
シ

ェ
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―
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的

理

性

の

起
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と

歴

史

の

構

成

浅

沼

光

樹

一

序

そ
の
豊
か
な
天
分
の
故
に
、
特
別
な
措
置
に
よ
っ
て
通
常
よ
り
も

は
か
ら
い

三
年
早
く
、
既
に
十
五
歳
で
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
へ
の
入
学
を
認

め
ら
れ
た
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
神
学
部
に
お
け
る
二
年
の
研
究
期
間

を
経
た
後
、
即
ち
、
十
七
歳
の
時

『
創
世
記
第
三
章
に
お
け
る
人

、

間
の
悪
の
第
一
の
起
源
に
つ
い
て
の
最
古
の
哲
学
的
学
説
を
批
判
的

A
ntiquissim

i
de

prim
a

m
alorum

か
つ
哲
学
的
に
解
明
す
る
試
み(

hum
anorum

origine
philosophem

atis
genes.

III.
explicandi

tentam
en

』

。

criticum
et
philosophicum

)

と
題
す
る
学
位
論
文
を
作
成
し
て
い
る（

一
）

と
こ
ろ
で
当
時
、
マ
ギ
ス
タ
ー
の
学
位
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
学

生
は
公
開
討
論
の
場
で
論
文
の
弁
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
弁
護
さ
れ
る
べ
き
論
文
を
執
筆
す
る
の
は
、
通

例
は
学
位
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
学
生
本
人
で
は
な
か
っ
た
。
論
文

を
作
成
す
る
の
は
彼
ら
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
教
授
達
で
あ
り
、

学
生
は
自
分
が
執
筆
し
た
の
で
は
な
い
論
文
を
弁
護
し
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
場
合
の
よ
う
に
、
公
開
討
論
の
場

で
自
ら
が
作
成
し
た
学
位
論
文
を
弁
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く

異
例
の
事
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
場
合
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

（
二
）

の
は
、
彼
が
他
の
同
級
生
達
よ
り
三
歳
も
年
下
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
同
級
生
達
よ
り
も
三
歳
も
年
少
の
者

が
、
通
常
の
年
齢
の
者
に
と
っ
て
も
異
例
と
さ
れ
て
い
た
、
学
位
論

。

、

文
の
執
筆
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
る

こ
う
し
た
事
実
か
ら
も
我
々
は
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十
七
歳
と
い
う
若
さ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
既
に
学
問
的

に
見
て
一
定
の
水
準
を
持
っ
た
論
文
を
執
筆
し
う
る
能
力
を
有
し
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
実
際
に
こ
の
論
文
に
接
し
、
そ

の
作
者
が
二
十
歳
に
も
満
た
な
い
若
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
思

い
至
る
と
き
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
驚
き
を
新
た
に
せ
ざ
る
を
え
な
い

は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
論
文
は
、
既
に
当
時
シ
ェ
リ
ン

グ
が
卓
越
し
た
語
学
力
を
駆
使
し
古
今
東
西
に
渡
る
膨
大
な
量
の
文

献
に
通
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
、
更
に
そ
れ
ら
を
最
大
限
に
利
用

し
て
一
つ
の
独
創
的
な
論
を
練
り
上
げ
る
能
力
を
有
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
を
、
あ
り
あ
り
と
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

（
三
）

が
ら
、
こ
の
論
文
が
我
々
の
興
味
を
引
く
の
は
、
こ
の
よ
う
に
優
れ

た
内
容
を
持
つ
論
文
が
十
七
歳
の
少
年
の
手
に
よ
っ
て
な
っ
た
、
と

い
う
単
に
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
論

文
は
、
後
に
成
熟
し
た
形
で
展
開
さ
れ
る
思
想
に
よ
っ
て
歴
史
に
そ

の
名
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
シ
ェ
リ
ン
グ
と
い
う
哲
学
者
の
単
な

る
知
的
早
熟
の
記

録
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
後
の
成
熟
し
た
思

ド
キ
ュ
メ
ン
ト

想
と
は
全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
一
八
五
四
年
に
バ
ー
ト
・
ラ
ガ
ツ
で
こ
の
世
に
別
れ
を
告
げ

る
ま
で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
思
索
は
六
十
年
も
の
長
き
に
渡
っ
て

続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
彼
の
学
位

論
文
は
こ
の
哲
学
的
思
索
の
実
質
的
な
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ

．
．
．
．

る
、
と
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
学
位
論
文
は
後
の
成
熟
し
た
思

想
と
全
く
無
縁
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
哲
学
的
思
索
に
お
い
て
そ

こ
か
ら
彼
の
後
の
思
索
の
一
切
が
流
れ
出
し
て
く
る
源
泉
と
し
て
重

要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
論
文
が
今
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
き

た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最

近
に
至
る
ま
で
、
こ
の
論
文
は
全
く
忘
却
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
四
）

何
故
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
考
察
に
値

す
る
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
を
詳
細
に
論
ず
る
余

裕
は
な
い
。
だ
が
、
聖
書
の
解
釈
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
、
こ
の
論
文
が
忘
却
さ
れ
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
こ

の
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
、
こ
の
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
の
が
哲
学

者
と
し
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
で
は
な
く
、
聖
書
解
釈
者
な
い
し
神
学
者

と
し
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
る
、
と
い
う
誤
っ
た
印
象
が
生
じ
、
そ

シェリング哲学の出発点／76
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れ
故
に
、
こ
の
論
文
は
哲
学
者
と
し
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
研
究
に
と

っ
て
は
重
要
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
勿
論
、
こ
の
論
文
の
内
容
を
な
し
て
い
る
の
が
聖
書
の

（
五
）

解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
些
か
の
疑
い
の
余
地
も

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
の
内
容
が
単
な
る
聖
書
の
解
釈
に
終
始

し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
聖
書
の
解
釈
を
通
し
て
シ
ェ

リ
ン
グ
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
自
己
の
起
源
へ
向
け
て
の
人
間
的
理

性
の
自
己
省
察
と
そ
れ
に
基
づ
く
歴
史
の
構
成
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
の
実
質
を
な
し
て
い
る
の

が
、
今
述
べ
た
意
味
に
お
け
る
理
性
の
自
己
省
察
と
歴
史
の
構
成
に

他
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
一
七
九
二
年
の
『
悪
の
起
源
』
と
一
般
に

彼
の
哲
学
的
出
発
点
と
見
な
さ
れ
て
い
る
一
七
九
四
年
の
『
哲
学
一

（
六
）

般
の
形
式
の
可
能
性
』
と
の
間
に
は
何
ら
の
断
絶
も
な
い
、
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
か
か
る
意
味
に
お
け
る
人
間

的
理
性
の
自
己
省
察
と
歴
史
の
構
成
と
い
う
の
は
、
主
に
フ
ィ
ヒ
テ

の
思
想
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
一
七
九
四
年
か
ら

一
八
〇
〇
年
頃
迄
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
思
索
の
中
心
的
主
題
で

も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
我
々
の
課
題
は

『
悪
の
起
源
』
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の

、

哲
学
的
思
索
の
実
質
的
出
発
点
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
、
我
々
の
観

点
の
正
当
性
を
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
不
当
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
課
題
を
果
た
す
た
め
に

。

、

、

は
二
重
の
手
続
き
が
必
要
と
な
る

つ
ま
り
我
々
は

ま
ず
第
一
に

『

』

、

、

悪
の
起
源

の
内
容
を
必
要
な
限
り
に
お
い
て
概
観
し(

二

三

四)

、
そ
の
実
質
を
な
し
て
い
る
の
が
自
己
の
起
源
へ
向
け
て
の
理

性
の
自
己
省
察
と
そ
れ
に
基
づ
く
歴
史
の
構
成
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

五)

。
し
か
し
第
二
に
、
我
々
は
、

か
か
る
内
容
を
有
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
学
位
論
文
が
、
一
般
に
彼
の

『

』

哲
学
的
出
発
点
と
見
な
さ
れ
て
い
る

哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性

の
背
景
を
形
づ
く
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る(

六)

。

二二
―
一

さ
て
私
は
こ
れ
か
ら
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
文
書
が
、
即
ち
、
人．

間
の
悪
の
第
一
の
起
源
に
つ
い
て
の
古
い
哲
学
的
学
説
が
、
こ
の
学

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．

説
の
解
釈
そ
の
も
の
か
ら
の
み
理
解
し
う
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
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こ
と
を
望
ん
で
い
る

［
…
］
因
み
に
私
は
、
こ
の
文
書
の
意
味
を
批

。

．

判
的
に
示
し
、
そ
の
後
、
こ
の
文
書
が
真
理
を
含
ん
で
い
る
限
り
に

．
．
．

お
い
て
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
示
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
論
文
の

．
．
．
．

目
的
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
七
）

こ
れ
ら
の
言
葉
の
内
に
は
、
こ
の
論
文
の
目
的
が
明
確
に
語
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
「
人
間
の
悪
の
第
一
の
起
源
に
つ
い
て
の
古
い
哲

学
的
学
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
既
に
論
文
の
表
題
に
見
ら
れ

、

。

る
よ
う
に

旧
約
聖
書
の
創
世
記
第
三
章
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

故
に
、
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
創
世
記
第
三
章
の
批
判
的
で
か
つ

哲
学
的
な
解
釈
を
行
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
に

よ
っ
て
一
体
い
か
な
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

二
―
二

、

、

創
世
記
第
三
章
が
現
実
の
歴
史
の
記
述
で
あ
る

と
い
う
考
え
は

最
初
か
ら
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
創
世
記
第
三
章
を
哲

（
八
）

学
的
に
解
釈
し
う
る
為
に
は
、
そ
れ
は
自
ら
の
内
に
一
つ
の
哲
学
的

学
説
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
故
に
、
創
世
記
第
三
章
を
哲
学
的
に
解

釈
す
る
、
と
い
う
課
題
は
、
そ
の
内
に
一
つ
の
哲
学
的
学
説
が
含
ま

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
人
間
的
理
性
に
つ
い
て
の
一
定
の
理
解
が
前

提
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
は
っ
き
り
と

認
め
て
い
る
。

し
か
し
即
座
に
誰
か
が
、
太
古
の
世
界
に
は
高
次
の
事
物
を
探
求
す

る
能
力
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
太
古
の
世
界
に
対

し
て
は
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
学
説
は
期
待
で
き
な
い
、
と
返
答
し
よ

