
次
第
に
自
己
自
身
の
直
観
へ
、

純
粋
な
自
己
意
識
へ
到
達
す
る
様
々
な
状
態
の
歴
史
に
他
な
ら

、
、
、

、
、

な
い
で
あ
ろ
う
。

[

…]

[

…]

こ
の
よ
う
に
し
て
魂
は
そ
れ
自
身
の
所
産
に
よ
っ
て
、

普
通
の
目
の
持
ち
主
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
哲
学
者

に
と
っ
て
は
明
白
に
、
魂
が
次
第
に
自
己
意
識
へ
と
到
達
す
る

道
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。[

…]

[

…]

わ
れ
わ
れ
は
精
神
に
付
き
添
っ
て
表
象
か
ら
表
象
へ
、

所
産
か
ら
所
産
へ
と
進
み
、
最
後
に
は
次
の
よ
う
な
地
点
へ
と

到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
精
神
が
初
め
て
あ
ら
ゆ
る
所

産
か
ら
自
己
を
解
き
放
ち
、
そ
の
純
粋
な
行
い
に
お
い
て
自
己

自
身
を
捉
え
、
今
や
も
は
や
そ
の
絶
対
的
な
活
動
性
に
お
け
る

自
己
自
身
以
外
に
は
何
も
の
も
直
観
し
な
い
地
点
で
あ
る
。

、
、
、
、

（
四
）

人
間
的
精
神
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
も
の
を
捨
象

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
働
き
に
お
い
て
同
時
に
、
わ
れ
わ

れ
が
知
的
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
自
己
直
観
を
持
つ
。

（
五
）

以
上
、
『
考
案
』
と
『
概
観
』
に
お
い
て
「
物
質
の
構
成
」
の
問

題
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
比
較
的
詳
し
く
見
て

き
た
。
こ
れ
を
再
び
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
と
照
合
し
て
み

よ
う
。

七

ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
と
の
照
合
（
一
）

そ
の
『
註
解
』
解
釈
に
お
い
て
ク
リ
ン
グ
ス
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

自
然
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
「
受
容
者
」

に
由
来
し
、
そ
れ
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
際
に
彼
は
、
本
来
な
ら
ば
互
い
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
二

つ
の
契
機

―
こ
れ
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
受
容
者
の
二
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つ
の
契
機
で
も
あ
る
の
だ
が

―
を
明
確
に
区
別
せ
ず
に
シ
ェ
リ
ン

グ
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
質
料
（M

aterie

）
概
念
に
帰
し
て
い
た
。

二
つ
の
契
機
と
は
「
神
的
ヌ
ー
ス
に
」
対
置
さ
れ
る
「
永
遠
の
、
不

可
視
の
、
神
的
な
ら
ざ
る
ゲ
ノ
ス
」
と
い
う
契
機
と
「
世
界
の
実
在

－

根
拠
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
規
定
や
形
式
を
欠
く
も
の
」
と

い
う
契
機
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
に
「
物
質
（M

aterie

）
の
構
成
」
が
論
じ
ら
れ
る
場

面
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
『
註
解
』
が
定
位
し
て
い
た
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
構
成
主
義
的
認

識
論
と
の
構
造
的
同
一
視
と
い
う
段
階
は
、
既
に
乗
り
越
え
ら
れ
て

し
ま
い
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
は
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ

、
、

、

れ
わ
れ
自
身
に
由
来
し
、
そ
の
質
料
は
外
部
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え

、
、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

ら
れ
る
」
と
い
う
構
図
そ
れ
自
体
の
否
認
と
い
う
新
た
な
段
階
へ
と

進
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
一
の
契
機
、
つ
ま
り
形
式
と
質
料
の
外

的
対
立
と
い
う
契
機
は
こ
の
構
図
を
基
盤
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
が
除
去
さ
れ
て
し
ま
え
ば
第
一
の
契
機
も
ま
た
崩
落
し
て
し
ま

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ク
リ
ン
グ
ス
が
そ
う
思
い
込
ん
で
い
た
よ
う
に
、

こ
の
契
機
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
の
構
成

要
素
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
第
二
の
契
機
、
つ
ま
り
「
世
界
の
実
在－

根
拠
と

し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
規
定
や
形
式
を
欠
く
も
の
」
と
い
う
契
機

は
、
第
一
の
契
機
と
異
な
っ
て
、
形
式
と
質
料
の
外
的
対
立
と
い
う

構
図
に
は
必
ず
し
も
依
存
し
て
い
な
い
。
と
は
云
え
、
眼
目
は
後
者

の
契
機
が
保
存
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
そ
れ
に
さ
ら
に
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』

解
釈
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
が
纏
綿
し
て
い
る
、
と
い
う
事
態

で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
は
『
註
解
』
の
哲
学
的
意
義
を
直
観
、
、

の
形
式
に
入
り
込
む
以
前
の
直
観
の
多
様
と
い
う

―
『
純
粋
理
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

批
判
』
に
と
っ
て
未
知
の

―
主
題
の
主
題
化
に
見
る
と
と
も
に
、

さ
ら
に
そ
れ
を
後
年
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
「
物
質
の
構
成
」
と
い

う
課
題
に
連
関
さ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
詳
し
く
云
え
ば
、

こ
の
認
識
の
原
素
材
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
「
物
質
（M

aterie

）
」
と

い
う
概
念
で
捉
え
、
こ
れ
に
よ
る
形
式
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
す

る
の
が
「
物
質
の
構
成
」
の
課
題
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
実
際
の
叙
述
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
「
物
質
の
構

成
」
は
た
ん
な
る
物
質
の
構
成
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら

に
同
時
に
直
観
そ
の
も
の
の
本
質
の
解
明
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

、
、
、
、
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る
。確

か
に
ク
リ
ン
グ
ス
の
云
う
よ
う
に
、
物
質
（M

aterie

）
と
呼
ば

れ
る
こ
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
と
っ
て
未
知
の
主
題
は
、
カ
ン
ト

的
に
言
え
ば

―
悟
性
や
統
覚
の
方
面
で
は
な
く

―
直
観
（
感
性

的
直
観
）
の
方
面
に

―
し
か
も
明
確
に
そ
の
彼
方
に

―
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
物
質
（M

aterie

）
を
主
題
と
し
う

る
た
め
に
、
カ
ン
ト
的
な
認
識
主
観
（
広
義
の
理
性
）
は
み
ず
か
ら
の

限
界
を
超
え
出
て
ゆ
く
よ
う
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
カ
ン
ト
的
な
認
識
主
観
に
と
っ
て
と
い
う
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
し
か
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
カ
ン
ト
的
認
識
主
観
に
と
っ
て
は

外
部
で
あ
る
も
の

―
超
越
し
つ
つ
そ
れ
に
対
峙
し
て
い
る
も
の

―
が
な
お
も
、
た
と
え
も
は
や
カ
ン
ト
的
と
は
呼
べ
な
い
に
し
て

も
、
と
に
か
く
な
ん
ら
か
の
認
識
主
観
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
外
部

