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フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
お
け
る
非
超
越
論
的
現
象
学
と

―

―

個
体
主
義
的
存
在
論
に
基
づ
く
直
接
実
在
論
的
認
識
論
に
つ
い
て

次
田

憲
和

一

本
論
の
あ
ら
ま
し

フ
ラ
ン
ツ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

の
経
験
的

（
一
八
三
八
‐
一
九
一
七
）

心
理
学

と
は
超
越
論
的
で
は
な
く
と
も
一
種
の
現

（
記
述
的
心
理
学
）

象
学
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
小
論
で
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の

こ
う
し
た
現
象
学
的
な
心
理
学
が
そ
れ
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ

―

―

れ
る
実
在
論

「
物
主
義

」
と
も
名
づ
け
ら
れ
る

R
eism

us

へ
と
い
か
な
る
変
転
を
遂
げ
た
か
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
の
少
な
い
晩
年
の
口
述
論
文
な
ど
を
も
と
に
、
そ
の
理
論
的
な
特

徴
と
課
題
に
つ
い
て
論
じ
、
同
時
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
心
理

学
で
は
な
く
「
超
越
論
的
」
哲
学
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
の
意
義
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
）

二

現
象
学
的
立
場
か
ら

実
在
論
的-

存
在
論
的
立
場
へ

（
第
一

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
主
著
『
経
験
的
立
場
に
よ
る
心
理
学
』

に
お
い
て

志
向
性

を

物
理
現
象
に
は
な
い

心

巻
）

、「

」

「

―

―

理
現
象

」
の
徴
表
と
見
な
し
、
志
向
性
と
い
う
特
質
を
担

（
＝
作
用
）
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う
心
理
現
象
の
本
来
の
姿
は
、
内
的
知
覚
の
み
に
よ
っ
て
明
証
的
な

も
の
と
し
て
直
接
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
方
法

（
二
）

、

、

論
的
特
質
を
有
す
る
心
理
学
は
一
種
の
現
象
学
で
も
あ
る
が

他
方

外
的
に
知
覚
さ
れ
る
「
物
理
現
象
」
を
学
の
対
象
と
す
る
物
理
的
自

然
科
学
は
、
こ
う
し
た
現
象
学
的
な
心
理
学
と
は
方
法
上
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
志
向
性

物
理
現
象
と
い
う
「
内
容
」
を
有
し
客

―

観
へ
と
関
係
し
て
ゆ
く

と
い
う
特
質
を
も
つ
心
理
現
象
の
諸

―

類
型

の
記
述
を
行
う
心
理
学
こ
そ
が
哲
学
の
基

（
表
象

判
断

心
情
）

/
/

礎
部
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
土
台
と
し
て
美
学･

論
理
学･

倫

理
学
な
ど
の
他
部
門
の
学
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
だ
が

ブ
―

（
三
）

レ
ン
タ
ー
ノ
心
理
学
は

現
象
学
的
な
学
と
言
え
る

（
不
完
全
な
が
ら
）

と
し
て
も

志
向
的
客
観
と
し
て
の
物
理
現
象
を
超
え
た
物
理

―

的
世
界
自
体
を
完
全
に
遮
断
し
て
い
な
い
た
め
、
純
粋
か
つ
超
越
論

的
な
観
念
論
で
は
な
く
、
実
在
論
的
視
点
を
背
後
に
残
し
た
「
非
超

越
論
的
」
現
象
学
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
そ
の
後
の
哲
学
の
歩
み
に

お
い
て

超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
観
念
論
の
一
種
に
通
じ
る

―
「
志
向
性
」
理
論
を
突
き
詰
め
る
こ
と
な
く
、
あ
る
種
の
「
実

―在
論
」
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
。
彼
の
志
向
性
理
論
を
継
承
し
た
フ
ッ

、

、

サ
ー
ル
が

そ
れ
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
学
か
ら
純
化
し
た
上
で

そ
の
純
粋
志
向
性
理
論
の
内
実
を
極
限
ま
で
に
肥
大
化
さ
せ
て
超
越

論
的
現
象
学
を
作
り
上
げ
て
い
た
頃
、
奇
し
く
も
師
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

「

」

。

は
こ
う
し
た

現
象
学
の
道

を
逆
方
向
に
歩
ん
で
い
た
の
だ
っ
た

、

「

」

こ
れ
は

疑
似
現
象
学
と
し
て
の
記
述
的
心
理
学
か
ら

反
現
象
学

へ
の
転
向
で
あ
ろ
う
。
第
一
巻
の
出
版
か
ら
遥
か
後
の
一
九
一
一
年

に

「
心
理
現
象
の
分
類
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
で
『
経
験
的
立

、
場
に
よ
る
心
理
学

は
最
初
に
公
刊
さ
れ
た
が
、
こ
の
第

』（
第
二
巻
）

二
巻
の
付
録
論
文
に
は
志
向
性
理
論
を
大
き
く
逸
脱
す
る
別
種
の
理

論
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
は
容
易
に
確
認
で
き
る
。
そ
こ
に

（
四
）

（
口
述
筆
記
論
文

は
晩
年
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
思
想
的
境
地
を
示
す

幾
つ
か
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
死
後
『
非
実
在

も
含
む
）

的
な
も
の
か
ら
の
転
向
』
と
し
て
編
集
・
出
版
さ
れ
た
遺
稿
や
書
簡

の
内
に
も

比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
も
あ
る
が

前
記
の

―

―

付
録
論
文
と
ほ
ぼ
同
一
の
思
考
の
軌
跡
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
こ
の
付
録
論
文
お
よ
び
『
非
実
在
的
な
も
の
か
ら
の
転
向
』
に

収
め
ら
れ
て
い
る
書
簡
や
小
論
な
ど
の
、
ポ
ス
ト
志
向
性
理
論
と
し

て
括
る
こ
と
が
で
き
る
幾
つ
か
の
文
献
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

前
期
の
志
向
性
理
論
と
は
相
容
れ
な
い

後
期
理

（
よ
う
に
見
え
る
）
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論
の
一
端
を
本
小
論
で
は
浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
の
後
期
論
文
は
、
一
定
の
一
貫
性
は
あ
っ
て
も
、
残
念

な
こ
と
に
本
格
的
な
体
系
性
を
欠
い
て
い
る
ゆ
え
、
我
々
は
何
よ
り

も
、
こ
れ
ら
の
不
完
全
な
諸
論
文
に
投
影
さ
れ
て
い
る
後
期
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
の
思
考
の
認
識
論
的
‐
存
在
論
的
な
輪
郭
に
ま
ず
は
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
萌
芽
的
な
志

向
性
理
論
が
徹
底
し
て
観
念
論
的
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
か
ら
分
か
る

よ
う
に
、
志
向
性
理
論
と
は
元
来

少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は

―

存
在
者
を
意
識
の
内
な
る
も
の
と
し
て
見
な
す
観
念
論
的
傾

―向
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
志
向
性
理
論
の
成
果
と
し
て
は
多
々

、

『

』

、

あ
ろ
う
が

①

論
理
学
研
究

な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

本
質

あ

個
体
的
事
物
で
は
な
い

普
遍

や

範
疇
的
対
象
性

「

」

「

（

）

（
「

る

「
一
つ
の

「
全
て
の

「
そ
し
て
」
な
ど
と
い
っ
た
、
名
辞
的
意
味
に

」

」

」

」
な
ど
の
理
念
的
対
象
性
の
哲
学

対
応
し
え
な
い
非
自
立
的
な
契
機
）

的
重
要
性
を
指
摘
し
て
、
論
理
学
を
認
識
論
的
に
基
礎
付
け
よ
う
と

し
た
こ
と
、
②

物
理
的
実
在
に
対
応
せ
ず
因
果
的
に
作
用
も
し
え

な
い
虚
構
や
想
像
や
価
値
な
ど
が
主
要
な
哲
学
的
テ
ー
マ
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
を
切
り
開
き
、
意
志
や
感
情
な
ど
非
認
識
的

な
意
識
作
用
の
解
明
の
た
め
の
哲
学
的
基
礎
を
提
供
し
え
た
と
い
う

こ
と
、
③

実
存
哲
学
に
継
承
発
展
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
科
学
に

よ
っ
て
理
想
化
さ
れ
る
以
前
に
直
観
さ
れ
体
験
さ
れ
る
身
近
な
世

界
、
す
な
わ
ち
我
々
が
日
常
生
き
て
い
る
が
ま
ま
の
「
意
味
」
と
し

て
の
環
境
世
界
に
回
帰
す
る
必
要
性
を
説
い
た
こ
と
等
々
、
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
志
向
性
の
立
場
を
採
り
つ
つ
も
超
越
論
的

（
五
）

エ
ポ
ケ
ー
と
い
う
方
法
を
採
ら
な
い
前
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
志
向

（
自
然
的
に
）

的
な
も
の
を
越
え
た
外
界
や
身
体
の
実
在
を
素
朴
に

信
憑
し
て
お
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
哲
学
に
は
依
然
と
し

て
実
在
論
的
側
面
も
疑
い
な
く
存
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
前
期
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
実
在
論
と
観
念
論
の
両
面
的
‐
中