う
と
も
、
我
々
の
考
え
で
は
こ
れ
は
奇
妙
な
事
で
は
な
い
。
と
い
う

の
も
、
人
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
一
度
も
教
育
を
受
け
て
い
な
く
と
も

［

］

。

高
次
の
事
物
の
探
求
へ
と

…

駆
り
立
て
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

…

し
か
も
我
々
を
こ
の
探
求
に
導
く
の
は
理
性
の
法
則
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
全
て
の
人
間
が
哲
学
の
素
質
を
備
え
て
お
り
、
多

く
の
場
合
こ
の
素
質
に
対
応
し
て
哲
学
的
思
索
へ
の
自
然
的
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

［
…
］
そ
れ
故
、
か
の
太
古
の
世
界
の
哲
学

。

者
に
と
っ
て
も
高
次
の
事
物
の
探
求
へ
と
導
い
た
の
は
我
々
の
理
性

と
同
一
の
理
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
九
）
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こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
古
代
と

近
代
と
い
う
時
代
の
隔
た
り
に
も
拘
わ
ら
ず
、
古
代
人
と
近
代
人
に

お
い
て
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
同
一
の
理
性
が
働
い
て
い
る
、

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
理
性
は
哲
学
の
素

質
を
備
え
て
お
り
、
単
に
そ
れ
が
理
性
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
自

ら
哲
学
的
思
索
を
開
始
し
う
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
主
張
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る

、

、

と

創
世
記
第
三
章
の
内
に
一
つ
の
哲
学
的
学
説
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
う
主
張
も
到
底
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
理
性
が

か
か
る
性
質
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
創
世
記
第
三
章
の
内

に
一
つ
の
哲
学
的
学
説
が
含
ま
れ
て
い
る
為
の
不
可
欠
の
前
提
を
な

し
て
い
る
。
し
か
し
、
創
世
記
第
三
章
の
内
に
一
つ
の
哲
学
的
学
説

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
創
世
記
第
三
章
を
哲
学
的
に
解
釈

す
る
為
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
っ
た
。
故
に
、
創
世
記
第
三
章
を
哲

学
的
に
解
釈
す
る
、
と
い
う
課
題
そ
の
も
の
が
、
人
間
的
理
性
に
つ

い
て
の
特
定
の
理
解
を
前
提
し
、
こ
の
前
提
な
し
に
成
立
し
な
い
の

で
あ
る
。

だ
が
一
度
こ
の
前
提
を
受
け
容
れ
て
し
ま
え
ば
、
創
世
記
第
三
章

を
哲
学
的
に
解
釈
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
問
う
必
要

は
な
い
、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
推
測
す
る
に
、
そ
の
場
合
に
は
、

創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈
は
哲
学
的
学
説
を
含
む
と
考
え
ら
れ

る
任
意
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
と
そ
の
本
質
に
お
い
て
何
ら
異
な
る
も

の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ

リ
ン
グ
と
同
様
に
我
々
も
哲
学
的
解
釈
の
意
味
に
こ
れ
以
上
拘
泥
し

な
い

『
悪
の
起
源
』
の
課
題
の
理
解
の
為
に
一
層
本
質
的
な
問
題

。

が
他
に
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
―
三

先
に
は
、
古
代
人
と
近
代
人
に
お
い
て
は
根
本
的
に
同
一
の
理
性

が
働
い
て
い
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
だ

と
し
て
も
、
こ
の
同
一
の
も
の
が
古
代
人
の
理
性
と
近
代
人
の
理
性

と
し
て
互
い
に
区
別
さ
れ
る
為
に
は
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
種
差
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

太
古
の
人
間
は
一
切
を
感
情
に
関
係
づ
け
、
彼
の
言
語
と
素
質
の
全

て
が
伝
承
に
詩
的
か
つ
象
徴
的
な
形
態
を
与
え
る
。
故
に
、
そ
の
叡

知
は
「
神
話
」
の
衣
を
纏
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
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白
日
の
下
に
晒
さ
れ
る
の
は
、
人
類
の
幼
年
期
の
愛
す
べ
き
素
朴
、

、

。

こ
れ
と
結
合
し
て
い
る
真
理

時
に
恐
る
べ
き
偉
大
さ
な
の
で
あ
る

し
か
し
か
の
時
代
と
太
古
の
言
語
の
全
体
制
が
こ
の
哲
学
的
思
索
の

様
式
を
産
み
出
し
た
の
は
必
然
的
な
の
で
は
な
い
か
。
最
古
の
哲
学

者
は
他
に
為
す
術
を
全
く
知
ら
ず
、
そ
の
言
明
に
神
話
の
衣
を
着
せ

た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
故
、
事
柄
そ
の
も
の
と
そ
れ
を
覆
っ
て

い
る
表
象
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
課
題
と
な
る
の

で
は
な
い
の
か
。

（
一
〇
）

こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
古
代
人
の
理
性
と
近
代
人
の
理
性
の
種
差

を
感
情
と
の
関
係(

よ
り
一
般
的
に
言
う
と
、
感
性
と
の
関
係)

の
内

に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
古
代
人
の
理
性
は
、
確
か
に
そ
の
本
質
に

お
い
て
は
近
代
人
の
理
性
と
同
一
で
あ
る
が
、
前
者
の
理
性
は
、
そ

れ
が
感
性
と
関
係
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
の
支
配
か
ら
未
だ
十

分
に
独
立
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
の
理
性
か

ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
古
代

人
と
近
代
人
に
お
い
て
は
、
そ
の
哲
学
的
思
索
の
様
式
も
必
然
的
に

異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
、
古
代
人
の
理
性
は
感
性
と
の
関
係

に
お
い
て
働
く
が
故
に
、
哲
学
的
思
索
も
抽
象
的
概
念
に
よ
っ
て
組

み
立
て
ら
れ
る
論
述
と
い
う
形
態
で
は
な
く
、
具
体
的
行
為
の
描
写

か
ら
な
る
神
話
と
い
う
形
態
で
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
創
世
記
第
三
章
に
哲
学
的
学
説
が
含
ま
れ
て

い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
哲
学
的
学
説
で
は
あ
り
え
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
哲
学
的
学
説
は
必
然
的
に
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
一
）

『
悪
の
起
源
』
の
本
来
の
課
題
は
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈

に
あ
る
。
し
か
し
創
世
記
第
三
章
の
場
合
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

哲
学
的
学
説
を
直
接
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

、

。

の
も

こ
の
哲
学
的
学
説
は
神
話
の
衣
を
纏
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈
が
単
に
そ
れ

だ
け
で
独
立
し
て
存
在
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
、
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈
は
、
そ
の
批
判
的
解
釈
を
自
ら

に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
必
然
的
に
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
同
時
に
批
判
的
解
釈
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
の
内
実
も
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
話

の
形
態
で
語
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
ど
う
し
て
も
見
え
に
く
く
な
っ

て
い
る
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
主
題
を
抽
出
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
と
、
創
世
記
第
三
章
は
何
に
つ
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い
て
の
テ
キ
ス
ト
な
の
か
、
そ
こ
に
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
正
確
に
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
事
柄
そ
の
も
の

と
そ
れ
を
覆
っ
て
い
る
表
象
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
」
と
い
う
こ
と

が
、
批
判
的
解
釈
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
具
体
的
内
実
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

三三
―
一

し
か
し
実
際
に
は
創
世
記
第
三
章
の
批
判
的
解
釈
は
或
る
一
般
的

な
見
解
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
を
修
正
す
る
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
て

い
る
。
故
に
先
ず
こ
の
見
解
か
ら
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
章
で
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
道
徳
的
悪
の
第
一
の
起
源
で
あ

、

、

、

。

る

と
い
う
の
が

既
に
極
め
て
長
い
間

一
般
的
見
解
で
あ
っ
た

故
に
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
既
に
、
人
々
は
十
分
な
正
当
性
を
持
っ

て
、
こ
の
意
見
は
真
の
意
味
か
ら
余
り
隔
た
っ
て
い
な
い
、
と
推
論

し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
章
で
語
ら

れ
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
に
対
す
る
最

初
の
人
間
の
不
服
従
の
故
に
、
人
間
は
初
め
て
善
悪
の
区
別
を
識
っ

た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
人
間
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
禍
悪
が
、
つ
ま
り

人
間
の
生
の
多
方
面
の
労
苦
、
身
体
の
病
と
苦
痛
、
二
度
と
安
ら
ぐ

こ
と
の
な
い
精
神
の
様
々
な
苦
難
と
不
穏
と
が
生
い
育
っ
た
、
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
一
二
）

故
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う
一
般
的
見
解
と
は
、
創
世
記
第
三
章
に

お
い
て
は
神
へ
の
不
服
従
を
原
因
と
す
る
人
間
に
お
け
る
道
徳
的
悪

の
始
ま
り
が
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に

よ
る
と
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
体
が
悪
し
き
行
い

で
あ
る
神
へ
の
不
服
従
に
お
い
て
人
間
が
善
悪
の
区
別
を
識
る
と
と

も
に
、
こ
の
行
い
に
対
す
る
神
の
罰
と
し
て
楽

園
を
追
放
さ
れ
、

パ
ラ
ダ
イ
ス

、

、

数
多
く
の
労
苦
の
内
に
生
き
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と

要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
堕
罪
の
物
語
に
他
な
ら
な
い
。

（
一
三
）

三
―
二

だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
見
解
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
で
正
し
い
見
解
へ
と
到
達
す
る
為

に
他
な
ら
な
い
。
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し
か
し
告
白
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
哲

、

。

学
的
学
説
の
意
味
が
完
全
に
尽
く
さ
れ
て
い
る

と
は
思
わ
れ
な
い

［
…
］
こ
の
唯
一
無
比
の
哲
学
的
学
説
が
記
し
て
い
る
の
は
、
人
間
．
．

の
根
源
的
純
一
と
の
決
別
、
自
然
の
聖
な
る
王
国
そ
の
も
の
か
ら
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