で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
物
質
の

、
、
、

構
成
が
同
時
に
直
観
そ
の
も
の
の
本
質
の
解
明
で
あ
る
と
言
い
う
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
め
に
は
、
こ
の
可
能
性
が
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
後
者
の

―
も
は
や
カ
ン
ト
的
と
は
呼
べ

な
い

―
認
識
主
観
に
既
に
立
脚
し
て
い
な
け
れ
ば
、
物
質
の
構
成

と
い
う
課
題
の
遂
行
が
同
時
に
直
観
の
（
そ
れ
ゆ
え
認
識
主
観
の
）
本

、
、
、

質
の
解
明
を
意
味
す
る
、
と
言
え
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

―
と
こ
ろ
が
、
「
物
質
の
構
成
」
が
同
時
に
「
直
観
の
本
質
」
の

解
明
で
も
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
側
面
を
、
ク
リ
ン
グ
ス
は
彼
の

『
註
解
』
解
釈
に
お
い
て
見
落
と
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
故
意
に
脱
落

さ
せ
て
い
る
）
。

―
し
か
も
彼
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
た
ん
に
こ

の
側
面
だ
け
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
と
っ
て
未
知
の
主
題
で
あ
る
、
直
観
の
形

式
に
入
り
込
む
以
前
の
直
観
の
多
様
が
主
題
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
カ
ン
ト
的
な
認
識
主
観
に
と
っ
て
は
、
或
る
意
味
で
そ
の
外
部

が
主
題
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
既
に
そ
の
時

点
で

―
つ
ま
り
、
こ
の
事
態
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
云
う
よ
う
に
或
る

別
の
認
識
主
観
の
立
場
へ
の
移
行
ま
で
も
含
意
し
て
い
る
か
否
は
別

に
し
て
も

―
認
識
が
こ
の
外
部
に
ま
で
及
び
う
る
た
め
に
は
、
カ

ン
ト
的
な
意
味
に
お
け
る
理
性
的
認
識
（
す
な
わ
ち
感
性
的
お
よ
び
悟

性
的
な
認
識
）
以
外
の
認
識
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
く
ば
カ
ン
ト
的
な
認
識
主
観
を
超
え
る

と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
内
実
を
伴
わ
な
い
空
言
で
し
か
な
い
か
ら
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
ク
リ
ン
グ
ス
は
、
そ
の
『
註
解
』
解
釈
に
お
い
て
、

一
方
で
は
「
物
質
の
構
成
」
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
熱
心
に
語
り
な
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が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
遂
行
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
の
別
種

の
認
識
手
段
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

―
あ
た
か
も
『
註
解
』

、
、
、
、

、
、

に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
が
「
物
質
の
構
成
」
に
引
き
継
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

れ
で
も
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
も
し
『
註
解
』
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が

、
、
、
、

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
を
黙
殺
し
て
い
る
の

が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
の
「
物
質
の
構
成
」
に
お
い
て
は

、
、
、
、
、
、
、

方
法
論
的
考
察
は
欠
落
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
最
重
要
主
題
の
一
つ

と
い
う
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
と
い
う
の
も
そ
こ
で
は
、
経
験
の
可

能
性
の
制
約
へ
向
け
て
の
超
越
論
的
反
省
を
質
料
的
原
理
そ
れ
自
体

に
ま
で
拡
張
す
る
と
い
う
意
図
の
も
と
に

―
つ
ま
り
、
ク
リ
ン
グ

ス
が
そ
の
『
註
解
』
解
釈
に
お
い
て
示
唆
し
な
が
ら
も
追
求
を
断
念

し
て
い
た
ま
さ
に
そ
の
方
向
性
に
お
い
て

―
「
知
的
直
観
」
を
め

ぐ
る
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
プ
ラ
ト

ン
が
「
受
容
者
」
を
前
に
し
て
方
法
論
的
考
察
を
導
入
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
よ
う
に
、
「
受
容
者
」
の
対
応
物
と
し
て
の
「
物
質
」
を

前
に
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
も
方
法
論
的
考
察
を
導
入
し
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

八

ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
と
の
照
合
（
二
）

こ
の
よ
う
に
実
際
の
「
物
質
の
構
成
」
に
は
「
直
観
の
本
質
の
解

、
、
、
、
、
、
、

明
」
と
「
知
的
直
観
」
と
い
う
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
が

、

、
、
、
、

指
摘
し
て
い
る
以
上
の
側
面
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な

ぜ
ク
リ
ン
グ
ス
は
こ
れ
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
物
質
の
構
成

が
同
時
に
直
観
の
本
質
の
解
明
で
あ
る
」
と
い
う
側
面
の
欠
落
と
い

う
事
態
と
「
知
的
直
観
」
と
い
う
主
題
の
欠
落
と
い
う
事
態
と
は
相

互
に
連
関
し
あ
っ
て
い
る
、
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
欠
落
は
と
も
に

ク
リ
ン
グ
ス
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
的
構
図
を
前
提
し
た
上
で
、
そ

こ
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
質
料
概
念
の
本
質
的
契
機
を
見
て
い
る
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
仮
に
も
し
そ
う
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
は
常
に
同
時
に
欠
落
せ
ざ
る
を

え
ず
、
両
者
を
共
に
欠
落
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
ク
リ

ン
グ
ス
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、

神
的
ヌ
ー
ス
に
質
料
を
、
永
遠
の
、
不
可
視
の
、
神
的
で
な
い
ゲ
ノ
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ス
と
し
て
対
置
す
る
」
と
い
う
構
図
を
受
け
容
れ
る
、
と
い
う
こ
と

は
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の

構
成
主
義
的
認
識
論
と
の
構
造
的
同
一
視
と
い
う
前
提
の
も
と
で

は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
由
来
し
、
そ

、
、

、
、
、
、
、
、

の
質
料
は
外
部
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
意
見
に
与

、
、

、
、
、
、

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
「
わ

れ
わ
れ
」
が
「
ヌ
ー
ス
」
の
側
、
要
す
る
に
形
式
的
原
理
の
側
に
立

っ
て
い
る
こ
と
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
提
が

あ
る
以
上
、
形
式
的
原
理
に
外
的
に
対
峙
し
て
い
る
質
料
的
原
理
の

認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
他
者
の
認
識
を
意
味
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
言
い
換
え
る
と
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
、
質
料
的
原
理
の
認

識
が
同
時
に
わ
れ
わ
れ
に
よ
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
認
識
（
自
己
認
識
）

と
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
可
能
性
は
い
わ
ば

最
初
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
二
に
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
言
い
換
え
る
と
「
世
界