、

、

、

間
的
性
格
を
有
す
る
が

こ
れ
に
対
し

後
期
の
根
本
的
立
場
と
は

①
認
識
論
的
に
は
直
接
実
在
論
な
い
し
は
素
朴
実
在
論
で
あ
り
、
②

そ
の
基
盤
に
あ
る
存
在
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
等
の
流
れ
を
継
ぐ
個

体
主
義
で
あ
る
、
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
後
期
ブ
レ

ン
タ
ー
ノ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
＝
形
而
上
学
の
影
響
は
色

濃
く
反
映
し
つ
つ
も
、
フ
ァ
ン
タ
ス
マ
な
ど
の
心
的
存
在
や
固
有
の

内
的
な
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
認
め
る
そ
の
経
験
主
義
的
認
識
論
は

―

―

志
向
性
と
い
う
思
想
の
淵
源
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
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逆
に
拒
否
し
て
い
る
。

（
六
）

三

直
接
実
在
論
的
認
識
論
と

志
向
性
理
論
の
背
理
に
つ
い
て

志
向
的
対
象
と
は
心
理
現
象
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
外
的
実
在
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
そ
れ
と
の
対
応

関
係
も
保
証
さ
れ
な
い
ゆ
え

「
非
実
在
的

」
な
も

、

nichtreal
irreal

＝

の
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
志
向
性
の
内
に
対
象
と
し
て

（
七
）

現
れ
て
い
る
も
の
は
、
外
的
世
界
の
内
に
実
在
す
る
事
物
で
あ
れ
、

ユ
ニ
コ
ー
ン
の
よ
う
な
想
像
上
の
事
物
で
あ
れ
、
志
向
性
の
様
式
に

は
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
「
客
観
性
」
の
程
度
に
何
ら
差
異
は

（

）

な
い

し
か
し
な
が
ら

経
験
的
立
場
に
よ
る
心
理
学

。

、『

』

第
二
巻

の
「
序
」
で
は

「
最
も
重
要
な
改
訂
の
内
の
一
つ
は
、
心
理
的
関

、

係
は
つ
ね
に
実
在
的
な
も
の

以
外
の
も
の
を
客
観
と
す
る
こ

R
eales

と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
を
私
は
も
は
や
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
の
付
録
論
文
で

（
八
）

は
、
後
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
実
在
論
的
立
場
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
を
表
す
命
題
を
一
九
一
五
年
の
「
思
考
の
対
象
に

つ
い
て
」
か
ら
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

R
eales

「
我
々
の
全
て
の
思
考
の
働
き
は
、
実
在
的
な
も
の

を
客
観
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
思
考
す
る
者
自
身
は
そ
の
思

考
客
観
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
思
考
す
る
者
は
実

D
ing

在
的
な
も
の
で
あ
る

た
だ

我
々
が
思
考
し
つ
つ
事
物

。

、

に
関
わ
る
仕
方
は
多
様
で
あ
る

」
。

（
九
）

「
思
考
す
る
者
は
誰
で
あ
れ
、
語
の
全
く
同
一
の
意
味
に
お

い
て
、
実
在
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い

」
。

（
一
〇
）

こ
の
引
用
中
の
「
実
在
的
な
も
の
」
と
は

「
個
体
的
な
も
の
」

、

、

「

」

、

と
い
う
含
意
も
あ
る
が

本
小
論
で
は

実
在
的

と
い
う
概
念
は

「
非
実
在
的
」
か
つ
「
内
在
的
」
な
も
の
と
し
て
の
「
志
向
的
な
も

の
」
と
対
立
す
る
も
の
と
い
う
含
意
が
あ
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
た

い
。
例
え
ば
「
我
々
は
思
考
し
つ
つ
事
物
に
関
わ
る

」
と

beziehen

い
う
表
現
は
、
理
論
づ
け
は
依
然
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
る
と
は
い

え
、
明
ら
か
に
直
接
実
在
論
な
い
し
は
素
朴
実
在
論
と
呼
ば
れ
る
形
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。「

」
、

態
の
認
識
論
の
本
質
を
表
現
し
て
い
る

志
向
性
（

）

志
向
的
客
観

（
一
一
）

あ
る
い
は
近
代
哲
学
に
お
い
て
往
々
に
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
き
た

「
観
念

「
表
象
」
な
ど
を
介
在
さ
せ
ず
、
心
の
働
き
は
直
接
に
実

」

在
そ
の
も
の
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
表
明

さ
れ
て
い
る
。
思
考
す
る
者
の
内
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
志
向
的
‐
内

在
的
客
観
」

実
在
的
事
物
で
は
な
く
表
象
さ
れ
思
考
さ
れ
て

―

あ
る
だ
け
の
存
在

を
我
々
は
思
考
し
表
象
し
て
い
る
の
で
は

―

な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
を
媒
介
に
し
て
外
的
事
物
を
表
象
し
思

考
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
我
々
は
実
在
そ
れ
自

体
を
直
に
表
象
し
思
考
し
う
る
と
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
次
に
一
九
一
五
年
の
「
思
考
の
対
象
に
つ
い
て
」
と
い
う
晩

年
の
口
述
論
文
か
ら
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

「
我
々
が
思
考
し
つ
つ
ま
た
愛
し
つ
つ
あ
る
何
か
あ
る
も
の

G
eist

に
関
わ
っ
て
い
る
の
で

そ
の
あ
る
も
の
が
我
々
の
精
神

、

な
い
し
は
心

の
中
に
存
在
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
と

H
erz

し
て
も
、
こ
の
と
き
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
全
く
非
本
来

的

な
意
味
で
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思

uneigentlich

G
edachtes

als

考
さ
れ
た
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
た
も
の

G
edachtes

G
eliebtes

、
愛
さ
れ
た
も
の
と
し
て
愛
さ
れ
た
も
の

、

。

als
G
eliebtes

D
ing

は

も
ち
ろ
ん
い
か
な
る
事
物

で
も
な
い

し
か
し
ま
た
、
そ
れ
ら
は
我
々
の
思
考
の
い
か
な
る
対
象
で

も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
思
考
す
る
者

お

der
D
enkende

よ
び
愛
す
る
者

そ
の
も
の
は
、
実
在
的
な
も
の

der
L
iebende

に
属
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
対
象
と
名
づ
け
ら
れ
う

る
の
で
あ
る

」
。

（
一
二
）

言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
前
の
引
用
文
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
新
た
な
概
念
を
駆
使
し
て
よ
り
詳
細
に
語
ら
れ
て
い

る
。
他
の
概
念
を
補
足
し
な
が
ら
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説

明
し
て
み
よ
う

「
思
考
す
る
者
」
や
「
愛
す
る
者
」
自
身
は

「
根

。

、

」

、

「

」

源
的

な
意
味
に
お
い
て

つ
ま
り

本
来
的

ursprünglich
eigentlich＝

な
意
味
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
「
実
在
的
な
も
の

ens
reale

＝

R
eales

ens
rationis

」
で
あ
る
が
、
他
方

「
思
考
さ
れ
た
も
の

、

「
愛
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
志
向
的
客
観
の
よ
う
な

G
edachtes

」

も
の
は
非
本
来
的
な
意
味
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
後
者
は
は
引
用
文

で
よ
り
厳
密
に

思
考
さ
れ
た
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
た
も
の

愛

、「

」「

さ
れ
た
も
の
と
し
て
愛
さ
れ
た
も
の
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
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れ
は
「
事
物
」
と
し
て
実
在
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
な
意
味

「

」

。

で
は

存
在
す
る

と
す
ら
言
え
な
い
疑
似
的
存
在
者
な
の
で
あ
る（

一
三
）

「

」

、

こ
こ
で
登
場
し
て
い
る

思
考
さ
れ
た
も
の

の
定
義
に
つ
い
て
は

一
九
一
七
年
の
「
思
考
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
学
説
」
の
中
に
次

の
よ
う
な
件
が
見
出
さ
れ
る
。

「
中
世
に
お
い
て
は
、
思
考
さ
れ
た
も
の

と
い

ens
rationis

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
的
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
存

在
し
て
い
る

、
と
言
わ
れ
る
と

es
sei,

es
bestehe,

es
existiere

こ
ろ
の
も
の
が
、
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
実
在

的
に
存
立
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
来
的
な
意
味
に

お
い
て
、
そ
れ
は
事
物
で
あ
る
、
そ
れ
は
現
実
に
存
在
し
て

い
る
、
そ
れ
は
本
来
的
意
味
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
、
と

言
う
こ
と
が
で
き
る

」
。

（
一
四
）

中
世
形
而
上
学
の
実
在
論
が
説
く
存
在
者
の
階
層
構
造
の
中
で
は

当
然
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が

「
思
考
さ
れ
た
も
の
」
に
付

―

―

与
さ
れ
る
存
在
論
的
地
位
は
決
し
て
高
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
「
金
の
山
」
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
そ
れ
は
「
思
考
す