最
初
の
離
落
、
黄
金
時
代
を
踏
み
越
え
て
行
く
最
初
の
一
歩
、
そ
し

．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．

て
こ
れ
を
原
因
と
す
る
人
間
の
悪
の
第
一
の
起
源
で
あ
る
、
と
は
言

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

え
ま
い
か
。
善
悪
の
区
別
の
認
識
と
高
次
の
事
物
の
認
識
を
含
む
、

我
々
の
知
は
、
我
々
の
不
幸
の
決
定
的
要
因
で
あ
り
、
た
と
え
悪
へ

と
陥
る
危
険
が
あ
ろ
う
と
、
こ
の
認
識
は
人
間
の
精
神
を
誘
っ
て
知

の
欲
望
を
掻
き
立
て
る
の
で
あ
り
、
こ
の
高
次
の
事
物
へ
の
不
断
か

つ
無
尽
の
欲
望
の
故
に
、
い
わ
ば
イ
ク
シ
オ
ン
の
輪
に
括
り
つ
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
は
車
輪
の
刑
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
古
代
の
哲
学
者
が
こ
の
こ
と
を
知
り
え
な
く
と
も
感
じ
る
こ

と
は
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
否
定
し

う
る
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。

（
一
四
）

か
く
し
て
一
般
的
見
解
に
対
置
さ
れ
る
の
は
、
創
世
記
第
三
章
に

お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
黄
金
時
代
の
喪
失
を
原
因
と
す
る
人

間
に
お
け
る
道
徳
的
悪
を
含
む
一
切
の
禍
悪
の
始
ま
り
に
他
な
ら
な

い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
黄
金
時
代
と
は
、
自
然
と
一
体
で
あ
る

限
り
、
即
ち
、
自
ら
の
内
な
る
単
な
る
本
能
を
越
え
て
行
く
も
の
を

自
覚
し
な
い
限
り
、
人
類
が
保
持
し
て
い
た
根
源
的
な
幸
福
状
態
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
己
の
内
な
る
超
自
然
的
な
も
の
の
自

覚
と
共
に
、
即
ち
「
高
次
の
事
物
へ
の
不
断
か
つ
無
尽
の
欲
望
」
の

自
覚
と
共
に
、
人
類
は
こ
の
幸
福
状
態
を
喪
失
し
、
無
数
の
禍
悪
の

内
に
入
り
こ
む
。
た
だ
し
こ
こ
で
禍
悪
と
い
う
の
は
単
に
道
徳
的
悪

だ
け
を
意
味
し
な
い
。
つ
ま
り
、
黄
金
時
代
の
喪
失
は
、
道
徳
的
悪

を
含
む
一
切
の
禍
悪
を
同
時
に
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
シ
ェ
リ

．
．
．

ン
グ
は
自
己
の
見
解
を
最
終
的
に
次
の
言
葉
の
内
に
要
約
し
て
い

る
。こ

の
我
々
の
哲
学
的
学
説
に
お
い
て
、
古
代
の
知
者
は
道
徳
的
悪
と

自
然
的
禍
の
始
ま
り
を
同
時
的
な
も
の
と
し
て
、
更
に
又
、
高
次
の

諸
事
物
へ
の
絶
え
ざ
る
努
力
へ
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
人
間
の
追
放

を
自
然
状
態
か
ら
の
追
放
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。

（
一
五
）

三
―
三

し
か
し
何
を
根
拠
と
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
分
の
見
解
が
一
般
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的
見
解
よ
り
も
正
し
い
と
、
つ
ま
り
い
っ
そ
う
正
確
に
創
世
記
第
三

章
の
主
題
を
把
握
し
て
い
る
、
と
言
い
う
る
の
か
。

自
己
の
見
解
の
正
し
さ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ

は
創
世
記
第
三
章
の
主
題
と
同
一
の
主
題
を
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
他
の
神
話
、
つ
ま
り
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
を
引
き
合
い
に

出
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
神
話
は
主
題
の
面
だ
け
に

（
一
六
）

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
記
述
の
仕
方
の
面
で
も
偶
然
と
は
思
え
な
い
一

致
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
神
話
的
な
哲
学
的
学
説
が

（
一
七
）

全
て
一
つ
の
普
遍
的
事
実
の
考
察
に

「
人
間
の
普
遍
的
本
性
に
つ

、

い
て
の
考
察
」
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

（
一
八
）

う
し
た
こ
と
を
言
い
う
る
の
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
こ
の
本
性
に

つ
い
て
何
ら
か
の
洞
察
を
有
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
神
話

的
な
哲
学
的
学
説
を
眺
め
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
故
に
、
こ

れ
ら
の
哲
学
的
学
説
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

見
解
の
正
し
さ
を
示
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
学
説
の
作
者
が

更
に
は
、
こ
れ
と

―

―

同
一
の
主
題
を
扱
っ
て
い
る
他
の
哲
学
的
学
説
の
作
者
た
ち
が

依
拠
し
て
い
る
の
と
同
一
の
も
の
、
人
間
の
普
遍
的
本
性
に
つ
い
て

の
考
察
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
見
解
も
依
拠
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
見
解
は
、
そ
れ
が
一
般
的
見
解
よ
り
も
創
世
記
第
三

章
に
含
ま
れ
る
諸
表
象
を
よ
り
よ
く
説
明
し
う
る
、
と
い
う
の
で
な

け
れ
ば
、
決
し
て
創
世
記
第
三
章
の
主
題
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
無
論
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
そ

の
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
知
恵
の
木
」
の
表
象

．
．

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
象
は
、
こ
の
哲
学
的
学
説
の
核
心
を
な

（
一
九
）

す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
般
的
見
解
に
よ
っ

て
は
そ
の
意
味
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
こ
の
表
象
を
含
め
、
彼
は
自
己
の
基
本
的
見
解
に
基
づ
い
て
創
世

記
第
三
章
の
諸
々
の
表
象
を
一
つ
一
つ
詳
細
に
説
明
し
て
い
く
。
し

（
二
〇
）

か
し
こ
こ
で
そ
れ
を
全
て
採
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

仮
に
一
般
的
見
解
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
表
象
が
或．

る
程
度
は
説
明
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
が
認

．
．
．
．

め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
見
解
が
一
般
的
見
解
と
決
定
的
に
袂

（
二
一
）

を
分
か
つ
の
は
、
決
し
て
道
徳
的
と
は
言
い
え
な
い
死
や
労
働
な
ど

の
自
然
的
禍
に
つ
い
て
の
諸
表
象
の
説
明
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま

り
一
般
的
見
解
は
、
そ
れ
が
創
世
記
第
三
章
の
主
題
を
道
徳
的
悪
の

起
源
と
す
る
以
上
、
道
徳
的
悪
か
ら
自
然
的
禍
が
発
生
し
て
く
る
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機

構
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
を
十
分
納
得
い

メ
カ
ニ
ズ
ム

く
よ
う
に
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
、
シ

（
二
二
）

ェ
リ
ン
グ
自
身
の
見
解
は
、
黄
金
時
代
の
喪
失
が
自
然
的
禍
と
道
徳

的
悪
と
を
同
時
に
生
じ
さ
せ
る
機

構
を
説
明
し
う
る
、
と
い
う
の

メ
カ
ニ
ズ
ム

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四四
―
一

既
に
批
判
的
解
釈
が
暗
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
創
世
記
第
三
章
の

神
話
的
な
哲
学
的
学
説
の
内
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の

普
遍
的
本
性
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
察
の
主

体
は
人
間
的
理
性
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
創
世
記
第
三
章
は

『
悪
の
起
源
』
に
と
っ
て
結
局
「
人
間
的
理
性
の
最
古
の
文
書

、
」

（
二
三
）

す
な
わ
ち
人
間
的
理
性
の
自
己
省
察
の
最
古
の
文
書
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
創
世
記
第
三
章
の
内
に
見
い
だ
さ
れ
て
い

る
の
は
、
人
間
の
普
遍
的
本
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
真
理
で
あ
り
、

そ
の
真
理
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
感
性
と
い
う
た
だ
一
つ
の
秩
序

に
従
っ
て
い
た
人
間
の
内
に
、
理
性
が
そ
の
目
を
覚
ま
し
て
以
来
、

人
間
が
感
性
と
理
性
と
い
う
二
つ
の
秩
序
の
間
に
引
き
裂
か
れ
、
か

く
し
て
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
葛
藤
は
、
人
間
が
本
性
的
に
二
つ
の
秩
序
の
間
に
置
か
れ
て
い

る
、
つ
ま
り
、
人
間
が
一
方
で
は
感
性
の
枷
を
は
め
ら
れ
て
い
る
の

、

、

。

に

他
方
で
は
叡
知
界
の
市
民
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る

感
性
の
枷
を
は
め
ら
れ
た
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
の

．
．

快
楽
に
全
面
的
に
身
を
委
ね
る
か
、
或
い
は
、
自
然
を
限
定
し
て
感

．
．
．
．
．

．
．

．
．
．
．

官
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
叡
知
的
秩
序
の
内
に
あ
る
人
間
は
、
常
に
よ
り
高
次
の
も
の
を

希
求
す
る
叡
知
的
本
性
に
満
足
を
与
え
る
た
め
に
、
自
己
を
自
発
的

．
．
．

．
．
．

に
自
己
限
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
最
高
の
関
心
を
抱
い
て
い
る
。

．
．
．
．
．
．
．

実
際
に
自
然
が
必
然
性
に
、
意
志
が
自
由
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら
、

我
々
は
自
己
矛
盾
の
内
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
己
の
限
界
を
放

棄
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
感
性
的
人
間
が
叡
知
的
人
間
に
仕
え
る
こ

と
も
、
叡
知
的
人
間
が
感
性
的
人
間
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。

（
二
四
）

し
か
し
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
秩
序
の
葛
藤
は
、
同
時
に
人
間
に
お



85／シェリング哲学の出発点

け
る
道
徳
的
悪
と
自
然
的
禍
の
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

二
つ
の
秩
序
は
互
い
に
妥
協
し
合
い
、
自
ら
の
目
的
を
後
回
し
に
し

て
、
他
方
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
叡
知
的
人

間
が
感
性
の
制
約
に
屈
し
、
感
性
的
人
間
の
目
的
の
追
求
に
協
力
し

た
り
、
逆
に
感
性
的
人
間
が
自
ら
の
欲
望
を
押
し
殺
し
、
叡
知
的
人

間
の
導
き
に
従
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
も
前
者
の
場
合
に

は
叡
知
的
人
間
に
と
っ
て
、
後
者
の
場
合
に
は
感
性
的
人
間
に
と
っ

て
自
己
の
目
的
を
追
求
し
え
な
い
不
満
が
残
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