の
実
在－

根
拠
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
や
形
式
を
欠

い
た
も
の
」（
概
念
的
認
識
も
知
覚
も
さ
れ
な
い
も
の
）
の
認
識
が
ま
さ

に
わ
れ
わ
れ
に
よ
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
認
識
で
あ
る
、
と
い
う
側
面

が
欠
落
し
た
が
た
め
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
に
お
い
て

は
「
知
的
直
観
」
と
い
う
主
題
も
ま
た
脱
落
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
既
に
見
た
よ
う
に
シ
ェ
リ
ン
グ

の
文
脈
で
は
「
知
的
直
観
」
は
、
第
一
義
的
に
は
精
神
の
自
己
直
観

と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
を
ク
リ
ン
グ
ス
が
脱
落
さ
せ

て
い
る
の
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』=

『
純
粋
理
性
批
判
』
的
構
図
、

つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
由
来
し
、

、
、

、
、
、
、
、
、

そ
の
質
料
は
外
部
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
構
図
に

、
、

、
、
、
、

対
す
る
彼
の
態
度
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
構
図
が

前
提
さ
れ
て
い
る
限
り
、
質
料
的
原
理
の
認
識
は
精
神
に
と
っ
て
外

的
に
対
峙
す
る
他
者
の
認
識
を
意
味
し
、
精
神
に
よ
る
自
己
自
身
の

認
識
と
は
な
り
え
な
い
。
質
料
的
原
理
の
認
識
が
同
時
に
知
的
直
観

に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
認
識
と
も
な
り

う
る
た
め
に
は
、
こ
の
構
図
が
否
定
さ
れ
、
「
質
料
と
形
式
が
わ
れ
、
、

わ
れ
か
ら
初
め
て
生
成
し
、
発
生
す
る
」
と
い
う
見
解
に
移
行
し
な

、
、
、
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
本
来
は
「
物
質
の
構
成
」
は
こ
う
し
た
移

行
が
果
た
さ
れ
た
上
で
な
け
れ
ば
論
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
は
、
『
註
解
』
と
実
際
の

「
物
質
の
構
成
」
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ
ン
グ
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自
身
の
思
惟
の
基
本
的
立
場
の
変
化
に
追
随
し
て
い
な
い
。

―
ク

リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
の
問
題
点
は
他
の
ど
こ
か
に
で
は
な
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
こ
に
こ
そ
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

、
、

う
か
。

九

ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
の
改
訂

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
『
註
解
』
と
「
物
質
の
構
成
」
と
の
間
に

生
じ
て
い
る
基
本
的
構
図
の
変
化
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
れ
に
追
随
し

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
は
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
ク
リ
ン
グ
ス
の
当
初
の
意
図
に
立
ち
返
っ
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
と
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
二

人
と
も
、
若
き
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』

の
改
造
が
企
て
ら
れ
た
際
に
『
註
解
』
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
た
か
、
と
い
う
点
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
方
策
を
採
っ
た
た
め
、

結
果
的
に
『
註
解
』
の
な
か
で
も
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
関
す
る
部

分
で
は
な
く
『
ピ
レ
ボ
ス
』
に
関
す
る
部
分
が
果
た
し
た
役
割
を
強

調
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
リ
ン
グ
ス
は
『
純

粋
理
性
批
判
』
の
改
造
に
お
い
て
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
そ
の
も
の
が

果
た
し
た
役
割
に
着
目
す
る
と
い
う
方
策
を
採
り
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ

ス
』
の
「
受
容
者
」
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
「
物
質
」

と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
、
と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
彼
の
洞
察
、
つ
ま
り
、
『
註
解
』
で
扱
わ

れ
て
い
た
「
受
容
者
」
が
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
う
ち
へ
姿
を

変
え
て
、
つ
ま
り
「
物
質
」
と
し
て
登
場
し
て
く
る
と
い
う
洞
察
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
ク

リ
ン
グ
ス
は
、
そ
の
場
合
の
「
物
質
」
に
二
つ
の
契
機
、
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
に
外
的
に
対
峙
す
る
も
の
と
い
う
契
機
と
知
覚
も
概
念
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

把
捉
も
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
契
機
を
帰
属
さ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
云
う
「
物
質
」
は
後
者
の
契
機
を
含
む
と
し
て

も
前
者
の
契
機
は
含
ん
で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
物
質
」
が
シ

ェ
リ
ン
グ
の
云
う
意
味
で
の
「
物
質
」
と
な
る
た
め
に
は
、
前
者
の

契
機
が
取
り
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
除
去
は
た

ん
な
る
除
去
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』=

『
純

粋
理
性
批
判
』
的
構
図
の
否
定
に
お
い
て
、
そ
れ
と
共
に
な
さ
れ
ね
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ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
「
物
質
の
構
成
」
が

同
時
に
「
知
的
直
観
」
に
お
け
る
「
直
観
の
本
質
」
の
解
明
と
は
な

り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
事
実
、
つ
ま
り
「
物
質
の
構
成
」
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思

惟
に
お
い
て
「
直
観
の
本
質
の
解
明
」
と
「
知
的
直
観
」
と
い
う
相

を
伴
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
見
定
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に

よ
っ
て
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
は
、
ま
ず
第
一
に
、
よ
り
欠

点
の
少
な
い
も
の
と
な
り
う
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
第
二
に
、
よ
り

強
力
な
も
の

―
シ
ェ
リ
ン
グ
の
初
期
思
想
の
核
心
部
に
ま
で
光
を

投
げ
か
け
う
る
も
の

―
と
も
な
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
は
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
の
補
修
と
も
云
う
べ
き
第

、
、

一
の
作
業
か
ら
始
め
る
な
ら
ば
、
「
物
質
の
構
成
」
が
シ
ェ
リ
ン
グ

の
思
惟
に
お
い
て
「
直
観
の
本
質
の
解
明
」
と
「
知
的
直
観
」
と
い

う
相
を
伴
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
見
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
第
一
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
に
致
命
的
打
撃
を
与

え
て
い
た
『
註
解
』
に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
と
い
う
事
態

に
対
し
て
、
そ
の
解
決
の
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚

も
概
念
的
把
捉
も
許
さ
な
い
も
の
の
認
識
と
い
う
主
題
は
、
そ
の
認

識
手
段
が
確
保
さ
れ
て
初
め
て
十
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
リ
ン
グ
ス
は
「
物
質
の
構
成
」
が
精
神
の
自
己

認
識
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
容
認
し
え
な
い
た
め
に
、
実
際
の
「
物

質
の
構
成
」
と
は
不
可
分
な
「
知
的
直
観
」
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
方
法

論
的
考
察
を
も
ま
た
取
り
逃
が
す
結
果
に
陥
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
、

「
物
質
の
構
成
」
が
精
神
の
自
己
認
識
で
あ
る
と
い
う
面
を
受
け
容

れ
る
こ
と
で
「
知
的
直
観
」
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
方
法
論
的
考
察
も
こ