る
者
」
の
中
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
金
の
山

が
存
在
す
る
」
と
い
う
陳
述
は

「
思
考
さ
れ
た
金
の
山
が
存
在
す

、

る
」
と
い
う
非
本
来
的
な
存
在
主
張
か
、
も
し
く
は

何
か
真

―

に
存
在
す
る
実
在
物
に
つ
い
て
の
本
来
的
な
主
張
と
解
さ
れ
る
べ
き

な
の
だ
と
し
た
ら

「
金
の
山
が
存
在
す
る
と
思
考
す
る
者
が
存

―

、
、
、
、
、

在
す
る
」
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
ど
う
し
て
も
意
味
し
よ
う
が

な
い
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
れ
ば

「
思
考
さ
れ
た
も
の

、

が
存
在
す
る
」
と
い
う
命
題
は
、
根

（
志
向
的
客
観
の
よ
う
な
も
の
）

ein
etw

as
D
enkendes

源
的
に
は
「
何
か
あ
る
も
の
を
思
考
す
る
者

が
存
在
す
る

と
い
う
文
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
え
ず

後
者
の

存

」

、

「

在
す
る

」
と
い
う
語
の
み
が
、
根
源
的
意
味
で
使
用
さ
れ
て

es
gibt

い
る
の
で
あ
る
。
「
思
考
す
る
者
」
や
「
愛
す
る
者
」
自
身
は
本
来

（
一
五
）

的
な
存
在
と
し
て
の
実
在
物
で
あ
る
の
だ
が
、
思
考
や
愛
の
働
き
が

そ
の
「
内
容

対
象
」
と
す
る
も
の
も
本
来
は
、
志
向
的
‐
内
在
的

/

な
も
の
で
は
な
く
、
実
在
そ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
は
一
九
〇
七
‐
八
年
の
論
文
で
も
端
的
に
「

思
考
さ
れ
た
赤

『

い
も
の

』
で
は
な
く

『
赤
い
も
の

』
が
客

gedachtes
R
otes

R
otes

、

観
と
な
る
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

（
一
六
）

と
こ
ろ
で
、
い
か
に
し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は

「
志
向
的
‐
内
在

、
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的
客
観
＝
思
考
さ
れ
た
も
の
」
を
積
極
的
に
認
め
る
初
期
の
志
向
性

の
テ
ー
ゼ
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
こ
う
し
た
考
え
方

を
す
る
に
至
っ
た
の
か
？

そ
の
動
因
の
全
体
を
見
極
め
る
の
は
至

難
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
が
今
回
取
り
上
げ
る
論
文
群
の
中
で
は
、
以

下
の
論
述
の
中
に
、
決
定
的
な
仕
方
で
最
も
明
晰
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。

（
一
七
）

「
思
考
す
る
者
は
何
か
あ
る
も
の
を
思
考
す
る
、
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
思
考
す
る
者
は
何
か
あ
る
も
の

を
あ
る
も
の
と
し
て
思
考
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
人
間
を
人
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
不
確
定

な
仕
方
で
は
あ
る
が
、
人
間
を
生
物
と
し
て
、
思
考
す
る
の

で
あ
る
。
二
つ
目
の
「
あ
る
も
の
」
も
付
け
加
え
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
、
常
に
付
け
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
目
の
「
あ
る
も
の
」
は
、

思
考
す
る
者
の
名
前
が
一
義
的
に
定
ま
っ
て
い
る
な
ら
ば
、

明
ら
か
に
一
義
的
に
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
二
つ
目
の
「
あ
る
も
の
」
が
『
思
考
さ
れ
た
も

』

、

の

と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

こ
の
こ
と
以
上
に
明
白
な
こ
と
は
何
も
な
い
。
あ
る
一
つ
の

石
を
思
考
す
る
者
は
、
そ
の
石
を
「
思
考
さ
れ
た
石
」
と
し

、
、
、
、
、
、

、
、

て
思
考
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て

「
石
」
と
し

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

、
、

て
思
考
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
を
「
思
考
さ
れ
た
石
」

、
、
、
、
、

と
し
て
思
考
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
承
認
す
る
と
き
で

も

「
思
考
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
み
承
認
す
る
と
い
う
こ

、

〔
引
用
中
の
傍
点
は
筆
者
に

と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

」
。

（
一
八
）

よ
る
。
以
下
同
様

〕
。

心
理
現
象
は
「
実
在
性
」
を
含
ま
な
い
も
の
を
客
観
と
す
る
と
い
う例

志
向
性
理
論
の
根
本
テ
ー
ゼ
と

我
々
の
思
考
は
実
在
的
な
事
物

、

（

を
客
観
と
し
て
有
す
る
と
い
う
実
在

え
ば
一
個
の
「
石
」
そ
の
も
の
）

論
的
テ
ー
ゼ
と
は

少
な
く
と
も
部
分
的
に
は

矛
盾
し
て

―

―

い
る
。
だ
が
前
期
志
向
性
理
論
と
同
じ
く
、
後
期
の
実
在
論
で
も
、

対
象
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
思
考
者
と
の
間
に
は
あ
る
種
の
関
係

性
が
存
立
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
後
期
実

在
論
で
は
こ
う
し
た
対
象
を
、
も
っ
ぱ
ら
思
考
す
る
者
の
内
で
の
み

存
在
し
う
る
志
向
的
客
観
と
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
否
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ブ
レ
ン
タ
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ー
ノ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
敷
衍
し
て
み
よ
う
。
今
こ
こ
で
、

我
々
の
思
考
が
実
在
的
な
も
の
と
し
て
の
「
石
」
に
直
接
関
係
で
き

な
い
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
仮
に
、
思
考
の
働
き
が
関
わ
る

と
こ
ろ
の
一
つ
の
「
石
」
が
実
在
す
る
個
体
と
し
て
の
「
石
」
そ
の

（
志
向
的
に
内
在

も
の
で
な
く

「
志
向
的
‐
内
在
的
客
観
と
し
て
の

、

石
」
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
当
然
「
思
考
さ
れ
た
石
」

す
る
）

と
表
現
し
て
よ
い
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と

「
石
を
石
と
し
て

、

思
考
す
る
」
と
い
う
こ
と
は

「
一
個
の
石
を
『
思
考
さ
れ
た
石
』

、

、
、

と
し
て
思
考
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は

「
思
考
」

、

、
、

が
同
一
の
対
象
と
し
て
の
「
石
」
に
二
重
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
は
我
々
の
思
考
の
実
相
に
反
し
て
い
る

「
思
考
さ

。

れ
た
も
の
を
思
考
す
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
思
考
の
働
き
が
同
一
の

対
象
に
二
重
に
関
わ
っ
て
い
る
場
面
な
ど
我
々
は
ど
こ
に
も
目
撃
し

え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
思
考
す
る
こ
と
と
は
い
わ
ば
「
い

ま
だ
思
考
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
実
在
を
思
考
に
も
た
ら
す
」
と
い
う

だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
物
そ
の
も
の
の
世
界

以
外
に
志
向
的
客
観
の
世
界
を
認
め
る
前
期
の
二
世
界
説
は
、
余
剰

物
を
設
け
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
思
考
す
る
と
き
あ
く
ま
で
我

々
は
唯
一
の
石
そ
の
も
の
を
直
接
思
考
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

直
接
実
在
論
的
認
識
論
の
基
底
に
あ
る

個
体
主
義
的
存
在
論

こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
も
推
測
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た

素
朴
実
在
論
的
認
識
論
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
採
る
こ
と
の
背
景
に
は

「
思
考
す
る
者
」
も
「
そ
の
思
考
の
は
た
ら
き
の
内
容
と
な
る

―も
の
」
も
共
に
個
体
と
し
て
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
実
在
す
る
と

考
え
る

個
体
主
義
的
存
在
論
と
い
う
べ
き
前
提
が
存
し
て
い

―

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
〇
八
年
の
小
論
で
は
「
や
は
り
実
在
的

（
一
九
）

な
も
の
は
個
体
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が

「
実
在
性
」
と
「
個
体
性
」
は

、

重
複
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
類
縁
関
係
に
あ
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

（
二
〇
）

『
非
実
在
的
な
も
の
か
ら
の
転
向
』
に
収
録
さ
れ
た
「
客
観
に
つ
い

て

と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
の
論
文
で
は
既
に
、

」（
一
九
〇
六
年
）

次
の
よ
う
に
明
晰
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
内
容
と
は
、
関
係
項

、
つ
ま
り
思
考
さ
れ
た
も
の

K
orrelat

と
し
て
思
考
さ
れ
た
も
の

で
は
な

G
edachtes

als
G
edachtes

い
。
あ
る
者
が
『
Ａ
は
存
在
す
る
』
と
思
考
す
る
と
す
る
な

ら
、
存
在
す
る
Ａ
は
、
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
思
考
さ
れ
た

存
在
す
る
Ａ
は
、
そ
の
内
容
な
の
で
は
な
い
。
存
在
す
る
Ａ

、
、
、
、
、

は
、
Ａ
は
存
在
す
る
と
思
考
す
る
者
が
い
な
く
て
も
、
存
在

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

し
う
る
で
あ
ろ
う
。
全
て
の
思
考
す
る
者
が
対
象
つ
ま
り
内

、
、
、
、
、
、
、

容
を
有
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
そ
の

者
が
、
関
係
す
る
も
の

に
向
か
い
合
っ
て
い
る
相

K
orrelativ

対
的
な
も
の

だ
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
さ
れ
て
い
な

R
elativ

い

」
。

（
二
一
）

「
Ａ
を
思
考
す
る
者
が
存
在
す
る
と
言
う
人
と
、
思
考
さ
れ

た
Ａ
が
存
在
す
る
と
言
う
人
は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
は
前
者
と
同
じ
だ
け
の
こ
と