禍
悪
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
生
ず
る
の
は
叡
知
的
人
間

と
感
性
的
人
間
の
各
々
が
他
方
を
無
視
し
て
自
己
の
目
的
を
追
求
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

何
故
に
こ
の
自
然
の
国
か
ら
の
人
間
の
離
落
が
人
間
の
悪
の
始
ま
り

と
成
り
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
今
や
実
に
容
易
に
明
ら
か
に

な
る

［
…
］
そ
の
明
白
な
自
由
の
故
に
感
官
の
必
然
性
に
拘
束
さ
れ

。

な
い
叡
知
的
人
間
は
自
己
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
も
で
き
た
が
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
貫
徹
さ
れ
る
自
発
性
の
始
ま
り
は
同
時
に
感
性

的
人
間
の
禍
の
始
ま
り
と
な
り
え
た(

創
世
記

)

。
他
方
で
感

3,16-21

性
的
人
間
は
叡
知
的
人
間
を
無
視
し
て
自
己
の
目
的
を
追
求
す
る
こ

と
も
で
き
た
が
、
貫
徹
さ
れ
る
恣
意
の
始
ま
り
は
同
時
に
道
徳
的
悪

の
始
ま
り
と
な
っ
た(

創
世
記

)

。

3,6.7 （
二
五
）

四
―
二

こ
う
し
て
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈
は
、
そ
の
内
に
、
人
間

が
二
つ
の
秩
序
の
間
の
葛
藤
と
矛
盾
の
内
に
あ
り
、
こ
の
本
性
の
故

に
必
然
的
に
禍
悪
の
内
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
、
人
間
的

精
神
の
本
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
真
理
を
見
い
出
す
。
し
か
し
な
が

ら
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈
は
こ
こ
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
人
間
的
精
神
の
本
性
の
内
に
は
人
類
の
歴

史
全
体
へ
の
展
望
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
か
か

（
二
六
）

る
本
性
を
自
覚
し
た
人
間
は
こ
の
展
望
を
得
る
ま
で
省
察
を
続
け
ざ

る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
己
の
本
性
を
自
覚
し

た
人
間
は
、
何
故
に
自
分
が
黄
金
時
代
を
去
り
、
こ
の
葛
藤
と
矛
盾

の
内
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
問
わ
ざ

る
を
え
な
い
が
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
た
だ
人
類
の
歴
史

へ
の
展
望
の
内
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
歴
史
に
お
け
る
人
類
の
使
命

を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
七
）

そ
れ
故
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
創
世
記
第
三
章
の
哲
学
的
解
釈
を
継
続
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し
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
す
る
人
間
的
精
神
の
本
性
に
基
づ
い
て
、
そ

の
歴
史
を
「
比
較
的
な
意
味
で

に
」
構
成
す
る

「
比
較
的

a
priori

。

．
．
．
．
．
．
．

（
二
八
）

な
意
味
で
」
と
は
、
こ
の
構
成
が
一
方
で
は
原
理
的
な
も
の
に
基
づ

、

。

い
て
い
る
が

他
方
で
は
経
験
の
助
け
も
借
り
て
い
る
か
ら
で
あ
る

ま
ず
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
感
性
的
秩
序
と
理
性
的
秩
序
に
三
つ
の
可
能

な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
第
一
の
可

（
二
九
）

能
な
関
係
は
、
人
間
の
内
に
ど
ち
ら
か
一
方
の
秩
序
だ
け
が
見
い
だ

さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
だ
が
現
実
に
存
在
し
た
の
は

神
話
が
単

―

な
る
虚
妄
を
伝
え
て
い
る
の
で
な
い
限
り

感
性
的
秩
序
し
か
な

―

い
状
態
で
あ
る
。
第
二
は
、
二
つ
の
秩
序
の
葛
藤
と
矛
盾
の
状
態
で

あ
る
。
し
か
し
第
三
の
状
態
と
し
て
、
一
方
の
秩
序
が
他
方
の
秩
序

を
支
配
し
て
い
る
状
態
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
感
性
的
秩
序
し

か
存
在
し
な
か
っ
た
状
態
を
起
点
と
し
、
そ
れ
に
続
く
二
つ
の
秩
序

の
葛
藤
の
状
態
を
現
実
の
歴
史
に
即
し
て
詳
し
く
考
察
す
る
と
、
つ

ま
り
、
次
第
に
創
世
記
第
三
章
の
記
述
か
ら
離
れ
つ
つ
、
現
代
に
至

る
ま
で
の
歴
史
を
構
成
し
て
い
く
と
、
こ
の
状
態
の
内
に
は
一
つ
の

方
向
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
理
性
的
秩
序
が
感
性
的
秩
序

に
対
し
て
次
第
に
自
己
の
力
を
増
大
さ
せ
て
い
く
、
と
い
う
方
向
性

で
あ
る
。
故
に
二
つ
の
秩
序
の
葛
藤
の
行
き
着
く
先
と
し
て
は
、
理

性
的
秩
序
が
感
性
的
秩
序
を
支
配
す
る
状
態
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
の
状
態
は
「
理
性
の
独
裁
的
支
配
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
切
の
人
間
的
な
も
の
が
理
性
の
独
裁
的
支
配
へ
と
帰
着
し
、
純
粋

で
感
官
の
支
配
か
ら
完
全
に
自
由
な
諸
法
則
が
一
切
の
人
間
的
用
件

に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
我
々
の
理
性
自
体
の
無
限
な
る
力
は
、
全

人
類
が
こ
の
目
標
へ
と
い
わ
ば
教
育
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
全
人
類

の
究
極
目
標
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
が
こ
の

目
標
に
到
達
す
れ
ば
、
究
極
的
な
、
我
々
自
身
の
内
に
根
拠
づ
け
ら

れ
て
い
る
真
と
善
と
の
諸
法
則
が
至
る
所
で
支
配
し
、
善
な
る
が
故

に
善
は
生
じ
、
真
な
る
が
故
に
真
は
選
ば
れ
、
偽
な
る
が
故
に
偽
は

斥
け
ら
れ
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
時
代
は
再
び
嘗
て
の
黄
金
時
代
へ

と
回
帰
す
る

た
だ
し
理
性
の
導
き
の
も
と
で

と
い
う
こ
と

―

―

が
、
必
ず
や
実
現
す
る
に
違
い
な
い
。

（
三
〇
）

四
―
三

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
理
性
の
発
現
に
よ
っ
て
人

類
に
生
じ
た
二
つ
の
秩
序
の
葛
藤
と
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
禍
悪
は
、
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理
性
を
そ
の
独
裁
的
支
配
の
実
現
へ
と
促
す
、
と
い
う
特
別
な
使
命

を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
我
々
は
こ
れ
ら
の
禍
悪
に
直
面
し
て
人
間
的
な
事
柄
に
関
す

る
極
め
て
賢
明
な
計
画
に
驚
嘆
す
る
。
こ
れ
ら
の
禍
悪
は
こ
の
計
画

に
基
づ
い
て
人
類
の
最
高
の
目
標
の
実
現
の
た
め
に
最
終
的
に
相
当

の
寄
与
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
を
襲
う
禍
悪
の
力

は
精
神
を
打
ち
の
め
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
駆
り
立
て
て
き
た
の
で
あ

り
、
自
己
自
身
に
対
す
る
不
信
よ
り
も
、
む
し
ろ
欲
す
る
も
の
を
為

し
得
る
と
い
う
確
信
と
信
頼
と
を
そ
そ
ぎ
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
の
禍
悪
の
力
に
強
い
ら
れ
て
、
我
々
は
、
い
っ
そ
う
鍛
え

ら
れ
と
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
精
神
を
も
っ
て
我
々
の
内
な
る
悪
を
弱
ら
せ

よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
精
神
を
こ
の
悪
の
単
な
る
考
察
か
ら

一
層
高
く
幸
福
な
完
全
性
へ
の
道
の
探
求
へ
と
向
か
え
て
き
た
の
で

あ
る
。
こ
の
悪
は
自
然
に
与
え
ら
れ
た
粗
野
か
ら
我
々
を
解
放
し
、

感
官
の
抑
制
し
が
た
い
衝
動
を
抑
え
、
理
性
の
最
高
の
独
裁
的
支
配

へ
と[

…]

精
神
を
準
備
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
三
一
）

こ
こ
に
い
た
っ
て
我
々
は
『
悪
の
起
源
』
冒
頭
の
言
葉
を
漸
く
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
理
性
が
自
己
省
察
に
駆
り

立
て
ら
れ
る
の
も
、
こ
れ
ら
の
禍
悪
の
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
故

（
三
二
）

に
こ
の
自
己
省
察
も
独
裁
的
支
配
を
目
指
し
て
進
行
す
る
理
性
の
歴

史
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
不
可
欠
の
一
部
を
な
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
時
代
の
歴
史
記
述
が
等
し
く
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
人
間
の
悪
の
起
源
と
は
何
か
、
悪
の
そ
も
そ
も
の
発
端
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
の
探
求
に
、
理
性
そ
の
も
の
が
最
大
の

関
心
を
抱
い
て
お
り
、
最
も
学
識
の
あ
る
者
も
昔
か
ら
こ
の
探
求
に

努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
三
三
）

五こ
こ
ま
で
我
々
は
『
悪
の
起
源
』
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
が
、

そ
れ
を
最
も
簡
潔
に
言
い
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
シ
ェ

リ
ン
グ
は
創
世
記
第
三
章
を
人
間
的
理
性
の
自
己
省
察
の
最
古
の
文

書
と
見
な
し
、
こ
の
理
性
の
自
己
省
察
が
明
ら
か
に
す
る
人
間
的
精a

神
の
本
性
に
基
づ
い
て
人
間
的
理
性
の
歴
史
を
比
較
的
な
意
味
で

に
構
成
し
て
い
る
、
と
。
し
か
し
、
た
と
え
こ
の
よ
う
に
述

priori
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べ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
の
歩
み
を
単