の
解
釈
に
統
合
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
は

『
註
解
』
に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
を
解
釈
す
る
際
の
導
き

の
糸
（
「
知
的
直
観
」
）
を
手
に
入
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
示

唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
と
い
う
問
題
が

た
ん
に
『
註
解
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
先
立
つ
シ
ェ
リ
ン
グ
の

初
期
遺
稿
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
後

に
な
っ
て
「
知
的
直
観
」
と
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
主
題
が

い
ま
だ
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
ず
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
精

査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要
す
る
に
、
非
感
性
的
直
観
を
め
ぐ
る
当

時
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
問
題
意
識
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ん

ら
か
の
解
決
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
は
『
註
解
』
に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
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の
欠
落
を
き
っ
か
け
と
し
て
迷
走
し
始
め
て
い
た
が
、
も
し
仮
に
ク

リ
ン
グ
ス
に
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
展
望
が
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
彼

の
『
註
解
』
解
釈
も
そ
の
よ
う
な
混
乱
に
陥
ら
ず
に
す
ん
だ
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
さ
ら
に
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
洞
察
に
よ
っ
て
ク
リ
ン
グ

ス
の
解
釈
は
「
物
質
の
構
成
」
の
よ
う
な
特
定
の
自
然
哲
学
的
主
題

、
、
、

と
の
結
合
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
自
然
哲
学
的
主
題

と
の
直
接
的
結
合
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
既
に
見
た

、
、
、

よ
う
に
、
「
直
観
の
本
質
の
解
明
」
と
「
知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
問
題
圏
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
自
然
哲
学
的
主
題
に

拘
束
さ
れ
る
必
要
の
な
い
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
さ
ら

に
自
然
哲
学
的
主
題
を
そ
も
そ
も
成
立
さ
せ
る
場
な
い
し
圏
域
に
か

か
わ
る
も
の
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
自
然
哲
学
的
主
題
一
般
よ
り
も

一
層
根
源
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
こ
の

よ
う
な
一
般
化
・
根
源
化
に
伴
っ
て
（
就
中
、
そ
の
根
源
化
に
伴
っ
て
）
、

「
受
容
者
」
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
う
ち
へ
登
場
す
る
時
期
に
つ

い
て
も
再
考
の
余
地
が
生
ま
れ
る
。
要
す
る
に
こ
こ
に
は
、
一
七
九

七
年
と
さ
れ
た
「
受
容
者
」
登
場
の
時
期
を
早
め
る
こ
と
が
で
き
る

可
能
性
が
浮
上
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
は
も
う
一
つ
の
不
備
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
『
註
解
』
の
影
響
を
狭
く
自
然
哲
学
に
限

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
時
間
差
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
『
形
式
論
』
に
対
す
る
『
註
解
』
の
影
響

を
指
摘
す
る
と
き
、
両
著
作
の
執
筆
時
期
は
互
い
に
接
し
て
い
る
た

め
に
影
響
発
生
の
時
間
差
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
ク

リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
に
従
う
と
、
一
七
九
四
年
の
『
註
解
』

は
よ
う
や
く
数
年
を
経
て
『
考
案
』
や
『
概
観
』
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
時
間
差
が
生
じ
て
い
る

理
由
は
説
明
さ
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ツ
の
よ
う
な
人
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
の
難
点
（
不
自
然
さ
）
を
見
る
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
再
考
の
可
能
性
が
示
唆
さ

（
六
）

れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
改
訂
さ
れ
た
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
に
従
っ
た
場
合
、
「
受

容
者
」
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
う
ち
へ
最
初
に
登
場
す
る
の
は
一

体
何
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
の

た
ん
な
る
補
修
作
業
を
超
え
て
積
極
的
改
造
と
も
云
う
べ
き
第
二
の

、
、
、
、

、
、
、
、
、

作
業
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
わ
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れ
わ
れ
の
考
察
は
、
そ
の
真
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

十

『
註
解
』
か
ら
『
自
我
論
』
へ

わ
れ
わ
れ
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
「
受
容
者
」
が
最
初
に
登
場

す
る
の
は
「
直
観
の
本
質
の
解
明
」
と
「
知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
特

徴
づ
け
ら
れ
る
問
題
圏
の
登
場
と
同
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
そ
の
大
体
の
見
当
を
付
け
る
た
め
に
、
仮
に
「
知
的
直
観
」

と
い
う
徴
表
を
用
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
概
念
が
初
め
て
登
場
す
る
の

は
『
註
解
』
執
筆
の
一
年
後
に
書
か
れ
た
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の

自
我
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
人
間
的
知
に
お
け
る
無
制
約
者
に
つ
い

て
』（
以
下
、
『
自
我
論
』
と
略
記
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
自

我
論
』
に
お
い
て
は
「
無
制
約
者
」
と
し
て
の
絶
対
的
自
我
の
自
己

直
観
が
「
知
的
直
観
」
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず

は
、
「
世
界
の
実
在－

根
拠
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定

や
形
式
を
欠
い
た
も
の
」
で
あ
る
限
り
の
「
受
容
者
」
が
シ
ェ
リ
ン

グ
の
思
惟
の
内
へ
最
初
に
登
場
す
る
の
は
『
自
我
論
』
で
は
な
い
か
、

と
い
う
予
想
が
立
て
ら
れ
る
。

―
し
か
し
こ
の
予
想
の
当
否
を
確

か
め
る
に
は
『
註
解
』
か
ら
『
自
我
論
』
へ
と
至
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の

思
惟
の
歩
み
を
辿
り
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
前
に
『
註
解
』
か
ら
『
形
式
論
』
へ
と
至
る
シ
ェ
リ

ン
グ
の
思
惟
の
展
開
を
正
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

す
る
と
『
註
解
』
と
『
形
式
論
』
の
主
題
上
の
関
連
は
或
る
意
味
に

、
、
、
、
、

お
い
て
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
と
云
え
る
。
と
い
う
の
も
、
『
哲
学
一

、
、
、
、

般
の
形
式
の
可
能
性
に
つ
い
て
』
と
い
う
表
題
が
既
に
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は

―
『
註
解
』
に
お
け
る
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
論

、
、
、
、
、
、
、

か
ら
『
形
式
論
』
に
お
け
る
哲
学
の
原
形
式
へ
と
い
う
よ
う
な

―

、
、
、
、
、
、

哲
学
の
形
式
的
原
理
の
探
求
と
い
う
主
題
上
の
明
ら
か
な
連
続
性
が

、
、
、

見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
た
ん
に
こ
う
し
た
理
解
に
と
ど

ま
る
な
ら
ば
『
註
解
』
と
『
形
式
論
』
の
内
容
的
連
関
を
正
確
に
捉

え
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
点
の
み
を
強
調
す
る
こ

と
は
む
し
ろ
正
し
い
理
解
の
妨
げ
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
『
形
式
論
』
冒
頭
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
著
作
に