し
か
述
べ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
Ａ
そ
の
も
の
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

」
。

（
二
二
）

志
向
性
理
論
の
観
念
論
的
テ
ー
ゼ
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
は
明

（
本
来

白
で
あ
る
が

「
思
考
内
容
」
は
思
考
す
る
者
か
ら
独
立
に

、

存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

的
‐
根
源
的
な
意
味
で
）

も

証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も

明
ら
か
に
こ
こ
で

―

――

―

主
張
さ
れ
て
い
る
。
思
考
す
る
者
自
身
が

個
体
と
し
て

実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て

「
思
考
の
内
容
」

、

（
思
考
さ
れ
た
も
の
と
し
て

の
方
も
「
単
に
思
考
さ
れ
た
だ
け
の
も
の

」
と
見
な
さ
れ
て
志
向
的
か
つ
内
在
的
に
解
釈
さ

思
考
さ
れ
た
も
の
）

れ
ず
に
、
あ
く
ま
で
実
在
論
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言

（
二
三
）

え
ば

「
赤
い
も
の
を
思
考
す
る
者
は
赤
い
も
の
な
く
し
て
も
存
在

、

、
、

、
、

し
う
る
し
、
逆
も
ま
た
成
り
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

（
二
四
）

前
提
さ
れ
て
い
る
思
想
は
、
思
考
す
る
者
ば
か
り
か
そ
の
思
考
内
容

も
真
正
な
る
意
味
の
存
在
者
と
し
て
の
個
体
的
実
在
で
あ
る
と
い
う

存
在
論
な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
個
体
主
義
的
存
在
論
の
制
約
下
に

お
い
て
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
思
考
者
が
そ
の
対
象
に
関
わ
る
と
き

思
考
者
の
個
体
的
実
在
性
ば
か
り
か
そ
の
思
考
内
容
の
個
体
的
実
在

性
も
共
に
保
た
れ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
思
考
者
は
あ
る
も
の
を

思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
対
象
の
客
観
的
実
在
性
を
失
う
こ
と

な
く
そ
れ
に
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
実
在
論
的
認
識
論
を

呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
五
）

と
は
い
え
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
実
在
論
の
理
論
的
基
礎
づ
け
は
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依
然
不
完
全
で
あ
り
、
実
在
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
は
決
し
て
充

分
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
例
え
ば
、
一
九
〇
七
‐
八
年
の
小

論
「
思
考
と
思
考
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
」
で
は
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス

や
ロ
ッ
ツ
ェ
の
実
在
論
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
若
干
参

考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
物
が
「
現
実
の
中
で
の
存
在
」
で
あ

、

「

」

り
つ
つ

同
時
に
そ
の
客
観
性
を
失
わ
ず
に

思
考
の
中
で
の
存
在

で
も
あ
り
え
る
と
い
う
よ
う
に
、
二
重
の
仕
方
で
存
在
し
う
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
思
考
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
非
事
物
化
‐
観
念
化
さ

れ
る

志
向
的
対
象
と
し
て
意
識
内
在
化
さ
れ
、
主
観
的
表
象

―

。

内
容
へ
と
変
質
す
る

と
見
な
す
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

―

、

「

、

こ
の
点

ロ
ッ
ツ
ェ
の

現
実
の
中
で
の
存
在

と
同
じ
く

E
xistenz

、

、

悟
性
の
中
で
の
存
在
も

真
に
事
物
の
存
在

な
の
で
あ
り

E
xistenz

た
だ
異
な
っ
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
実
在
論

的
議
論
は
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
二
六
）

ま
た

客
観
に
つ
い
て

と
い
う
論
文
で
も

客

「

」

、「

（

）

一
九
〇
六
年

観
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
て
の
心
理
現
象
の
一
般
的
性
格
で
あ

る
」
と
い
う
、
志
向
性
の
テ
ー
ゼ
に
類
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
だ

（
二
七
）

が
、
こ
こ
で
の
「
客
観
」
は

「
思
考
さ
れ
た
も
の
と
し
て
思
考
さ

、

れ
た
も
の
＝
非
実
在
的
な
も
の

」
と
し

（
志
向
的
‐
内
在
的
な
も
の
）

思
考
さ
れ
て
は
い

て
観
念
論
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く

「
、
（

る
が

非

）

（

実
在
的
な
も
の

と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

志
向
性

」

。

の
立
場
か
ら
対
象
の
実
在
性
を
認
め
る
立
場
へ
の
転
向
に

実
在
性
）、「

」

、

お
い
て

客
観
へ
の
関
係

理
論
は
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も

実
在
論
的
に
再
解
釈
さ
れ
た
と
言
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
だ
が
実

は
、
あ
る
か
た
ち
の
実
在
論
的
見
方
は
前
期
の
志
向
性
の
立
場
に
お

い
て
も
、
確
実
に
背
景
に
息
づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
は
、
志
向
的
客
観
を
認
め
る
こ
と
を
公
言
し
つ
つ
も
、
実
在
世

界
を
そ
の
理
論
か
ら
排
除
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
超
越
論
的
エ
ポ
ケ

ー
の
よ
う
な
も
の
を
遂
行
し
て
い
な
い
た
め
、
結
局
は
、
個
体
的
事

物
か
ら
な
る
外
的
世
界
と
志
向
性
の
内
的
世
界
を
認
め
る
二
重
世
界

論
が
、
前
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
立
場
な
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

存
在
論
的
信
念
が
浮
上
し
て
く
る
に
伴
い
、
志
向
性
と
い
う
も
の
全

般
を
放
棄
し
直
接
実
在
論
的
認
識
論
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る

経
。『

験
的
立
場
に
よ
る
心
理
学
』
で
は
志
向
性
理
論
の
陰
に
隠
れ
て
い
た

と
き
か
ら
伏
在
し
て
い
た
個
体
主
義
的
存
在
論
が
後
期
ブ
レ
ン
タ
ー

（
外
的
実
在

ノ
で
は
顕
在
化
し
、
そ
の
枠
の
中
で
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は

志
向
性
理
論
を
拒
否
し
素
朴

を
否
定
す
る
観
念
論
に
通
じ
か
ね
な
い
）

実
在
論
の
立
場
を
表
立
っ
て
採
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
八
）
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五

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の

「
超
越
論
的
」
意
義
に
つ
い
て

さ
て
、
こ
う
し
た
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
実
在
論
に
つ
い
て
、
超
越
論

的
観
念
論
の
側
か
ら
は
ど
う
い
っ
た
反
論
が
可
能
か
考
え
て
み
た

い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
思
考
の
対
象
が
前
も
っ
て
思
考
さ
れ
た
も

の
、
す
な
わ
ち
「
思
考
さ
れ
た
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
た
も
の
」
だ

と
す
る
と
、
思
考
が
同
一
の
対
象
に
二
重
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
先
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
立
場
か
ら

も
種
々
の
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
行
っ
た
よ
う
に
自

然
的
態
度
と
超
越
論
的
態
度
を
画
然
と
次
元
的
に
区
別
し

し
―

か
も
後
者
は
前
者
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
前
者
を
包
括

す
る

後
者
の
態
度
の
中
で
使
用
さ
れ
る
認
識
論
上
の
言
語
そ

―

、「

」

の
も
の
を
そ
こ
で
新
た
に
定
義
し
直
す
な
ら

思
考
す
る

D
enken

と
い
う
作
用
を
二
度
持
ち
出
す
必
要
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
す
れ
ば

「
思
考
す
る
」
と
い
う
自
然
的
な
認
識
論
の
語
は

、

超
越
論
的
な
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
思
考
」
と
い

う
概
念
そ
の
も
の
が
超
越
論
的
な
論
脈
で
使
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
が
、
厳
密
に
は

「
構
成

ノ
エ
シ
ス
‐
ノ
エ
マ

意
味
」

、

/
/

な
ど
の
お
馴
染
み
の
超
越
論
的
諸
概
念
に
吸
収
さ
れ
再
構
築
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

（
素

自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
、
我
々
は
多
か
れ
少
な
か
れ
直
接

、

、

「

」

「

」

朴
）
実
在
論
的
で
あ
り

外
的
事
物
を

例
え
ば

石

な
り

馬

な
り
を
直
接
知
覚
し
認
識
し
て
い
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
で
あ
ろ

（
も
ち
ろ
ん
自
然
的
態
度
と
は
非
超
越
論
的
な
態
度
全
般
を
指
す
極

う
。

（
二
九
）

め
て
広
範
な
概
念
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
実
在
論
的
見
方
の
み

こ
れ
に
反
し
、
志
向
的
な
も
の
を
採
り

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

）
。

入
れ
た
見
方
は
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
観
念
論
的
で
あ
る
か
、
と