に
表
面
的
に
な
ぞ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
意
図
に
到
達
す
る

た
め
は
、
こ
の
歩
み
を
い
ま
一
度
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

『
悪
の
起
源
』
が
創
世
記
第
三
章
と
い
う
個
別
的
な

の
解
釈

text

。

、

か
ら
出
発
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て

そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
結
論
ま
で
も
が
こ
の
個
別
性
を
分
有
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て

解
明
さ
れ
る
の
が
人
間
的
精
神
の
普
遍
的
本
性
で
あ
る
限
り
に
お
い

て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
人
間
的
理
性
の
歴
史
も
ま
た
一

定
の
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、

。

こ
の
歴
史
は

た
し
か
に
叙
述
の
上
で
は
最
後
に
構
成
さ
れ
て
い
る

だ
が
事
柄
の
上
で
は
、
つ
ま
り
論
理
的
順
序
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
人

『

』

、

間
的
理
性
の
歴
史
は

悪
の
起
源

の
根
底
に
存
す
る
も
の
と
し
て

そ
れ
ど
こ
ろ
か
究
極
的
に
は
こ
こ
を
舞
台
と
し
て
行
わ
れ
る
一
切
の

人
間
的
営
為
の
根
底
に
存
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と

『
悪
の
起
源
』
の
叙
述
を
最
後
ま
で
た
ど
り
、
こ
の
理
性
の
歴
史
が

今
述
べ
た
意
味
で
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
を
見
と
ど

け
た
後
で
は
、
我
々
は
一
切
の
人
間
的
営
為
を
こ
の
歴
史
に
根
ざ
し

た
も
の
と
し
て
、
こ
の
歴
史
か
ら
考
察
し
う
る
し
、
ま
た
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
だ
そ
う
す
る
こ
と
で
の
み
、

我
々
は
『
悪
の
起
源
』
を
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
じ
視
点
か
ら
眺
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
確
な
か
た
ち
で
現
れ
る
の

は
叙
述
の
最
後
で
は
あ
る
が
、
こ
の
人
間
的
理
性
の
歴
史
は
、
シ
ェ

リ
ン
グ
が
最
初
か
ら
暗
黙
の
内
に
前
提
し
、
そ
の
上
に
論
を
展
開
し

て
い
た
根
源
的
地
平
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の

人
間
的
理
性
の
歴
史
と
い
う
前
提
は
『
悪
の
起
源
』
の
境

位
と
で

エ
レ
メ
ン
ト

も
言
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
人
間
的
理
性
の
歴
史
の
目
的
は
理
性
の
独
裁
的
支
配
と
言
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
目
的
の
達
成
に
は
、
道
徳
的
悪
と

。

、

自
然
的
禍
の
存
在
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
い
う
の
も

こ
の
歴
史
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
禍
悪
の
存
在
は
こ
の
目
的
の
実
現

へ
と
理
性
を
駆
り
立
て
る
、
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
理
性
は
盲
目
的
に
、
つ
ま
り
知
ら
な
い
う
ち
に
こ
の
目

。

、

的
を
達
成
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

理
性
は
自
覚
的
存
在
で
あ
り

理
性
の
歴
史
に
は
い
わ
ば
最
初
か
ら
眼
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
か
ら

。

。

、

で
あ
る

し
か
も
そ
れ
は
無
益
に
で
は
な
い

だ
か
ら
こ
そ
禍
悪
は

そ
れ
が
こ
の
目
的
の
実
現
へ
と
理
性
を
駆
り
立
て
る
と
き
、
同
時
に
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そ
れ
を
自
覚
へ
と
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歴
史
に

お
い
て
人
間
的
理
性
は
理
性
の
独
裁
的
支
配
と
い
う
最
終
的
な
目
的

を
自
覚
的
に
達
成
す
べ
く
、
最
初
か
ら
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
〈
自
覚
的
に
〉
と
い
う
の
は
〈
自
己
の
本
性
の
解
明

と
そ
れ
に
基
づ
く
歴
史
の
構
成
を
本
務
と
す
る
よ
う
な
理
性
の
自
己

省
察
を
介
し
て
〉
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い

て
我
々
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
自
己
省
察
は
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
こ

の
理
性
の
歴
史
の
内
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
と
言
い
う
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
こ
の
自
己
省
察
は
こ
の
歴
史
に
お
い
て
た
だ
一
回
き

り
行
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
か
か
る
理
性
の

自
己
省
察
は
無
数
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
創
世
記
第
三
章
に
お
け
る
理
性
の
自

己
省
察
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
多
く
の
理
性
の
自
己
省
察
の
一
つ
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
自
己
省
察
を
多
く
の
自
己
省
察
の
内
の
一
つ
と
見
な

し
う
る
立
場
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
彼

が
批
判
的
解
釈
に
お
い
て
自
ら
の
解
釈
の
正
当
性
を
示
す
た
め
に
他

の
神
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
内
に
、
更
に

は
『
悪
の
起
源
』
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
の
内
に
現
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
立
場
と
は
一
体
い
か
な
る
立
場
な
の
か
。
こ
こ

で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
単
な
る
個
人
の
立
場
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
時
代

の
立
場
す
ら
超
越
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が

立
っ
て
い
る
の
は
人
間
的
理
性
の
歴
史
に
お
い
て
そ
の
主
体
と
し
て

考
え
ら
れ
る
人
間
的
理
性
一
般
の
立
場
と
で
も
い
う
べ
き
立
場
以
外

．
．

に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
創
世
記
第
三
章
を
一
つ
の
事
例
と

見
な
し
得
る
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え

て
創
世
記
第
三
章
が
解
釈
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
は
何
故

、

。

、

か

と
い
う
こ
と
で
あ
る

そ
れ
を
単
な
る
偶
然
と
考
え
な
い
な
ら

創
世
記
第
三
章
が
彼
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
、
と
考

え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
シ
ェ
リ
ン

グ
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
著
作
の
中
で
創
世
記
第

三
章
が
繰
り
返
し
人
間
的
理
性
の
最
古
の
文
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

．
．
．

と
に
着
目
す
る
と
、
創
世
記
第
三
章
に
お
け
る
理
性
の
自
己
省
察
と

は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
典
型
も
し
く
は
原
型
と

。

、

い
う
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

つ
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
は

創
世
記
第
三
章
を
人
間
的
理
性
の
自
己
省
察
の
最
古
の
文
書
と
見
な

し
、
こ
の
理
性
の
自
己
省
察
が
明
ら
か
に
す
る
人
間
的
精
神
の
本
性
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に
基
づ
い
て
人
間
的
理
性
の
歴
史
を
比
較
的
な
意
味
で

に

a
priori

構
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
企
て
を
通
し
て
彼
が
最
終
的
に
意
図
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
理
性
の
歴
史
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
理
性
の
自

己
省
察
の
、
い
わ
ば
そ
の
原
型
を
描
き
出
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
現
段
階
で
は
我
々
は
こ
の
解
釈
を
絶
対
的
に
正
し
い
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
単
な
る
一
つ
の
可
能
な
解
釈
と
し
て
提
示
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
解
釈
は
我
々
の
考
察
が

進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
そ
の
確
か
ら
し
さ
を
増
し
て
い
く
も
の
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ひ
と
ま
ず
我
々
は
概
観
し
て
き

た
『
悪
の
起
源
』
の
内
容
を
こ
の
解
釈
の
内
に
集
約
し
、
次
の
課
題

に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ

う
な
内
実
を
有
す
る
『
悪
の
起
源
』
に
対
し
て
『
哲
学
一
般
の
形
式

の
可
能
性
』
は
一
体
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。

六『
悪
の
起
源
』
執
筆
の
二
年
後
、
つ
ま
り
一
七
九
四
年
の
九
月
九

日
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
に
つ
い
て

』
を

(
)

U
eber

die
M
öglichkeit

einer
F
orm

der
P
hilosophie

überhaupt

脱
稿
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
、
同
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ヒ

テ
の
『
知
識
学
の
概
念
』
に
触
発
さ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ

と
内
容
的
に
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
『
知
識
学
の
概
念
』
は

（
三
四
）

彼
の
い
わ
ゆ
る
知
識
学
の
理
念
が
初
め
て
明
確
な
形
で
提
示
さ
れ

る
、
そ
の
意
味
で
記
念
碑
的
な
著
作
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ

ヒ
テ
自
身
の
説
明
に
よ
る
と
、
知
識
学
と
い
う
の
は
、
人
間
的
知
識

の
体
系
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
故
に
又
、
人
間
的
知
識

の
体
系
の
内
に
こ
の
体
系
全
体
を
基
礎
づ
け
る
絶
対
に
確
実
な
究
極

、

。

、

根
拠
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る

知
識
学
と
は

（
三
五
）

こ
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
人
間
的
知
識
の
体
系
の
叙
述
に
他
な

ら
な
い
。
故
に
知
識
学
は
、
こ
の
体
系
の
究
極
根
拠
を
表
現
し
て
い

（
三
六
）

る
命
題
［
所
謂
「
第
一
根
本
命
題

］
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
な
け

」

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
命
題
は
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
も

（
三
七
）

の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
人
間
的
知
識
の
体
系
を
最
終
的
に
根

（
三
八
）

拠
づ
け
る
作
用
が
、
自
我
が
自
己
自
身
を
定
立
す
る
自
由
な
作
用
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
我
の
自
己
定
立
と
い
う
根
源

（
三
九
）

的
作
用
か
ら
、
知
識
学
は
人
間
的
知
識
の
全
体
系
を
導
出
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
知
識
学
の
概
念
』
の
根
本
思
想
は
『
哲
学

（
四
〇
）
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一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
殆
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
そ
れ
故
、
単
に
根
本
思
想
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
二
つ
の

著
作
を
比
較
し
た
場
合

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
が
『
知

、

識
学
の
概
念
』
の
単
な
る
再
説
と
見
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
或
る
意

味
で
は
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
単

（
四
一
）

な
る
再
説
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
敢
え
て
企
て
ら
れ
て

た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
為
に
は

『
哲

、

学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
『
知
識
学
の
概

念
』
の
根
本
思
想
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
の
発
展
と
い
う
文
脈
に