お
け
る
自
分
の
企
図
が
「
哲
学
一
般
の
可
能
性
に
関
す
る
全
問
題
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

解
決
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
哲
学
の
形
式
お
よ
び
内
容
の
可
能
性

（
七
）

の
問
題
は
、
そ
れ
ら
が
個
別
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
限
り
最
終
的
解
決

が
与
え
ら
れ
る
見
込
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
か
ら
で



無制約者と知的直観（二）／58

あ
る
。
だ
と
す
る
と
『
形
式
論
』
が
哲
学
の
形
式
の
可
能
性
に
関
す

（
八
）

る
問
題
の
み
を
扱
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
つ

ま
り
、
『
形
式
論
』
は
哲
学
の
形
式
お
よ
び
内
容
の
可
能
性
の
問
題

を
主
と
し
て
前
者
の
側
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
後

者
の
問
題
が
完
全
に
考
慮
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
実
際
『
形
式
論
』
で
は
、
『
自
我
論
』
を
先
取
り

す
る
か
の
よ
う
に
、
既
に
哲
学
の
原
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
る
。

端
的
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
無
制
約
的
な
根
本
命
題
は
、
そ

、
、
、
、
、

れ
自
体
が
無
制
約
的
で
あ
る
内
容
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、
、
、

い
。[

…]

こ
の
こ
と
は
、
あ
の
内
容
が
根
源
的
に
端
的
に
定
立

さ
れ
、
そ
の
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
自
分
以
外
の
何
物
に
よ

っ
て
も
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
分
自
身
を
（
絶
対

的
原
因
性
に
よ
っ
て
）
定
立
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
可

能
で
あ
る
。

（
九
）

こ
こ
で
無
制
約
的
と
い
う
の
は
無
規
定
的
と
い
う
意
味
を
も
合
わ

せ
も
つ
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
『
註
解
』
に
お
け
る
没
形
式
的

、
、
、
、

素
材
か
ら
『
形
式
論
』
に
お
け
る
哲
学
の
原
内
容
へ
と
い
う
よ
う
に
、

、
、

、
、
、
、
、
、

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
す
な
わ
ち
、
哲
学
の
質
料
、
、

的
原
理
の
探
求
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
『
註
解
』
と
『
形
式
論
』

、に
は
主
題
上
の
連
関
が
見
出
さ
れ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
既

に
述
べ
た
よ
う
に
『
形
式
論
』
で
は
い
ま
だ
「
知
的
直
観
」
は
登
場

し
な
い
。
こ
の
概
念
は
、
知
の
実
在
性
と
い
う
問
題
が
前
面
に
押
し

だ
さ
れ
、
こ
の
哲
学
の
原
内
容
が
無
制
約
者
と
し
て
そ
れ
自
体
と
し

て
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
『
自
我
論
』
に
お
い

て
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

『
自
我
論
』
に
お
い
て
は
、
冒
頭
で
「
わ
れ
わ
れ
の
知
一
般
の
究

、
、

極
的
実
在
根
拠
（R

ealgrund

）
の
演
繹
」
が
試
み
ら
れ
、
こ
の
実
在

、
、

（
一
〇
）

根
拠
が
「
無
制
約
者
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
自
我
」
に
他
な
ら
な
い

、
、
、
、

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
後
、
そ
の
本
質
が
自
由
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

し
か
し
自
由
と
は
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
、
無
限
を
包

括
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
自
由
と
は
自
我
に
と
っ
て
は
、
絶
対
的

（
一
一
）

な
自
己
力
（S

elbstm
acht

）
に
よ
っ
て
自
己
自
身
の
内
に
あ
ら
ゆ
る
実

在
性
を
無
制
約
的
に
定
立
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

（
一
一
）

よ
う
な
意
味
に
お
け
る
自
由
と
し
て
の
絶
対
的
自
我
は
概
念
に
よ
っ

て
は
捉
え
ら
れ
ず
、
た
だ
直
観
、
し
か
も
感
性
的
な
ら
ざ
る
直
観
、
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知
的
直
観
に
よ
っ
て
の
み
把
捉
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
自
我

は
「
自
己
を
実
在
化
す
る
」
が
、
そ
れ
は
「
知
的
直
観
に
お
い
て
自

、
、
、
、
、
、
、
、

（
一
三
）

我
が
自
身
を
絶
対
的
実
在
性
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
時
間
の
外
で
産
出
す

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
自
我
は
そ
れ
ゆ

、
、
、
、
、
、

（
一
四
）

え
そ
れ
自
身
に
対
し
て
た
ん
な
る
自
我
と
し
て
知
的
直
観
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

（
一
五
）

さ
て
わ
れ
わ
れ
の
予
想
は
、
「
世
界
の
実
在－

根
拠
と
し
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
や
形
式
を
欠
い
た
も
の
」
で
あ
る
限
り
の

「
受
容
者
」
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
内
へ
最
初
に
登
場
す
る
の

は
『
自
我
論
』
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
は
肯
定
的
に
答
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
わ
れ
わ

れ
の
当
初
の
考
え
で
は
、「
受
容
者
」
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
「
直

観
の
本
質
の
解
明
」
と
「
知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

問
題
圏
の
登
場
と
同
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ

こ
に
は
「
知
的
直
観
」
だ
け
で
「
直
観
の
本
質
の
解
明
」
は
い
ま
だ

登
場
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
知
的
直
観
が
感
性
的
直
観
と
の
関
係

に
お
い
て
、
そ
の
本
質
の
解
明
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
見

出
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
注
意
深
く
見
る
と
、
知
的
直
観
の
主
題
化

に
と
も
な
い
、
た
と
え
ば
『
自
我
論
』
の
序
文
に
は
、
カ
ン
ト
哲
学

に
即
し
て
哲
学
の
形
式
的
原
理
に
つ
い
て
論
じ
さ
れ
る
場
合
に
、
悟

性
概
念
で
は
な
く
直
観
形
式
を
重
視
す
る
傾
向
が
見
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
さ
ら
に
『
自
我
論
』
に
続
い
て
書
か
れ
た
『
批
判
主
義
と

独
断
論
に
関
す
る
哲
学
的
書
翰
』（
以
下
『
書
翰
』
と
略
）
に
な
る
と
、

知
的
直
観
の
「
模
倣
」
と
し
て
の
「
経
験
的
活
動
」
に
つ
い
て
語
ら

、
、

、
、
、
、
、

れ
、
そ
れ
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
「
完
全
な
感
性
論
（eine

vollendete

A
esthetik

）
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
主
題
が
「
物

（
一
六
）

質
の
構
成
」
と
「
直
観
の
本
質
」
の
解
明
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
に