も
す
れ
ば
そ
れ
へ
と
成
長
す
る
種
子
を
常
に
内
在
さ
せ
て
い
る
。
こ

の
種
子
の
中
に
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
指
摘
し
た
よ
う
に

直
―

接
実
在
論
の
ご
と
く
「
石
を
石
と
し
て
そ
の
ま
ま
思
考
す
る
」
で
は

な
く

「
石
を
『
思
考
さ
れ
た
石
』
と
し
て
思
考
す
る
」
と
い
う

―

可
能
性
が
胚
胎
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
な
る
と
志
向
性
理
論
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が

そ
し
て
ま
た
後
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
も

忌

―

―

避
し
た
悪
し
き
「
主
観
的
観
念
論
」
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

。

、

「

」

で
あ
ろ
う

だ
が

自
然
的
な
認
識
論
の
言
語
で

石
を
思
考
す
る

（
三
〇
）

と
記
述
さ
れ
る
事
態
は
、
超
越
論
的
態
度
に
お
い
て

「
石
」
が
意

、

、

味

と
し
て
ノ
エ
シ
ス
の
作
用
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
云
々

（

）

ノ
エ
マ
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と
い
う
周
知
の
語
り
方
で
記
述
さ
れ
直
す
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
と
き
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
成
理
論
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
性

、

「

」

理
論
と
異
な
る
点
は

意
味

と
し
て
解
釈
さ
れ
た

石

（

）

ノ
エ
マ

は
、
心
の
中
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
①
主
観
性
・
内
在
性
・

観
念
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
の
方
法

に
よ
っ
て
実
在
世
界

が
遮
断
さ
れ
る
こ
と

（
実
在
的
事
物
そ
の
も
の
）

（
指
示
性
・
方

と
相
ま
っ
て
、
そ
の
②
超
越
性
・
客
観
性
・
現
実
性

等
々
に
む
し
ろ
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

向
性
）

で
あ
る
。
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
、
超
越
論
的
観
念
論
と
は
こ
の

（
三
一
）

限
り
に
お
い
て
ま
さ
に
、
主
観
的
観
念
論
で
も
素
朴
実
在
論
で
も
な

い
第
三
の
新
た
な
地
平
に
立
と
う
と
す
る
特
異
な
目
論
み
で
あ
っ
た

、
、
、
、
、
、

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
説
に
つ
い
て
、
こ

こ
で
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
超
越
論
的
観
念
論
と
は
、
実
在
論
の
単
な
る
否

定
と
し
て
の
観
念
論
で
は
な
く
、
我
々
が
自
然
に
抱
く
実
在
論
的
な

信
念
を
よ
り
高
次
の
視
点
か
ら
解
体
し
新
た
な
概
念
を
駆
使
し
て
再

解
釈
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
象
学
と
い
う

学
の
目
指
す
こ
う
し
た
メ
タ
性
は
、
事
実
、
他
な
ら
ぬ
超
越
論
的
エ

ポ
ケ
ー
と
い
う
方
法
が

す
な
わ
ち
世
界
の
存
在
を
肯
定
も
否

―

定
も
せ
ず
そ
れ
を
括
弧
に
入
れ
る
と
い
う
あ
の
操
作
の

目
指

―

、
、

す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
誰
よ
り
も
フ
ッ
サ
ー
ル
自
ら
が
自
認
し
て

い
た
己
の
学
説
の
真
髄
で
も
あ
っ
た
。

六

結
語

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
実
在
論
の
課
題

―

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
直
接
実
在
論
の
立
場

を
採
っ
た
と
し
て
も
、
別
の
課
題
が
新
た
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
志
向
性
理
論
に
お
い
て
は
、
普
遍
や
虚
構
・
想
像
な
ど
も
、

実
在
物
と
同
様
の
積
極
的
な
価
値
を
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
が
、
直
接
実
在
論
的
立
場
を
採
る
と
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
対
象
は

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に

従
っ
て
、
個
体
と
し
て
の
馬
が
精
神
の
外
に
実
在
す
る
と
前
提
し
、

か
つ
ま
た
、
個
体
と
し
て
の
馬
を
我
々
は
直
接
に
表
象
し
思
考
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
よ
う
。
し
か
し
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、

つ
ま
り
半
人
半
馬
の
怪
物
や
普
遍
な
ど
を
個
々
の
馬
の
ご
と
く
思
考

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
は
、
そ
れ
ら
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が
精
神
の
外
に
存
在
す
る
真
正
な
る
実
在
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

直
ち
に
帰
結
し
え
な
い
。
も
し
仮
に
帰
結
す
る
と
す
れ
ば
、
今
度
は

個
体
的
実
在
で
な
い
も
の
の
現
実
存
在
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
か

と
い
う
、
そ
れ
ら
の
存
在
の
様
式
が
問
題
と
な
ろ
う
。
本
論
で
は
詳

し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
の
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
個
体
的

（
少
な
く
と
も

実
在
物
と
同
じ
く
我
々
の
思
考
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、

根
源
的
な
意
味
で
は
存
在

そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
）

し
な
い
普
遍
や
虚
構
な
ど
の
非
実
在
物
を
い
か
に
扱
う
か
が
、
ブ
レ

ン
タ
ー
ノ
に
お
い
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
実
際
、

問
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
錯

覚
や
外
的
実
在
の
あ
り
方
に
対
応
し
え
な
い
第
二
性
質
の
問
題
な

ど
、
直
接
実
在
論
に
は
多
く
の
認
識
論
上
の
困
難
が
生
じ
る
。

本
来
的
意
味
で
は
存
在
し
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
抽
象
物

」

こ
の
対
立
概
念
が
「
具
体
物

」
で
あ

A
bstruktum

K
onkretum

―

る

と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
見
な
す
も
の
に
は
、
普
遍
や
虚
構
物

―
以
外
に
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
件
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。

「
そ
れ
ゆ
え
、
実
在
的
な
も
の
と
い
う
概
念
に
完
全
に
含
ま

れ
る
事
物
以
外
の
も
の
は
、
決
し
て
心
理
的
関
係
に
と
っ
て

客
観
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
一
般
に
妥

当
す
る
。
現
在
・
過
去
・
未
来
、
あ
る
い
は
ま
た
、
現
在
す

る
も
の
・
過
去
の
も
の
・
未
来
の
も
の
、
ま
た
、
存
在
・
非

存
在
、
あ
る
い
は
ま
た
、
存
在
す
る
も
の
・
存
在
し
な
い
も

の
、
必
然
性
・
非
必
然
性
、
可
能
性
・
不
可
能
性
、
あ
る
い

は
ま
た
、
必
然
的
な
も
の
・
非
必
然
的
な
も
の
、
可
能
な
も

の
・
不
可
能
な
も
の

真
・
偽

あ
る
い
は

真
な
る
も
の
・

、

、

、
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
・

偽
な
る
も
の

善
・
悪

い
わ
ゆ
る
現
実
性

、

、

（

エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア

（
エ
イ
ド
ス
・
ロ
ゴ
ス
・

）
、
あ
る
い
は
、
形
相

。
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

モ
ル
フ
ェ
ー
）

レ
ス
が
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
言
語
で
表
現
さ
れ
る
際
に

は
、
赤
さ
・
形
・
人
間
本
性
な
ど
の
よ
う
な
抽
象
名
が
用
い

ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
に
加
え
、
承
認
さ

れ
た
も
の
・
拒
否
さ
れ
た
も
の
・
愛
さ
れ
た
も
の
・
憎
ま
れ

た
も
の
・
表
象
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
た
、
客
観
と
し
て
の
客

観
も
、
実
在
的
な
も
の
と
同
じ
よ
う
に
は
、
我
々
が
対
象
と

し
て
心
理
的
に
関
係
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
え
な

い

」
。

（
三
二
）
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こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
根
源
的
な
意
味
の
存
在
で
な

、

、

い
抽
象
物
の
う
ち
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
は

晩
年
の
論
文
に
お
い
て

例
を
挙
げ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に

よ
る
と
、
例
え
ば
、
過
去
や
未
来
は
現
在
存
在
す
る
も
の
を
承
認
す

る
際
の
様
式
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
現
在
あ
る
も
の
の
み
が
真
に
実
在

的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
構
想

し
た
よ
う
な
抽
象
的
な
形
式

主
観
的
な
も
の
で
あ
れ
客
観
的

―

な
も
の
で
あ
れ

と
し
て
の
時
間
‐
空
間
な
ど
は
本
来
的
な
意

―

味
の
存
在
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
個
々
の
事
物
の

持
続
と
し
て
の
時
間
や
、
諸
個
体
の
位
置
す
る
空
間
点
お
よ
び
そ
れ

ら
の
連
続
的
関
係
は
認
め
る
が
、
実
無
限
の
連
続
体
と
し
て
の
空
虚

な
時
間
と
空
間
は
認
め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
最

（
三
三
）

晩
年
の
一
九
一
七
年
の
「
思
考
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
」
で