お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
一
度
、

徹
底
的
に
反
省
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
悪
の
起
源
』
は
創
世
記
第
三
章
を
理
性
の
自
己
省
察
の
最
古
の

文
書
と
見
な
し
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
す
る
人
間
的
精
神
の
本
性
に
基

づ
い
て
人
間
的
理
性
の
歴
史
を
比
較
的
な
意
味
で

に
構
成

a
priori

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
の
目
的
は
理
性
の
独
裁
的

支
配
、
つ
ま
り
理
性
が
自
己
の
可
能
性
を
最
大
限
に
開
花
さ
せ
る
と

共
に
、
感
性
を
完
全
に
自
己
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
一
切

の
過
悪
か
ら
解
放
さ
れ
る
状
態
、
一
言
で
い
え
ば
、
理
性
の
導
き
と

い
う
高
次
の
レ
ベ
ル
で
再
び
獲
得
さ
れ
る
人
類
の
新
た
な
る
黄
金
時

代
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
歴
史
の
内
に
は
、
か
か
る
目
的
に
至
る
為

の
必
然
的
な
準
備
段
階
と
し
て
、
理
性
が
そ
の
自
己
省
察
に
お
い
て

自
己
の
根
源
に
透
徹
し
、
そ
こ
か
ら
理
論
的
知
識
と
実
践
的
知
識
の

一
切
を
基
礎
づ
け
る
段
階
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
し
か
も
シ
ェ
リ

ン
グ
は
こ
の
段
階
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
崇
高
に
心
を
奪
わ
れ
る
以
前
に
、
理
性
自
身
が
自
発
的

．
．

に
、
理
性
に
固
有
の
事
柄
に
つ
い
て
、
特
別
に
育
成
さ
れ
る
期
間
が

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
我
々
自

身
の
内
に
根
拠
を
持
つ
真
と
善
の
究
極
的
原
理
が
探
求
さ
れ
、
教
養

と(

経
験
に
基
づ
く
も
の
を
含
む)

学
の
全
体
が
こ
の
確
固
た
る
基
礎

と
し
て
の
原
理
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
二
）

こ
の
言
葉
が
記
さ
れ
た
と
き
、
も
ち
ろ
ん
知
識
学
は
未
だ
世
に
現
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
待
望
さ
れ
て
い
る
学
と
フ
ィ
ヒ
テ
の

知
識
学
と
が
、
そ
の
基
本
理
念
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で

（
四
三
）

シ
ェ
リ
ン
グ
は

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
が
『
知
識
学
の

、



シェリング哲学の出発点／92

概
念
』
を
機
縁
と
し
て
成
立
し
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
彼
を
『
哲
学

．
．
．
．
．
．

一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
の
執
筆
へ
と
駆
り
立
て
て
い
る
衝
撃
が
ど

こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
語
っ
て

い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
衝
撃
は
こ
の
二
つ
の
学
の
同
一
性
か
ら
発
し

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
衝
撃
は
、
彼
に
と
っ
て

知
識
学
の
登
場
が
『
悪
の
起
源
』
の
構
想
す
る
理
性
の
歴
史
に
お
い

て
、
そ
の
最
終
段
階
の
幕
開
け
を
告
知
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

た
、
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
る

と
、
も
し
知
識
学
の
根
本
思
想
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
眼
に
無
類
の
も
の

と
し
て
映
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
こ
の
思
想
が
『
悪
の
起
源
』

が
構
想
す
る
理
性
の
歴
史
を
背
景
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
の
か
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
又

『
知
識
学
の
概
念
』
が
彼

、

を
し
て
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
の
執
筆
へ
と
駆
り
立
て
た

直
接
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
と

『
悪
の
起
源
』
に
お
け
る
理
性
の

、

．
．
．

歴
史
と
い
う
前
提
は
、
い
わ
ば
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
深
層
の
原

．
．
．

因
で
あ
っ
た
、
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

、

『

』

仮
に
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と

傍
目
に
は

知
識
学
の
概
念

の
根
本
思
想
を
単
に
反
復
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
こ
の
同

一
の
行
為
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
遙
か
そ
れ
以
上
の
意
義

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も

『
哲
学
一
般
の
形
式
の

、

可
能
性
』
は
、
そ
れ
が
た
と
え
知
識
学
の
根
本
思
想
の
単
な
る
再
説

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
彼
に
と
っ
て
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
既

に
『
悪
の
起
源
』
が
素
描
す
る
理
性
の
歴
史
を
前
提
し
、
そ
の
内
に

深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
が
知

識
学
の
根
本
思
想
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
し
て
い
る
の

が
、
こ
の
再
説
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
我

々
が
事
態
の
表
層
を
見
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
我
々
は
一
端
こ
う
し
た
見
方
を
封
印
し
、
理
性
の
歴
史
と

い
う
一
層
根
本
的
な
観
点
か
ら
、
こ
の
事
態
を
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
次
の
よ
う
な
考
え
が
お
の
ず
と

浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
知
識
学
の
根
本
思
想
を
反
復
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
遂
行
し
て
い
る
の
は
こ
の
再
説
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
を
介
し
て
『
悪
の
起
源
』
が
構
想
す
る

理
性
の
歴
史
の
過
程
を
自
ら
推
し
進
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な

プ
ロ
セ
ス

い
か
、
言
い
換
え
る
と

『
悪
の
起
源
』
に
お
い
て
理
性
の
歴
史
の

、

最
終
目
的
に
至
る
為
の
必
然
的
な
準
備
段
階
と
さ
れ
て
い
る
理
性
の

、

『

』

自
己
省
察
を

今
や
シ
ェ
リ
ン
グ
は

哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
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に
お
い
て
、
知
識
学
の
根
本
思
想
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら

遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
考
え
は
断
じ
て
単
な
る
思
い
つ
き
な
ど
で
は
な
い
。
或

、

『

』

る
人
々
が
言
う
よ
う
に

た
し
か
に

哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性

の
本
論
部
分
は
『
知
識
学
の
概
念
』
の
根
本
思
想
の
再
説
と
な
っ
て

．
．
．
．

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
企
て
に

つ
い
て
の
反
省
も
お
こ
な
い
、
目
立
た
な
い
仕
方
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
を
後

記
と
し
て
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
著
作
の
一
部
と
し
て
い
る

ナ
ハ
シ
ュ
リ
フ
ト

。

『

』

の
で
あ
る

し
か
も
そ
れ
に
よ
る
と

哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性

が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
知
と
信
と
意
欲
を
共
通
の
根
源
に
お
い
て

把
捉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
統
一
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
類
の
唯
一
真
な
る
導
き
手
と
な
り
、
最
終
的
に
人
類
を
一
切

の
苦
し
み
か
ら
解
放
し
う
る
、
そ
う
し
た
学
の
構
築
に
他
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
は
ま
さ
し
く
彼
が
『
悪
の
起
源
』
に
お

（
四
四
）

い
て
理
性
の
歴
史
の
最
終
目
的
に
至
る
為
の
必
然
的
な
準
備
段
階
と

。

、

し
て
の
理
性
の
自
己
省
察
に
与
え
て
い
た
使
命
で
あ
っ
た

そ
れ
故

（
四
五
）

そ
の
限
り
に
お
い
て
我
々
は
、
こ
の
後
記
の
言
葉
の
内
に
、
シ
ェ
リ

ン
グ
が
次
の
こ
と
を
、
つ
ま
り
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に

お
け
る
理
性
の
自
己
省
察
が
、
嘗
て
彼
自
身
が
『
悪
の
起
源
』
に
お

い
て
理
性
の
歴
史
の
最
終
目
的
に
至
る
為
の
必
然
的
な
準
備
段
階
と

し
て
い
た
理
性
の
自
己
省
察
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
つ
つ
こ
れ
を
遂
行
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

を
確
か
め
う
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
悪
の
起
源
』
は
、
こ
の
理
性
の
自
己
省
察
を
理
性
の
歴
史

の
最
終
目
的
に
至
る
為
の
必
然
的
準
備
段
階
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
省
察
が
理
性
の
自
己
省
察
の
中
で
特
別
な
位
置
を
占
め
て

、

。

、

い
る

と
い
う
こ
と
を
既
に
暗
示
し
て
い
た

だ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
は

こ
の
自
己
省
察
を
自
ら
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
の
明
白
な
意
識
に
到
達
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
省
察
に

お
い
て
人
間
的
理
性
は
自
己
自
身
を
、
知
識
学
の
第
一
根
本
命
題
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
自
己
の
根
源
的
作
用
に
お
い
て
把
捉
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
他
の
理
性
の
自
己
省
察
は
全
て

自
己
を
根
源
に
お
い
て
捉
え
損
ね
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
不
完
全
な

自
己
省
察
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
人
間

的
理
性
の
歴
史
の
内
で
力

動

的
に
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら

デ
ュ
ナ
ー
ミ
ッ
シ
ュ

の
自
己
省
察
は
、
た
し
か
に
そ
れ
自
体
と
し
て
は
全
て
不
完
全
で
あ

る
と
し
て
も
、
同
時
に
不
完
全
性
を
次
第
に
克
服
し
て
い
く
明
白
な

方
向
性
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
理
性
の
自
己
省
察
は
繰
り
返
さ

（
四
六
）
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れ
る
た
び
に
次
第
に
精
錬
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
極
限
に
現

れ
る
の
が
今
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
が
遂
行
し
て
い
る
理
性
の
自
己
省

。

、

、

、

察
に
他
な
ら
な
い

そ
れ
故

こ
の
最
後
の
省
察
に
は

正
当
に
も

理
性
の
自
己
省
察
の
完
成
と
い
う
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

．
．

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
探
求
の
最
終

目
的
を
実
現
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
四
七
）

す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き
シ
ェ
リ
ン
グ
は

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可

、

能
性
』
に
お
け
る
理
性
の
自
己
省
察
が
、
嘗
て
『
悪
の
起
源
』
に
お

い
て
彼
自
身
に
よ
っ
て
理
性
の
歴
史
の
最
終
目
的
に
至
る
為
の
必
然

的
準
備
段
階
と
さ
れ
て
い
た
理
性
の
自
己
省
察
と
同
一
の
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
理
性
の
自
己