は
『
考
案
』
お
よ
び
『
概
観
』
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。さ

て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』

解
釈
に
従
う
と
、
一
七
九
四
年
の
『
註
解
』
は
よ
う
や
く
数
年
を
経

て
『
考
案
』
や
『
概
観
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

し
か
も
そ
の
よ
う
な
時
間
差
が
生
じ
て
い
る
理
由
は
説
明
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、

実
際
に
両
者
の
間
に
あ
る
の
は
次
の
よ
う
な
事
態
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
七
九
四
年
の
『
註
解
』
は
数
年
を
経
て
突
如
と
し
て
『
考

案
』
や
『
概
観
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
一
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旦
背
景
に
退
く
よ
う
に
見
え
る
が
、
持
続
的
に
影
響
を
与
え
て
い
て
、

そ
れ
が
次
第
に
前
面
に
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
過
程
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
た
し
か
に
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
直
接

的
な
言
及
の
登
場
は
一
七
九
七
年
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
も
「
プ
ラ
ト
ン
化
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
る
と
、

こ
こ
で
進
行
し
て
い
る
の
が
ク
リ
ン
グ
ス
が
主
張
し
よ
う
と
し
、
わ

れ
わ
れ
が
修
正
し
た
「
プ
ラ
ト
ン
化
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
う
す
る
と
む
し
ろ
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
ク
リ

ン
グ
ス
の
云
う
プ
ラ
ト
ン
化
が
一
方
で
は
持
続
的
に
働
い
て
い
な
が

ら
、
他
方
で
は
こ
の
よ
う
に
一
旦
背
景
に
退
い
て
し
ま
う
よ
う
に
見

え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

十
一

『
自
我
論
』
に
お
け
る
『
エ
チ
カ
』
と
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
』

『
形
式
論
』
か
ら
『
自
我
論
』
へ
の
展
開
に
伴
い
、
主
題
も
ま
た

知
の
形
式
か
ら
知
の
実
在
性
へ
と
移
行
す
る
。
絶
対
的
自
我
は
い
ま

や
、
た
ん
な
る
知
の
原
形
式
の
根
拠
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に

知
の
実
在
性
の
究
極
根
拠
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
無
制
約
者
と
し
て

規
定
し
な
お
さ
れ
、
さ
ら
に
は
こ
の
無
制
約
者
の
（
自
己
）
認
識
の

た
め
に
「
知
的
直
観
」
が
要
請
さ
れ
る
。

―
以
上
の
点
を
否
定
す

る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
当
然
問
題
と
な

る
の
は
、
こ
の
同
じ
事
態
を
『
註
解
』
を
背
景
と
し
て
み
る
必
要
性

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、『
自

我
論
』
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
冒
頭
で
断
っ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
の
著
作
の
全
体
を
通
じ
て
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
言
及
が
頻
繁
に

な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
著
作
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ

チ
カ
』
の
影
響
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
強

調
す
る
と
、「
無
制
約
者
」
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
、
さ
ら
に
「
知

的
直
観
」
に
は
直
観
知
が
擬
せ
ら
れ
、
前
者
は
後
者
の
影
響
の
も
と

で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
へ
導
入
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
一
見
す
る
と
、
こ
こ
に
は
何
も
問
題
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
場
合
、
こ
の
同
じ
事
態

が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
、
一
度
反
省
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す

る
と

―
従
来
は
全
く
見
過
ご
さ
れ
て
き
た

―
重
大
な
錯
覚
が
潜
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ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
成
果

の
一
つ
に
、
『
註
解
』
と
「
物
質
の
構
成
」
の
間
に
は

―
そ
し
て

そ
れ
は
よ
り
厳
密
に
規
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
『
註
解
』
と
『
形
式

論
』
お
よ
び
『
自
我
論
』
と
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る

が

―
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
＝
『
純
粋
理
性
批
判
』
的
構
図
（
「
わ
れ

わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
由
来
し
、
そ
の
質
料
は
外
部
か
ら

、
、

、
、
、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
」
）
の
否
定
と
い
う
段
階
が
挟
み
込
ま
れ
て
い

る
、
と
い
う
洞
察
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
洞
察
が
教
え
て
い
る

の
は
、
質
料
的
原
理
と
し
て
の
「
受
容
者
」
が
、
こ
の
よ
う
な
基
本

的
な
構
図
の
変
更
を
待
た
ず
し
て
は
、
言
い
換
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ

に
外
的
に
対
峙
す
る
質
料
的
原
理
と
い
う
性
格
を
失
っ
て
形
式
的
原

理
と
の
同
一
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
い
限
り
、
要
す
る
に
、
ス
ピ
、
、

ノ
ザ
の
実
体
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
以
外
で
は
、
シ
ェ
リ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ン
グ
の
思
惟
の
内
へ
登
場
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
受
容
者
（
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
）
と
実
体
（
『
エ
チ
カ
』
）
が
シ
ェ
リ

、
、
、

、
、
、

、
、
、
、

ン
グ
の
思
惟
の
う
ち
へ
同
時
に
現
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
必
然
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
「
無
制
約
者
」
の
背
後
に
は
せ
い
ぜ

い
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
」
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に

あ
る
プ
ラ
ト
ン
の
「
受
容
者
」
ま
で
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、『
自
我
論
』
に
お
い
て
は
「
無
制
約
者
」
と
「
知
的
直
観
」

が
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
や
直
観
知
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
の
は
間
違
い
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
事

態
の
表
層
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
背
後
に
は
よ
り
古
い
層
と
し
て
「
受
容

者
」
と
「
エ
イ
コ
ス
・
ロ
ゴ
ス
」
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
ま
る
ご
と
見
落
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
古
い
層
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
展
開
に
飛
躍
を
持
ち
込
む
必
要
が
な

く
な
る
。
実
際
、
『
自
我
論
』
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
響
を
排
他

的
に
主
張
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
展
開
の

う
ち
に
一
つ
の
飛
躍
を
持
ち
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
改
造
と
い
う
当
時
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
基
本
的

な
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
純

、
、
、
、
、

、

粋
理
性
批
判
』
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
俄
に
は
了
解
し

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
『
註
解
』
に
お
い
て
は
『
純
粋
理
性

批
判
』
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
と
構
造
上
の
対
応
関
係
を
持
っ
て
い

る
と
さ
れ
、
後
者
が
前
者
を
改
造
す
る
際
の
重
要
な
指
針
と
し
て
働

い
て
い
る
。
『
エ
チ
カ
』
が
関
わ
っ
て
く
る
の
は
、
既
に
こ
の
対
応

関
係
が
確
認
さ
れ
た
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
対
応
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関
係
が
前
提
さ
れ
た
上
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ
れ
わ

、
、

、
、
、

れ
自
身
に
由
来
し
、
そ
の
質
料
は
外
部
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ

、
、
、

、
、

、
、
、
、

る
」
と
い
う
構
図
が
否
定
さ
れ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
否
定
に
お
い
て