「
個

、

々
の
バ
ラ
、
個
々
の
馬
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け

で
ま
た
、
個
々
の
空
間
的
に
延
長
し
た
も
の
、
個
々
の
持
続
す
る
も

の
の
み
が
存
在
す
る
」
と
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
ブ

（
三
四
）

レ
ン
タ
ー
ノ
の
次
な
る
課
題
は
、
疑
似
存
在
た
る
空
間
や
時
間
な
ど

の
抽
象
物
が
い
か
に
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
我
々
に
見
え

、
、
、
、
、

る
の
か
の
仕
組
み
を
解
き
明
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の

解
明
を
他
の
抽
象
物
に
つ
い
て
も
施
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
は
個
体
的
実
在
の
み

が
思
考
さ
れ
う
る
の
だ
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
主
張
し
、
思
考
内
容
の

う
ち
個
体
的
実
在
で
な
い
も
の
を
悉
く
個
体
的
実
在
に
「
還
元
」
す

る
の
な
ら
ば
、
非
実
在
が
実
在
す
る
も
の
と
し
て
我
々
に
「
妥
当
」

、
、
、

し
て
い
る
か
ら
く
り
を
説
明
す
る
こ
と

こ
れ
は
ま
さ
に
フ
ッ

―

サ
ー
ル
現
象
学
の
「
構
成
分
析
」
に
も
類
似
し
た
手
続
き
で
あ
ろ
う

が
同
時
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
加
え
て
、

―何
よ
り
そ
う
し
た
個
体
的
実
在
物
を
我
々
が
知
覚
し
認
識
す
る
際
の

プ
ロ
セ
ス
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
個
体
主
義
的
存
在
論
と
い
う
前
提
の
も
と
で
）

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

直
接
実
在
論
を
批
判
に
耐
え
う
る
よ
り
真
っ
当
な
認
識
論
へ
と
練
り

上
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の

テ
ク
ス
ト
広
く
精
査
し
て
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
本
小
論
に
そ
の
余
裕
は
な
く
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
て
別
稿

に
譲
り
た
い
。

（
三
五
）
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註
（
一
）
筆
者
が
使
用
し
た
『
経
験
的
立
場
に
よ
る
心
理
学
』
の
版
は
、
オ
ス
カ

ー･

ク
ラ
ウ
な
ど
に
よ
り
編
集
さ
れ
、
遺
稿
な
ど
が
付
録
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い

る
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

F
ranz

B
rentano,

,
m
it
E
inleitung,

P
sychologie

vom
em

pirischen
Standpunkt

A
nerkennung

und
R
egister

herausgegeben
von

O
skar

K
raus,

E
rster

B
and.

P
hilosophische

B
ibliothek

B
and

192,
unveränderter

N
achdruck

1973
der

A
usgabe

von
1924,

Felix
M
einer

V
erlag,

H
am

burg.

,
,
m
it

E
inleitung,

A
ner-

―

P
sychologie

vom
em

pirischen
Standpunkt

kennung
und

R
egister

herausgegeben
von

O
skar

K
raus,

Z
w
eiter

B
and:

V
on

der
K
lassifikation

der
psychischen

Phänom
ene,

m
it
neuen

A
bhandlungen

aus
dem

N
achlass.

P
hilosophische

B
ibliothek

B
and

193,
unveränderter

N
achdruck

der
A
usgabe

von
1925,

F
elix

M
einer

V
erlag,

H
am

burg,
1959.

,
D
ritter

B
and:

V
om

sinn-

―

P
sychologie

vom
em

pirischen
Standpunkt,

lichen
und

noetischen
B
ew

usstsein
Ä
ussere

und
innere

W
ahrnehm

ung,
-

B
egriffe,

m
it

A
nerkennung

herausgegeben
von

O
sker

K
raus,

neu
ein-

geleitet
und

revidiert
von

F
ranziska

M
ayer-H

illebrand.
P
hilosophische

B
ibliothek

B
and

207,
zw

eite
A
uflage

1968,
unveränderter

N
achdruck

1974,

die
erste

A
uflage

erschien
1928

unter
dem

T
itel

,,V
om

sinnlichen
und

こ
れ
ら
の

noetischen
B
ew

usstsein“,
V
erlag

von
F
elix

M
einer,

H
am

burg.

著
作
は
、

と
略
記
し
、
そ
の
参
照
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
数

Psychologie

字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数
を
表
す
。

ま
た
、
書
簡
‐
小
論
集
『
非
実
在
的
な
も
の
か
ら
の
転
向
』
は
次
の
版
に
拠

F
ranz

B
rentano,

,
B
riefe

und
A
bhand-

っ
た
。

D
ie

A
bkehr

vom
N

ichtrealen

lungen
aus

dem
N
achlass,

m
it

einer
E
inleitung

herausgegeben
von

F
ranziska

M
ayer-H

illebrand.
P
hilosophische

B
ibliothek

B
and

314,
1966,

die
erste

A
uflage

erschienen
im

A
.
Francke

V
erlag,

B
ern,

1977,
T
itel-

auflage
in

die
P
hilosophische

B
ibliothek

als
B
and

314,
F
elix

M
einer

こ
の
書
は
本
論
で
は
、

と
略
記
し
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
頁
数

V
erlag.

A
bkehr

を
指
示
し
て
い
る
。

（
二
）
我
々
は
例
え
ば
音
を
聞
く
と
き

「
音
」
と
い
う
表
象
と
「
音
を
聞
く
作

、

用
」
の
表
象
と
い
う
二
つ
の
表
象
を
有
す
る
が
、
後
者
の
心
理
現
象
は
内
的
知

覚
に
よ
り
、
前
者
の
物
理
現
象
は
外
的
知
覚
に
よ
り
把
握
さ
れ
て
い
る
。
音
を

聞
く
作
用
を
客
観
と
す
る
作
用
を
さ
ら
に
ま
た
客
観
と
す
る
、
そ
れ
と
は
別
の

心
理
作
用
、
と
い
う
よ
う
な
「
第
三
の
も
の
」
を
こ
こ
で
認
め
る
と
無
限
背
進

に
陥
る
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
音
と
い
う
第
一
次
的
客
観

に
は
第
一
次
的
な
心
理
作
用
が
向
か
う
が
、
こ
の
第
一
次
的
心
理
作
用
そ
の
も

の
は
、
第
二
次
的
客
観
と
し
て
、
第
二
次
的
な
心
理
作
用
に
よ
っ
て
、
と
も
に

把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
第
二
次
的
心
理
作

用
は
、
前
者
の
第
一
次
的
心
理
作
用
と
別
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
合
致
し
て

い
る
た
め
、
遡
行
は
こ
の
第
二
段
階
で
停
止
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（

）

こ
れ
に
つ
い
て
第
一
巻
で

「
あ
る
心
理
活
動

P
sychologie

B
d.I,

S
.183.

、

に
つ
い
て
の
内
的
知
覚
は
、
こ
の
心
理
活
動
と
と
も
に
同
一
の
実
在
的
統
一

reale
E
inheit

P
sychologie

に
属
し
て
い
る
」
と
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
。

）

反
省
の
も
つ
こ
う
し
た
統
一
構
造
に
よ
っ
て
内
的
知
覚
の
明
証

B
d.I,

S
.249.

性
は
保
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
よ
る
心
理
現
象
の

V
gl.

P
sychologie

B
d.II,

S
.121.

分
類
の
特
徴
は
、
①
「
表
象
」
が
他
の
二
者
を
基
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

点
、
②
テ
ー
テ
ン
ス
以
来
区
分
さ
れ
て
い
た
「
感
情
」
と
「
意
志
」
が
明
確
に

一
線
を
引
い
て
区
別
し
え
な
い
も
の
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
て
い
る
点
、

③
「
認
識
」
や
「
思
考
」
と
し
て
ひ
と
括
り
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
「
表
象
」

「

」

。

『

』

と

判
断

を
区
別
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
る

フ
ッ
サ
ー
ル
は

論
理
学
研
究

第
五
研
究
で
「
表
象
」
概
念
の
有
害
な
多
義
性
を
指
摘
し

「
表
象
」
の
一
三
の

、

異
な
る
意
味
を
分
類
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
多
義
性
が
近
代
の
認
識

論
を
混
乱
さ
せ
て
き
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
彼
自
身
こ
の
概
念
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を
避
け
る
こ
と
も
多
い
。

（
四
）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
最
晩
年
に
は
失
明
状
態
に
あ
っ
た
た
め

『
経
験
的
立

、

場
に
よ
る
心
理
学

（
第
二
巻
）
の
付
録
論
文
な
ど
、
幾
つ
か
の
論
文
は
口
述
筆

』

F
ranz

B
rentano:

Z
ur

K
enntnis

記
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。V

gl.
O
skar

K
raus,

,
C
.
H
.
B
eck’sche

V
erlagsbuchhandlung,

seines
L
ebens

und
seiner

L
ehre

M
ünchen,

1919.

V
gl.

B
d.X

V
III,

（
五
）

H
usserliana:

E
dm

und
H

usserl
G

esam
m

elte
W

erke

範
疇
的
直
観
は
感
性
的
直
観
と
は
異
な
る
が
、
や
は
り
一
種
の

X
IX
/1,

X
IX
/2.