省
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
歴
史
に
お
い
て
太
古
以
来
連
綿
と
し
て
受
け

継
が
れ
て
き
た
理
性
の
自
己
省
察
が
い
ま
此
処
で
完
成
に
も
た
ら
さ

、

。

れ
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
も
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る

こ
れ
を
冷
た
い
氷
の
よ
う
な
認
識
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
心
を
奥
底
か
ら
燃
え
滾
ら
せ
る
認
識
と
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
漲
っ
て
い

。

る
激
烈
な
調
子
は
こ
こ
に
源
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ

、

、

、

と
す
る
と

そ
の
字
句
は

そ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と

。

、

独
特
の
調
子
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
も

そ
れ
を
持
っ
て
こ
れ
ら
の
字
句
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
情
熱
の

内
に
は
、
人
間
的
理
性
が
た
ど
っ
て
き
た
過
去
と
、
漠
然
と
し
た
形

に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
た
ど
る
べ
き
未
来
と
が
現
前
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『

』

だ
が
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は

哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性

の
『
悪
の
起
源
』
に
対
す
る
関
係
を
、
確
定
的
に
で
は
な
い
が
、
ひ

と
ま
ず
言
い
表
し
う
る
地
点
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も

我
々
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
悪
の
起
源
』
に
お
い
て
人
間
的
理
性
の

歴
史
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
理
性
の
自
己
省
察
の
、
い
わ
ば
原
型

を
描
き
出
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

今
や
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

『
哲
学
一
般
の
形
式

。

の
可
能
性
』
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
嘗
て
『
悪
の
起
源
』
に
お

い
て
彼
自
ら
が
そ
の
原
型
に
お
い
て
描
き
出
し
て
い
た
理
性
の
自
己

省
察
を
再
び
、
た
だ
し
そ
の
完
成
形
態
に
お
い
て
遂
行
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
も
っ
と
も
我
々
は

後
の
シ
ェ
リ
ン
グ

―

の
言
い
回
し
を
用
い
る
な
ら

こ
の
二
つ
の
著
作
が
実
際
に
か
か

―

（
四
八
）
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る
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
決
し
て

に
証
明
す
る

a
priori

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
二
つ
の
著
作
が
か
か
る
関
係
に

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
原
型
は
、
理
性
の
自
己
省
察
の
完
成
と
い
う

企
て
の
内
に
働
き
、
現
実
に
そ
れ
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

ら
が
原
型
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

に
証
明
す
る
は

a
posteriori

ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
、
残
念
だ
が
、
こ
こ

で
は
も
う
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
す
れ
ば
我
々
は
与
え
ら

れ
た
紙
数
と
自
ら
に
課
し
て
い
た
課
題
の
範
囲
と
を
大
幅
に
越
え
出

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
四
九
）

七

結
語

こ
れ
ま
で
の
殆
ど
の
哲
学
史
が
叙
述
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の

主

潮

流
に
の
み
目
を
向
け
て
い
る
限
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
い
う
哲

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム

学
者
は
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
を
携
え
、
カ
ン
ト
の
批
判

哲
学
の
根
拠
づ
け
と
い
う
共
通
の
課
題
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

や
フ
ィ
ヒ
テ
が
白
熱
し
た
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
た
当
時
の
ポ
ス
ト
・

カ
ン
ト
的
と
も
言
う
べ
き
哲
学
状
況
の
、
ま
さ
に
そ
の
最
前
線
に
突

如
と
し
て
文
字
ど
お
り
彗
星
の
如
く
、
し
か
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
教
説
を

信
奉
す
る
彼
の
単
な
る
学
徒
な
い
し
協
力
者
と
し
て
現
れ
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
見
方
を
ひ
と
ま
ず
離
れ
て
、
シ
ェ

リ
ン
グ
自
身
の
思
想
的
発
展
の
流
れ
の
内
に
身
を
浸
し
、
そ
れ
を
そ

の
源
泉
へ
と
遡
っ
て
み
れ
ば
、
彼
が
既
に
当
時
彼
な
り
の
思
想
的
過

去
を
有
し
、
彼
な
り
の
曲
折
を
経
て
漸
く
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可

能
性
』
に
ま
で
達
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
著
作
の
背
後
に
は
『
悪
の
起
源
』
が
構
想
す
る
理
性
の
歴
史
と
い

、

、

う
前
提
が

も
し
こ
の
前
提
の
存
在
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
と

こ
の
著
作
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
意
図
が
全
く
誤
解
さ
れ
て
し
ま

う
ほ
ど
に
、
こ
の
著
作
そ
の
も
の
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
と
し
て

潜
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う

、

『

』

で
あ
る
と
す
る
と

も
は
や
我
々
は

哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性

を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
思
索
の
出
発
点
と
見
な
し
、
そ
こ
か
ら
彼

の
全
て
の
思
想
を
理
解
し
う
る
と
す
る
よ
う
な
、
殆
ど
妄
想
に
も
等

し
い
先
入
観
の
内
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
思
索
の
出
発
点
と
見

な
さ
れ
る
べ
き
は
『
悪
の
起
源
』
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
一

般
に
彼
の
哲
学
的
思
索
の
出
発
点
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
全

面
的
に
フ
ィ
ヒ
テ
に
依
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
哲
学
一

般
の
形
式
の
可
能
性
』
が
、
た
し
か
に
そ
の
表
層
に
お
い
て
は
『
知
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識
学
の
概
念
』
の
再
説
と
い
う
外
観
を
呈
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

の
深
層
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
即

ち
、
そ
れ
が
『
悪
の
起
源
』
の
主
題
の
更
な
る
追
求
に
他
な
ら
ず
、

そ
の
意
味
で
今
も
な
お
『
悪
の
起
源
』
の
視
圏
の
内
部
を
動
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
、
一
通
り
論
述
を
終
え
た
今
、
我
々
は
も
は
や
反

論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
十
分
に
明
ら
か
に
し
え
た
と
確
信
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
既
に
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
我

々
が
こ
こ
に
筆
を
執
っ
た
の
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
是
非
と
も
明
ら

か
に
し
た
い
、
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
）
こ
の
論
文
が
一
体
い
つ
頃
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
い
つ
頃
迄
に
完
成
し
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
正
確
に
特
定
し
得
る
よ
う
な
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ

か
っ
て
い
な
い
。
最
近
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
編
者
は
こ
の
論
文
が
書
き
始

め
ら
れ
た
の
を
早
く
と
も
一
七
九
二
年
の
四
月
以
降
の
こ
と
、
そ
の
完
成
の
時

を
遅
く
と
も
九
月
二
十
六
日
以
前
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
こ
の

論
文
は
九
月
二
十
六
日
直
前
の
短
期
間
で
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
述
べ

V
gl.
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S
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ア
と
新
聞
の
時
代
に
お
け
る
よ
り
も
読
書
文
化
の
時
代
の
方
が
一
般
に
よ
く
書

物
が
読
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
仕
事
は
破
格
で
あ

る
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学
位
論
文
を
携
え
て
世
に
出
た
と
き
、
彼
は
文
献
を
並
は
ず
れ
て
広
範
囲

に
渡
っ
て
受
容
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
文
献
の
諸
問
題
を
彼
自

身
の
構
想
の
内
に
取
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る

」。

.
E
ditorischer

B
ericht

A
A
I,
1.
S
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56f.

（
四
）V

gl.
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A
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S
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五
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W
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六
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gl
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S
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V
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V
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シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
七
七
五
年
に
生
ま
れ
た
。
彼
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ

1981.
S
.
39.

ン
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
で
学
び

そ
こ
で
十
九
歳
の
時
に
最
初
の
哲
学
的
著
作

哲

、

『

学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
を
著
し
た

」。

D
e
m
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origine
A
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S
.
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七
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更
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章
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設
定
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現
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と
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gl.
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に
よ
る
も
の
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な
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が
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所
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理
解
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た
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、
ア
ウ
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ス
テ
ィ

ヌ
ス(

清
水
正
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創
世
記
逐
語
的
注
解

(

九
州
大
学
出
版
会
一
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五
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『

』

を
参
照
し
た
。



97／シェリング哲学の出発点

D
e
m
alorum

origine
A
A
I,
1.
S
.
78.

（
一
四
）D

e
m
alorum

origine
A
A
I,
1.
S
.
83.

（
一
五
）

.
D
e
m
alorum

origine
A
A
I,
1.
S
.
79;

.
auch

Ü
bersetzung

v.

（

）

一
六

V
gl

vgl

R
.
M
okrosch.

A
A
I,
1.
S
.123.

（

）

「

、

一
七

古
代
の
民
族
の
伝
承
は

V
gl.

D
e
m
arorum

origine
A
A
I,
1.
S.

79.

単
に
人
類
の
根
源
的
な
幸
福
状
態
だ
け
で
な
く
、
黄
金
時
代
か
ら
よ
り
悪
し
き

状
態
へ
の
移
行
の
記
述
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し
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、
驚
嘆
す
べ
き
ほ
ど
に
互
い
の
一
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見
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い
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て
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太
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よ
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一
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し
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い
る
根
拠
と
し
て
は
、
人
間
の

普
遍
的
本
性
の
考
察
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
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縁
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も
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献
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Jubilate-
(

)
1795-1801

「
一
七
九
四
年
の

に
お
い
て
公
に
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
の
概
念
』
は
即
座
に
シ
ェ

M
esse

リ
ン
グ
を
し
て
一
つ
の
著
作
を
執
筆
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
著
作
は

フ
ィ
ヒ
テ
が
展
開
し
て
い
る
の
と
同
一
の
思
惟
の
歩
み
を
も
う
一
度
繰
り
返
し

て
い
る
の
で
あ
る

」。
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（
四
二
）

（
四
三
）
こ
の
点
に
関
し
て
久
保
陽
一
氏
は
筆
者
と
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て

い
る
。

久
保
陽
一
「
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン

グ
」(

西
川
富
雄
監
修
『
シ
ェ
リ
ン
グ
読
本
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
四
年)

四
八
頁
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願
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っ
て
い
る
。
私
の
読
者
の
全
員
が
偉
大
な
感
情
と
完
全
に
無
縁
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
。
遂
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
知
と
信
と
意
欲
の
統
一
へ
の
期