『
エ
チ
カ
』
と
の
接
点
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
ん
に
後
者

の
み
が
注
目
さ
れ
る
と
き
、
『
自
我
論
』
に
お
け
る
「
無
制
約
者
」

と
「
知
的
直
観
」
の
出
現
は
唐
突
な
も
の
と
映
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
脈
絡
に
お
い
て
は
、「
実

体
」
と
は
「
受
容
者
」
の
、
「
直
観
知
」
と
は
「
エ
イ
コ
ス
・
ロ
ゴ

ス
」
の
別
形
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
哲
学
史
（
よ
り

厳
密
に
は
、
超
越
論
的
哲
学
の
歴
史
）
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お

り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と
並
ぶ
『
純
粋
理
性
批
判
』
解
釈
上
の
問
題
で

あ
る
「
物
自
体
」
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
一
定
の
指
針
を
与
え
る

も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
か
の
構
図
の
否
定
の
結
果
は
形
式
的
原
理
と
質
料
的

原
理
の
同
一
性
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
前
史
を
踏

ま
え
て
い
な
い
と
、
こ
の
「
同
一
性
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
け

る
「
同
一
性
」
で
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
「
無
制
約
者
」
が
ど
の
よ
う

な
内
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
一
切
分
か
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
由
来

、
、

、
、
、
、
、
、

し
、
そ
の
質
料
は
外
部
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
構

、
、

、
、
、
、

図
が
否
定
さ
れ
、「
質
料
と
形
式
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
初
め
て
生
成
し
、

、
、
、
、
、
、

発
生
す
る
」
と
い
う
見
解
に
移
行
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
曖

昧
さ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
起
点

に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
形
式
的
原
理
の
側
に
あ
り
、
終
点
に
お

い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
形
式
的
原
理
と
質
料
的
原
理
の
同
一
性
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
『
註
解
』
と
い
う
項
を
考
慮
に
入
れ
て
こ
の
否
定
の
運
動
を

眺
め
る
な
ら
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
脈
絡
に
お
い
て
は
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
、
形
式
的
原
理
の
側
に
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
「
わ

れ
わ
れ
」
が
実
体
を
失
い
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
直
観
の
方
面
に
求

め
ら
れ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
一
層
根
源
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
断
じ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
形
式
的
原
理
の
側
に
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
「
わ

れ
わ
れ
」
が
直
観
の
方
面
に
求
め
ら
れ
る
一
層
根
源
的
な
「
わ
れ
わ

れ
」
の
影
と
化
す
、
と
い
う
た
だ
そ
の
仕
方
で
の
み
か
の
構
図
は
否

定
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
場
合
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
質
料
的
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原
理
（
た
だ
し
こ
れ
は
今
や
形
式
的
原
理
と
の
同
一
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
）
と
解
さ
れ
る
べ
き
何
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
シ
ェ

リ
ン
グ
の
言
う
「
無
制
約
者
」
と
し
て
の
絶
対
的
自
我
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
立
場
に
お
い
て
初
め
て
、
『
自
我
論
』

に
お
い
て
は
「
無
制
約
者
」
と
し
て
の
絶
対
的
自
我
に
「
受
容
者
」

と
「
実
体
」
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に

一
見
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
」
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る

絶
対
的
自
我
も
今
述
べ
た
よ
う
な
特
殊
な
構
造
を
持
つ
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
見
出
し
う
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
『
自

我
論
』
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
響
を
排
他
的
に
、
つ
ま
り
『
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
』
か
ら
の
影
響
を
捨
象
し
て
主
張
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
な
理
解
を
悉
く
喪
失
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま

で
の
解
釈
が
総
じ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
『
形
式
論
』
と
『
自
我

論
』
を
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
つ
ま
り
、
両
者
の
間

に
た
ん
な
る
形
式
と
内
容
の
関
係
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
た
、
そ
れ

以
上
の
内
面
的
な
連
関
を
打
ち
立
て
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
む
し
ろ
『
自
我
論
』
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
響
に
着
目
し
、

そ
れ
を
強
調
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
『
自
我
論
』
と
『
形
式

論
』
の
懸
隔
は
一
層
広
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で

『
形
式
論
』
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
痕
跡
は
皆
無
で
あ
る
の
に
、
他
方
で

『
自
我
論
』
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
構
想
に
対
す
る
肯
定
的
な
言
及
が
頻
繁

に
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
と
（
修
正
さ
れ
た
）
ク
リ
ン
グ
ス
の
云

う
二
重
の
プ
ラ
ト
ン
化
を
背
景
と
し
て
『
形
式
論
』
と
『
自
我
論
』

が
眺
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
著
作
が
と
も
に
『
註
解
』
に
端
を

発
し
、
二
つ
に
分
岐
し
な
が
ら
も
一
体
性
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
逆

に
一
体
性
を
保
ち
つ
つ
も
質
的
な
差
異
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
説
明

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
第
一
に
、
両
者
の
関
係
を
二
重
の
プ
ラ
ト

ン
化
と
い
う
図
式
の
も
と
で
統
一
的
に
、
密
接
な
内
面
的
連
関
に
お

い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
こ
の
両
者
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
改
造
と
い
う
一
般
的
課
題
を
構
成
す
る
下
位

の
特
殊
的
課
題
と
し
て
、
つ
ま
り
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
が
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る

よ
う
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
は
、
実
際
に
は
『
純
粋
理
性
批
判
』

の
物
自
体
の
解
釈
と
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
、
不

可
知
と
さ
れ
る
物
自
体
の
正
体
が
「
受
容
者
」
で
あ
る
と
、
た
だ
し
例
の
構

図
を
否
定
し
た
上
で
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
が
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
、

事
柄
の
上
か
ら
内
面
的
に
緊
密
に
結
合
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。し

か
し
、
さ
ら
に
第
二
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
云
う
プ
ラ
ト
ン
化
を

実
際
の
「
物
質
の
構
成
」
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
修
正
し
た
意
味
に

お
い
て
理
解
す
る
限
り
、
両
者
が
二
重
の
プ
ラ
ト
ン
化
を
意
味
し
て

い
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
自
我
論
』
に
は
登
場
し
、

『
形
式
論
』
で
は
登
場
し
な
い
の
か
も
、
つ
ま
り
同
じ
く
『
註
解
』

を
起
点
と
し
つ
つ
も
、
互
い
に
異
質
と
も
見
え
る
二
重
の
効
果
を
シ

ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
へ
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
説
明
さ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
連
関
し
つ
つ
も
、
そ
し
て

最
終
的
に
は
「
絶
対
的
自
我
」
へ
と
収
斂
す
る
問
題
で
あ
り
な
が
ら

も
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
関
す
る
前
者
の
問
題
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』

＝
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
的
構
造
を
或
る
程
度
は
維
持
し
た
ま
ま
で
展

開
で
き
る
の
に
対
し
、
物
自
体
の
問
題
は
、
こ
の
構
造
そ
の
も
の
の

否
定
（
そ
し
て
同
じ
こ
と
を
肯
定
的
に
言
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
的
同
一
性
の
思
想