直
観
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
特
殊
な
直
観
は
感
性
的
知
覚
の
よ
う
な
基
礎

的
作
用
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
志
向
的
対
象
性
に
は
Ａ
や
Ｂ
と
い
う
個
体
的

な
事
物
だ
け
で
は
な
く

「
Ａ
と
Ｂ
」
や
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
比
較

、

的
高
次
の
対
象
性
も
あ
る
が
、
我
々
は
Ａ
や
Ｂ
を
感
性
的
に
知
覚
す
る
だ
け
で

な
く

「
Ａ
と
Ｂ

（

「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る

（

」
と
い
う
対
象

、

）
」

）

A
und

B
A

ist
B

も
独
特
の
意
味
で
の
直
観
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
う
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
て

い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
理
論
と
は
単
な
る
原
子
論
で
は
な
い
わ
け
で
あ

る
。

D
ie

P
hiloso-

（
六
）C

f.
R
olf

G
eorge,

B
rentano’s

R
elation

to
A
ristotle,

in

:
B
eiträge

zur
B
rentano-K

onferenz,
G
raz,

4.-8.
phie

F
ranz

B
rentanos

S
eptem

ber
1977,

herausgegeben
von

R
.
M
.
C
hisolm

und
R
.
H
aller,

E
dition

R
odopi

N
.V
.,

A
m
sterdam

,
1978,

auch
erschienen

als
G
razer

P
hilo-

（

sophische
S
tudien

B
and

5,
1978

.）

（
七

「
非
実
在
的
」
と
い
う
語
の
原
語
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

と

）

,,irreal‘‘

い
う
語
を
使
用
す
る
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は

と
い
う
語
を
多
用
す

,,nichtreal‘‘

る
。

P
sychologie

B
d.II,

S
.2.

（
八
）P
sychologie

B
d.II,

S
.216.

（
九
）

P
sychologie

B
d.II,

S
.214.

（
一
○
）

（
一
一
）
初
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
性
理
論
の
到
達
点
た
る
『
経
験
的
立
場

に
よ
る
心
理
学

（
第
一
巻
）
に
は
志
向
性
の
本
質
に
つ
い
て
簡
潔
な
説
明
を
施

』

し
た
あ
ま
り
に
も
有
名
な
件
が
あ
っ
た
が
、
後
の
『
非
実
在
的
な
も
の
か
ら
の

転
向
』
に
お
い
て
、
志
向
性
理
論
の
内
の
対
象
所
有
性
の
要
件
は
実
の
と
こ
ろ

廃
棄
さ
れ
ず
に
、
次
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
ら
れ
る

「
思
考
す
る
者
は
何
か
を

。

思
考
す
る
、
つ
ま
り
思
考
す
る
者
は
無
内
容
で
も
、
無
対
象
で
も
な
い
。
こ
の

こ
と
は
否
定
し
え
な
い

（

）

こ
こ
で
の
「
内
容
」
は
「
存
在

。
」

A
bkehr,

S
.323.

、
、

す
る
内
容
」
と
し
て
実
在
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て

「
思
考
さ
れ
た

、

、
、

、
、
、
、
、

」

。

、

存
在
す
る
内
容

と
し
て
観
念
論
的
に
解
釈
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

な
お

こ
こ
で
「
思
考
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
な
に
も
高
度
な
理
論
的
判
断
や
推
論

な
ど
を
ま
ず
念
頭
に
置
く
必
要
は
な
い
。
思
考
す
る
こ
と
は
見
る
こ
と
や
聞
く

こ
と
に
似
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ブ
レ
ン

タ
ー
ノ
で
は
科
学
的
思
考
以
前
の
「
素
朴

」
な
日
常
的
思
考
が
直
に
実
在

naiv

に
関
係
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
か
ろ
う

（

）

。

V
gl.

a.a.O
.

P
sychologie

B
d.II,

215f.

（
一
二
）

（
一
三
）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、

と

を
多
く
の

,,ens
rationis‘‘

,,ein
G
edachtes‘‘

箇
所
で
等
置
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
前
者
も
「
思
考
さ
れ
た
も
の
」
と
訳
す

の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
志
向
的
対
象
の
よ
う
な
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
思
考

、

、

の
作
用
が
関
わ
る
内
容
な
の
だ
と
す
る
と

そ
こ
に
成
り
立
っ
て
い
る
関
係
は

（
実
在
論
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
）
正
当
に
「
関
係
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
あ
ら
ゆ
る
思
考
作
用
（
コ
ギ
ト
の
働
き
）

に
特
徴
的
な
い
わ
ゆ
る
心
理
的
関
係
は
本
来
の
関
係
で
は
な
い
」
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う

（

）

。

A
bkehr,

S.372.

A
bkehr,

S.390.
（
一
四
）V

gl.
A
bkehr,

S
.361,

390.
（
一
五
）A

bkehr,
S.369.

（
一
六
）

（
一
七
）
志
向
性
理
論
か
ら
の
離
反
の
要
因
を
見
定
め
る
た
め
に
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
研
究
を
含
め
た
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
他
の
論
文
を
幅
広
く
研
究
す
る
こ
と

が
今
後
の
筆
者
に
要
求
さ
れ
る
。
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P
sychologie

B
d.II,

S
.213.

（
一
八
）

（
一
九

『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
の
第
二
巻
（
一
九
一
一
年
）
の
本
文

）

で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
あ
ら
ゆ

る
形
式
の
判
断
（
定
言
的
形
式
・
仮
言
的
形
式
・
選
言
的
形
式
）
は
、
意
味
を

変
え
ず
に
、
存
在
命
題
の
か
た
ち
で
表
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
定
言
的
判
断

に
つ
い
て
の
み
説
明
す
れ
ば

「
ｐ
は
ｑ
で
あ
る
」
と
い
う
定
言
命
題
は

「
ｑ

、

、

」

。

、「

」

で
あ
る
ｐ
が
あ
る

と
い
う
存
在
命
題
に
変
換
し
う
る

そ
し
て

ｐ
が
あ
る

と
い
う
判
断
は

「
ｐ
」
と
い
う
表
象
と
「
存
在
（
あ
る

」
と
い
う
表
象
と
の

、

）

単
な
る
結
合
で
は
な
く

「
ｐ
」
と
い
う
対
象
を
真
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
し
、

、

そ
の
存
在
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方

「
ｐ
は
な
い
」
と
い
う
判
断
は
、

、

「
ｐ
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
真
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
判
断
論
の
根
底
に
は
、
個
体
主
義
的
存
在
論

P
sychologie

B
d.II,

S.44-50,
55-60,

82,

が
存
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（。

）

193.

A
bkehr,

S.351.

（
二
○
）A

bkehr,
S.323f.

（
二
一
）A

bkehr,
S.339.

（
二
二
）

（
二
三
）
一
九
一
七
年
の
論
文
に
よ
る
と
、
思
考
の
「
対
象

」
よ

G
egenstand

り
「
内
容

」
の
方
が
よ
り
広
い
要
素
を
含
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

Inhalt

る

「
思
考
の
内
容
」
に
は

「
思
考
さ
れ
た
も
の
」
つ
ま
り
「
作
用
が
関
係
す

。

、

る
対
象
」
以
外
に
、
そ
れ
が
思
考
さ
れ
る
「
様
式

」
も
含
ま
れ
る
。
直
接

W
eise

に

に
思
考
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
間
接
に

思
考
さ
れ

in
recto

in
obliquo

て
い
る
か
、
判
断
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
否
認
さ
れ
て
い

る
か
、
心
情
活
動
に
お
い
て
愛
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
憎
ま
れ
て
い
る
か

等
々
の
、
極
め
て
多
く
の
要
件
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る

「
内
容
」
と
は
何

。

か
と
い
う
こ
と
は
、
現
象
学
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
り

『
イ
デ
ー
ン

（
第
一

、

』

）

、

「

」

「

」

巻

の
後
半
部
は

純
粋
意
識
の

内
容

と
し
て
の

ノ
エ
シ
ス
‐
ノ
エ
マ

に
関
す
る
論
述
に
充
て
ら
れ

『
論
理
学
研
究

「
第
五
研
究
」
は
「
志
向
的
体

、

』

験
と
そ
の
『
内
容

」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
ブ
レ
ン
タ

』

ー
ノ
と
同
様

「
対
象
」
よ
り
「
内
容
」
の
方
が
多
く
の
要
素
を
含
有
す
る
と
さ

、

H
usserliana:

E
dm

und
H

usserl
G

esam
-

れ
て
い
る

（。V
gl.

A
bkehr,

S
.394;

）

m
elte

W
erke

B
d.X

IX
/1,

V
Ü
ber

intentionale
E
rlebnisse

und
ihre

,,Inhalte“

A
bkehr,

S.369.