待
は
、
こ
れ
ま
で
真
理
の
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
全
て
の
人
の
心
に
、。

こ
の
偉
大
な
感
情
を
ど
う
し
て
も
惹
き
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

こ
の
統
一
は
人
類
の
究
極
の
遺
産
で
あ
り
、
人
類
は
間
も
な
く
こ
の
遺
産
を
こ

れ
ま
で
よ
り
も
は
っ
き
り
と
要
求
す
る
だ
ろ
う
。

し
ば
し
ば
哲
学
者
達
は
、
自
ら
の
学
が
人
間
の
意
志
に
、
わ
れ
わ
れ
の
種
の

全
体
に
殆
ど
影
響
を
与
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
嘆
い
て
き
た
。
し
か
し
彼
等

は
同
時
に
、
自
分
が
何
を
嘆
い
て
い
る
の
か
、
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
彼
等
は
、
未
だ
嘗
て
現
存
し
た
こ
と
の
な
い
学
が
何
の
影
響
も
与
え
た
こ

と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
た
だ
人
類
の
一
部
だ
け
が
、
し
か
も
互
い
に
全

く
異
な
っ
た
観
点
か
ら
、
真
な
る
も
の
と
考
え
て
き
た
よ
う
な
、
諸
々
の
根
本

命
題
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
誰
が
自
分
自
身
も
ま
だ
唯
一
真
な
る
導
き
手
と
見
な
し
え
な
い
者
に

随
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
誰
が
今
な
お
一
般
に
多
く
の
人
が
疑

念
を
抱
い
て
お
り
、
人
に
よ
っ
て
評
価
の
全
く
異
な
り
う
る
薬
を
用
い
て
人
類

の
苦
し
み
を
癒
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
の
姿
を
と
っ
た
永
遠
の
真
理

を
、
天
か
ら
地
へ
と
呼
び
よ
せ
る
前
に
、
そ
れ
を
見
る
と
誰
も
が
永
遠
の
真
理

を
永
遠
の
真
理
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
う
し
た
諸
徴
表
を
、
ま
ず

。

、

、

は
人
間
自
身
の
内
に
探
し
求
め
る
が
よ
い

そ
う
す
れ
ば

残
り
の
も
の
は
皆

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

」。

（
四
五
）
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こ
の
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心
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を
奪
わ
れ
る
以
前
に
、
理
性
自
身
が
自
発
的
に
、
理
性
に
固
有
の
事
柄
に
つ
い

．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

て
、
特
別
に
育
成
さ
れ
る
期
間
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
時
期

．に
お
い
て
は
、
我
々
自
身
の
内
に
根
拠
を
持
つ
真
と
善
の
究
極
的
原
理
が
探
求

さ
れ
、
教
養
と(

経
験
に
基
づ
く
も
の
を
含
む)

学
の
全
体
が
こ
の
確
固
た
る
基

礎
と
し
て
の
原
理
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
最
後

に
、
個
人
だ
け
で
な
く
全
人
類
に
も
課
せ
ら
れ
て
い
る
最
高
に
し
て
究
極
の
目

．
．

標
が
予
感
さ
れ
、
理
性
の
法
則
に
基
づ
く
人
類
の
最
も
聖
な
る
法
則
が
承
認
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
初
め
て
唯
一
の
法
則
と
唯
一
の
目
標
に
よ
っ
て
束

ね
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
人
間
の
家
族
と
い
う
人
間
精
神
に
と
っ
て
重
要
な
概
念

が
結
果
し
て
く
る
の
で
あ
る

」。

（
四
六
）
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か
し
そ
れ
で
も
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や
は
り
、
ち
ょ
う
ど
こ
こ
で
、
あ
の
特
定
の
結
合
が
精
神
に
押
し
迫
っ
て
く
る

時
に
一
緒
に
感
じ
ら
れ
る
力
は
、
人
間
精
神
の
中
に
は
、
実
際
に
き
っ
と
こ
の

結
合
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
哲
学
は
こ
の
根
拠
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
導
か
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
根
拠
そ
の
も
の
に
は
未
だ
到

．
．
．
．
．
．

達
す
る
こ
と
に
な
く
、
あ
る
特
定
の
内
容
と
あ
る
特
定
の
形
式
と
の
絶
対
的
な

結
合
を
探
し
求
め
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
考
え
を
生
じ
さ
せ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
絶
対
的
結
合
は
、
哲
学
が
、
た
だ
漸
進
的

―

に
の
み
、
そ
こ
へ
接
近
し
て
い
く
よ
う
な
、
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、

人
間
精
神
そ
の
も
の
の
内
に
存
す
る
、
あ
の
根
拠
を
見
つ
け
な
い
限
り
、
哲
学

は
、
こ
の
理
念
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
曖
昧
な
形
で
し
か
表
現
し
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
ま
た
哲
学
の
形
式
が
、
そ
の
内
容
を
、
或
い
は
、
形
式
が
そ
の
内
容

を
導
く
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
理
念
の
内
に
は
、
た
だ
一
つ
の
哲
学
し
か
あ
り

え
ず
、
他
方
、
他
の
哲
学
は
全
て
、
こ
の
唯
一
の
哲
学
と
は
異
な
る
仮
象
の
学

で
あ
り
、
前
提
に
従
え
ば
、
単
な
る
恣
意
が
生
み
出
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
、

．
．

と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
し
て
、
明
ら
か
な
の
で
あ
る(

確
か
に
、
こ
の
恣

意
は
、
あ
の
人
間
精
神
の
内
に
存
す
る
根
拠
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
は

い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る)

」
。
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（
四
九
）
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
も
一
々
論
拠
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
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な
い
が
、
終
わ
り
に
今
後
の
展
望
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
お
き

た
い
。

こ
の
論
攷
に
お
い
て
、
我
々
は
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
が
『
悪
の

起
源
』
の
視
圏
の
内
を
動
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か

し
我
々
は

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
が
『
悪
の
起
源
』
の
視
圏
の
必
ず

、

し
も
全
て
を
覆
い
尽
く
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
、
つ
ま
り

前
者
が
主
題
と
し
て
い
る
の
は
後
者
が
主
題
と
し
て
い
る
も
の
の
単
な
る
一
部

、

、

。

に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
も

同
時
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
も

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
に
お
け
る
自
我
の
自
己
定
立
の

、

作
用
と
『
悪
の
起
源
』
に
お
い
て
人
間
的
理
性
の
最
初
の
発
現
と
見
な
さ
れ
て

い
る
作
用(

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
黄
金
時
代
と
決
別
す
る
作
用)

は
、
そ
れ
自

．
．
．

体
と
し
て
は
、
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る[
「
こ
の
追
放
の
主
導
者
は
理
性
そ

．
．
．
．
．

の
も
の
で
あ
る

」

]

。
そ
こ
で
こ
の
自
我

。
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の
自
己
定
立
の
作
用
を
『
悪
の
起
源
』
の
視
圏
の
内
に
置
き
直
し
、
そ
れ
を
人

間
的
理
性
の
歴
史
の
主
体
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
こ
の
自
我
の
自
己
定

立
の
作
用
は
ま
ず
第
一
に
自
然
と
の
統
一
を
前
提
し
、
第
二
に
自
己
を
か
か
る

．
．
．

．
．
．

も
の
と
し
て
自
覚
す
る
ま
で
、
必
然
的
に
神
話
的
理
性
の
時
代
を
経
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
〈
自
然
と
の
統
一
に
お
け
る
理
性
〉
と
〈
神
話
的
理
性
〉
と
い
う
の
は

『
悪
の
起
源
』
の
視
圏
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
契
機
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
或

い
は

『
悪
の
起
源
』
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
的
思
索
の
出
発
点
と
解
し
う
る
と

、

す
る
と
、
彼
の
哲
学
的
思
索
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
に
は
、
自
然
と
神
話
の
契
機

が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．

か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ
い
『
悪
の
起
源
』
の
翌
年
に
『
神
話
論
』
が
、
更
に

又
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
と
平
行
す
る
形
で
、
彼
の
最
初
の
自
然
哲

学
的
著
作
と
言
う
べ
き
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
我

々
の
考
え
が
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
決
し
て
孤
立
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
『
悪
の
起
源
』
の
視
圏
の
更
な
る
展
開
と
い
う
意

義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に

『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
フ
ィ
ヒ

、

テ
と
の
思
想
的
邂
逅
の
最
初
の
記

録
で
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
邂
逅
の
本
質

ド
キ
ュ
メ
ン
ト

は
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
と
す
る
と
一
度
、
次
の
よ

う
に
反
省
し
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
そ
の
原
因
の
一
端
は
、、

我
々
研
究
者
た
ち
の
視
野
が
予
め
狭
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
は
し
な
い
か

と
。
つ
ま
り
『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』
が
『
悪
の
起
源
』
の
視
圏
の
内

で
、
同
時
に
『
神
話
論
』
や
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
と
の
連
関
に
お
い
て
考

察
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
邂
逅
の
実
相
を
見
え
に
く
く
さ

せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

我
々
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
反
省
を
自
ら
実
践
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
こ
の
論
攷

は
か
か
る
反
省
の
最
初
の
試
み
な
の
で
あ
る
。
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Antiquissimi de primaDieser Aufsatz versucht, Schellings Magisterdissertation
malorum humanorum origine philosophematis genes. III. explicandi tentamen

1792 als den Ausgangspunkt seines philosophischencriticum et philosophicum( )
Denkens zu verstehen.

Schellings Magisterdissertation ist nicht blo eine bibel-exegetische, sondernß
auch eine philosophische Arbeit. Der Gegenstand ihrer Auslegung ist zwar das 3.
Kapitel der Genesis. Aber dieses wird als das lteste Dokument der Selbstreflexionä
der menschlichen Vernunft, durch die sie ihre Natur untersucht, angesehen.
Aufgrund dieser Selbstreflexion konstruiert sie »vergleichsweise a priori« ihre
Geschichte.

Nun ist diese Konzeption von der Geschichte der Vernunft, die durch die
Selbstreflexion von ihr selbst konstruiert wird, ein wichtiger Hintergrund der 1794

ber die M glichkeit einer Form der Philosophieerschienenen Abhandlung Ü ö
, die Walter Schulz Schellings erste philosophische Schrift nennt.überhaupt
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