の
採
択
と
な
る
の
で
あ
る
が
）
を
伴
い
な
が
ら
、
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
二
つ
の
著
作
の

間
に
は
、
劇
的
と
も
言
え
る
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
語

初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
展
開
に
お
け

る
『
註
解
』
の
意
義

こ
こ
ま
で
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
展
開
に
お
け
る
『
註
解
』

の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
『
註
解
』
と
い
う
テ
キ

ス
ト
の
身
分
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
議
論
が
あ
る
。
な
か
に
は
初
期

シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
展
開
に
お
け
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
意
義
を
全

く
認
め
な
い
と
い
う
主
張
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
こ
こ
で
そ

の
よ
う
な
議
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た
議
論

に
直
接
に
関
わ
ら
な
く
て
も
『
註
解
』
を
視
野
に
入
れ
る
か
否
か
に

よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
初
期
哲
学
に
対
す
る
理
解
が
変
わ
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
わ

れ
わ
れ
の
結
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
註
解
』
を
視
野
に
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
絶
対
的
自
我
と
呼
ぶ
も
の
、
さ

ら
に
は
知
的
直
観
と
呼
ぶ
も
の
の
正
体
が
、
は
じ
め
て
実
質
を
伴
っ

て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
索
が
体
系
と
い
う
形
態
を
採
っ
た
と
き
に
、
そ
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の
基
礎
が
「
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
」
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
自

我
に
あ
る
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に

こ
の
絶
対
的
自
我
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
シ
ェ
リ
ン
グ
固
有
の
意
味
に

お
い
て
一
体
何
で
あ
る
の
か
は
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
考
察
が
教
え
て
い
る
の
は
、
シ

ェ
リ
ン
グ
の
体
系
構
想
の
根
底
に
『
註
解
』
が
、
し
た
が
っ
て
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
』
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
絶
対

的
自
我
と
知
的
直
観
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
と
直
観
知
を
さ
ら
に
遡
っ

て
、
あ
る
い
は
そ
の
さ
ら
な
る
古
層
と
し
て
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に

お
け
る
「
受
容
者
」
と
エ
イ
コ
ス
・
ロ
ゴ
ス
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
絶
対
的
自
我
と
は
無
制
約
者
、
言
い
換
え
る
と
、『
純

粋
理
性
批
判
』
の
意
味
に
お
け
る
直
観
の
方
面
に
求
め
ら
れ
て
い
る

質
料
的
原
理
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
「
受
容
者
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
態
こ
そ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
初
期
哲
学
に
お
け
る
絶
対
的
自
我

が
備
え
て
い
る
独
自
性
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
と
の
よ
り
根
本
的
な
相
違
）

を
説
明
す
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
或
る
時
点

ま
で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
じ
道
を
歩
む
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
結
局

は
両
者
の
懸
隔
が
明
ら
か
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の

辺
り
に
遠
因
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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Das Unbedingte und die intellektuelle Anschauung
― Vom Timaios-Kommentar zur Ichschrift―

Zweiter Teil

Kouki ASANUMA

In seinem Aufsatz »Der Weg des spekulativen Idealismus« (1986) hat Dieter
Henrich eine in der Forschungsgeschichte zum ersten Mal erscheinende Inter-
pretation von dem Schellingschen Timaios-Kommentar vorgelegt. Seine These ist
folgende: Schellings Absicht in diesem Kommentar ist zu zeigen, dass Platons Rede
von der Weltschöpfung in Wahrheit nichts anderes als die Kantische Konzeption der
Erkenntnis intendiert. Diese Identifizierung bringt aber in die Organisation von
Kants Kategorienlehre zugleich auch eine neue platonische Struktur. Diese nicht
explizierte Verschiebung der Kategorieninterpretation erhebt sich zum ausdrück-
lichen Prinzip in der Formschrift. Der Timaios-Kommentar ist also inhaltlich mit der
Formschrift verbunden und erklärt, warum die Kategorienlehre in dieser anders als
in der Fichteschen Begriffsschrift organisiert ist, obwohl die Formschrift das An-
liegen Fichtes teilt.

Im Jahre 1994 wurde die Erstedition des Timaios-Kommentars publiziert. Diese
enthält auch eine interpretierende Studie von Hermann Krings mit dem Titel
»Genesis und Materie - Zur Bedeutung der »Timaeus«-Handschrift für Schellings
Naturphilosophie«. Wie schon dieser Titel suggeriert, ist die grundlegende Hypo-
these der Kringsschen Interpretation folgende: Der Timaios-Kommentar ist eine Art
Vorläufer der späteren Naturphilosophie Schellings, insbesondere ihres Materie-
begriffs. Diese Hypothese ist, obwohl Krings dies nicht so explizit sagt, zweifellos
eine Antithese gegen die Interpretation Henrichs.

Michael Franz kritisiert aber in seinen Schellings Tübinger Platon-Studien (1996)
diese Hypothese von Krings. Er behauptet, dass die naturphilosophische Auffassung
des Textes im Ganzen, wie sie Krings einleite, deswegen zu einer einseitigen, und
darum letztlich inadäquaten Interpretation führe, weil sie an einem anderen
Hauptanliegen des Textes vorbeigehe und den Kontext auf die Naturphilosophie
einenge. Obgleich ein doppeltes Interesse Schellings Denken in diesem Kommentar
leite, so führt Franz weiter, sei das Thema, dem Schellings vorrangige Bemühung
gilt, doch nicht das naturphilosophische, sondern das transzendentalphilosophische,
also dasselbe wie in der Formschrift.

Aber Franz erklärt nicht, wie beide Themen in Timaios-Kommentar zusammen-
hängen. Diesen Zusammenhang aufzuklären ist die Aufgabe der vorliegenden
Abhandlung. Diese hat zwei Teile. Im ersten Teil zeige ich, dass zwar für beide
Interpretationen gleicherweise gute Argumente im Text gefunden werden können,
aber die Kringssche Interpretation, zumindest in ihrer originalen Form, einige
entscheidende Schwächen hat, also nicht überzeugend ist. Dann versuche ich im
zweiten Teil, die Kringssche Interpretation umzubilden, indem ich sie von der
unmittelbaren Beziehung mit der Naturphilosophie freimache und neuerlich auf die
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Ichschrift, insbesondere auf ihre Kerngedanken des Unbedingten sowie der
intellektuellen Anschauung beziehe. Die vorliegende Abhandlung zielt nämlich
darauf ab, den scheinbaren Gegensatz beider Interpretationen des Timaios-
Kommentars aufzuheben und dadurch eine neue Perspektive auf Schellings frühere
Philosophie zu eröffnen, indem sie den thematischen Zusammenhang des Timaios-
Kommentars mit der Ichschrift klarmacht.