（
二
四
）
こ
こ
で
は

「
赤
い
も
の
」
と
「
赤
い
も
の
を
思
考
す
る
者
」
と
い
う

、

二
つ
の
実
在
す
る
個
体
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
五
）
ク
ル
ト
ツ
ィ
ム
ス
キ
ー
の
包
括
的
で
周
到
な
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
研
究
に

、「

」

、

、「

」

よ
れ
ば

実
在
的
な
も
の

は

大
き
く
分
け
て

実
体

R
ealia

S
ubstanzen

「

」

。

、「

」

と

固
有
性

に
区
分
さ
れ
る

実
体
は
ま
た

単
純
な
も
の

E
igenschaften

「

」

。

、「

」

と

合
成
さ
れ
た
も
の

に
分
け
ら
れ
る

後
者
は
さ
ら
に

連
続
体

K
ontinua

と
「
集
合
体

」
か
ら
な
り
、
前
者
に
は
「
精
神

」
と
「
物
体

K
ollektive

G
eister

D
ie

O
ntologie

F
ranz

K
örper

V
gl.

A
rkadiusz

C
hrudzim

ski,

」

。（

が
含
ま
れ
る

,
K
luw

er
A
cadem

ic
P
ublishers,

D
ordrecht/B

oston/L
ondon,

B
rentanos

）

P
haenom

enologica
172,

2004,
S
.182.

A
bkehr,

S.372.

（
二
六
）A

bkehr,
S.339.

（
二
七
）

（
二
八
）
最
初
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
論
考
で
あ
る
学
位
論
文
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
お
け
る
存
在
者
の
多
様
な
意
味
に
つ
い
て
」
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
八
六
二
年
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大

学
に
提
出
さ
れ
た
。

（
二
九
）
筆
者
の
現
在
の
研
究
段
階
で
断
言
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
が
、
ブ
レ

ン
タ
ー
ノ
の
実
在
論
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
概
念
で
言
え
ば
、
こ
う
し

た
素
朴
な
「
自
然
的
」
存
在
信
念
へ
の
帰
還
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ

れ
る
。

V
gl.

B
d.III,

（
三
○
）

H
usserliana:

E
dm

und
H

usserl
G

esam
m

elte
W

erke

§55.

（
三
一
）
志
向
性
と
い
う
概
念
は
「
関
係
」
概
念
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
①
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と
②
の
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
契
機
が
、
と
も
に
含
ま
れ
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い

（
完
全
に
厳
密
な
意
味
で
意
識
の
外
部
に
あ
る
も
の
に
関
係
す
る
こ

。

と
は
で
き
な
い
が
、
関
係
す
る
も
の
と
関
係
付
け
ら
れ
る
も
の
は
何
ら
か
の
意

味
で
異
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い

）
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
は
実
在
世

。

界
自
体
が
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
り
遮
断
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
い
ま
だ
①
の
契
機
に

重
心
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
志
向
性
を
実
在
的
な
も
の
か
ら
極
限
ま
で
純
化
し

た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
志
向
的
対
象
（
＝
意
味
）
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て

の
世
界
こ
そ
真
に
「
現
実
的

」
な
世
界
と
さ
れ
る
た
め
、
②
の
要
件
が

w
irklich

重
視
さ
れ
る
。

P
sychologie

B
d.II,

S
.162.

（
三
二
）V

gl.
P
sychologie

B
d.II,

S
.272f,

374;
A
bkehr,

S.356
u.s.w

.

（
三
三
）P

sychologie
B
d.II,

S
.263.

（
三
四
）

（
三
五
）
本
論
で
は
論
じ
な
か
っ
た
が
、
前
期
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
つ
い
て
は
、

Intentionalitätstheorie

例
え
ば
次
の
書
を
参
照
。A

rkadiusz
C
hrudzim

ski,

,
K
luw

er
A
cadem

ic
P
ublishers,

D
ordrecht/

beim
frühen

B
rentano

こ
の
書
お
よ
び
前
掲
の
書

B
oston/L

ondon,
P
haenom

enologica
159,

2001.

は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
研
究
史
の
中
で
恐
ら
く
最
大
の
広
が
り
を
備
え
た
成
果
の

。

、

「

」

一
つ
で
あ
ろ
う

前
掲
の
著
作
の
中
に
は

前
期
の

概
念
論

K
onzeptualism

us

か
ら
後
期
「
物
主
義
」
へ
の
変
遷
な
ど
も
、
図
表
に
よ
っ
て
整
理
し
て
解
説
さ

V
gl.

A
rkadiusz

C
hrudzim

ski,
,

れ
て
い
る

（。

D
ie

O
ntologie

F
ranz

B
rentanos

）

S
.191,

201
u.s.w

.
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Der Weg der Antiphänomenologie
Über die nichttranszendentale Phänomenologie―

und die auf die individualistische Ontologie gegründete
―direkt-realistische Erkenntnistheorie bei Franz Brentano

Norikazu TSUGITA

Die empirische (deskriptive) Psychologie des frühen Franz Brentanos in
Band I & II kann als eine Art vonPsychologie vom empirischen Standpunkt

Phänomenologie bezeichnet werden, da eine Intentionalitätstheorie in den Werken
enthalten ist. Aber wegen des Fehlens der transzendentalen Epoche kann seine
Wissenschaft nicht als die reine und transzendentale Phänomenologie bezeichnet
werden, wenn man sie auch eine Psychologie oder eine nichtranszendentale
Phänomenologie nennen darf.

Während Edmund Husserl seine Intentionalitätstheorie vertiefte und den
transzendentalen Idealismus formte, kehrte sich Brentano von dem von ihm
bezogenen Standpunkt der Intentionalität ab und verwirklichte eine Art von

PsychologieRealismus (den direkten Realismus), die er im Anhang und Nachlass in
vom empirischen Standpunkt Die Abkehr vomBand II und in den Aufsätzen in

entwickelte. Oft wird dieser Standpunkt des späten Brentanos kurzNichtrealen
,,Reismus“ genannt.

Nach Brentano kann unser Denken sich auf etwas Reales ohne das Intentionale
ganz direkt beziehen. Wir haben Reales zum Objekte des Denkens. Ein deutlicher
Beweis für diese Denkweise findet sich in seinem Spätwerk. Wenn man ein Reales
wahrnimmt und es nur als ,,ein Gedachtes“ betrachten kann, dann muss die zwei
Denkakte sich auf ein und dasselbe beziehen. Doch diese Zweiheit ist ganz absurd.
Daraus folgt, dass das intentionale Objekt überhaupt nicht als Seiendes im
eigentlichen und ursprünglichen Sinne gesehen werden soll. Deshalb sagte Brentano
in einem Aufsatz: ,,wer einen Stein denkt, denkt ihn nicht als gedachten Stein,

）sondern als Stein.“ ( II, S.213.Psychologie vom empirischen Standpunkt
Weiterhin soll darauf hinwiesen werden, dass sich diese direkt-realistische

Erkenntnistheorie Brentanos in seiner individualistischen Ontologie begründet,
welche wahrscheinlich aus der aristotelischen Metaphysik stammt. Es war eine
wichtige ontologische Voraussetzung in der späten Philosophie Brentanos, dass nicht
nur ein Denkendes ohne ein Gedachtes, sondern auch ein Gedachtes (dies bedeutet
hier nicht intentionales Obkekt, sondern reales bzw. individuelles Seiendes) ohne ein
Denkendes existieren kann. Die beiden Arten von Seienden sind voneinander
abhängige Existierende d. i. Reale (Realien), also Seiende im eigentlichen und
ursprünglichen Sinne.

Husserl seinerseits machte einen deutlichen Unterschied zwischen der
transzendentalen und der natürlichen Einstellung, und versuchte damit eine neue
Philosophie auf höherem Niveau zu entwickeln, nämlich seine transzendentale
Phänomenologie. Diese neue Wissenschaft leugnete den Realismus nicht einfach,



( 4 )

sondern beabsichtigte ihn vielmehr anerkennend zu überwinden. Husserl hob die
Wirklichkeit und Tranzendenz der intentionalen Gegenstände stärker als ihren
Immanenz hervor. Die intentionalen Gegenstände und Sinne (die Noemata) können
als die wahrhaft ,,wirkliche“ Objekte gesehen werden, weil die Dinge an sich selbst
in einem metaphysichen Sinne als Folge der transzendentalen Epoche eingeklammert
werden.

Im Gegensatz zu diesem idealistischen Denkprozess Husserls, trieb Brentano
seine individualistische Ontologie und direkt-realistische Erkenntnistheorie voran.
Von dieser Lehre des späten Brentanos schlie en sich nicht nur die intentionalenβ
Objekte (Anerkanntes, Geleugnetes, Geliebtes, Gehasstes, und Vorgestelltes u.s.w.),
sondern selbstverständlich auch die Universalien selbst (Röte, Natur des Menschen
u.s.w.) aus. Au erdem werden Raum und Zeit wie Vergangenheit und Zukunft inss
dieser Lehre geleugnet, solange sie als Reales charakterisiert werden. All diese sind
nicht Seiende im eigentlichen und ursprünglichen Sinne und werden ,,Abstrakta“
genannt. Unter der Voraussetzung der indivualistichen Ontonogie gehören zu den
Konkreta bzw. Realien (genauer gesprochen, zu den einfachen Substanzen) Geister
und Körper. Aber es bereitete dem späten Brentano grosse Schwierigkeiten, im
Rahmen der oben ausgeführten typischen Ontologie den direkten Realismus
widerspruchlos zu durchdenken und seine reistische Lehre zu vervollkommnen.


