
日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
一
号

一
七
八

形
成
期
西
田
哲
学
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
共
有
地

―
―
意
志
的
な
も
の
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
文
化
主
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―

中

嶋

 

優

太

は
じ
め
に

「
す
べ
て
歴
史
的
・
社
会
的
存
在
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
…
精
神
的
内
容
を
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
か
か
る
も
の
の

内
容
が
永
遠
化
せ
ら
れ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
文
化
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
下
部
構
造
の
変
ず
る
に
従
っ
て
上
部
構
造

が
変
じ
行
く
と
し
て
も
、
そ
の
意
義
内
容
は
単
に
経
験
的
構
造
の
意
義
内
容
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
意
義

内
容
の
独
自
性
と
い
う
も
の
な
く
し
て
、
文
化
的
存
在
と
い
う
も
の
は
な
い
」（
論
文
「
知
識
の
客
観
性
」、N

七
、336

）。

　

こ
の
よ
う
に
語
っ
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
ひ
と
つ
の
流
行
と
な
っ
て
い
た
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）
の
西
田
で
あ
る
。
時
代
と

と
も
に
論
敵
と
戦
線
は
変
わ
る
が
、
彼
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
文
化
的
な
生
の
意
味
を
擁
護
す
る
た
め
に
語
り
続
け
る
。

　

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
大
正
期
の
中
ご
ろ
か
ら
論
文
「
場
所
」
発
表
に
い
た
る
時
期
の
彼
の
講
演
、
講
義
、
論
文
に
示
さ
れ
た
文
化
主

義
的
態
度
が
検
討
さ
れ
る（

1
）。
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
年
）
の
論
文
「
場
所
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
〈
西
田
哲
学
〉
と
い
う
呼
称
が

定
着
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
「
場
所
」
論
執
筆
直
前
の
、
い
わ
ば
西
田
哲
学
の
形
成
期
に
注
目
し
、
そ
の
地
盤
・
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中
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〕

開
始
地
と
な
っ
た
思
想
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
形
成
時
期
の
西
田
も
ま
た
、
自
然
的
な
生
に
対
し
て
生
の
文
化
的
意
義
を
擁
護
す
る
立
場
を
示
し
た
が
、
そ
の
際
、
彼
（
西
田
）

自
身
の
立
場
を
ヴ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
思
想
と
半
ば
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
彼
は
一
方
で
西
南
学
派
お
よ
び
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
に
属
す
る

新
カ
ン
ト
学
派
の
思
想
家
た
ち
か
ら
、
他
方
で
は
マ
イ
ノ
ン
グ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
連
な
る
思
想
家
た
ち
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
影
響
を
受
け
、
そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
哲
学
界
の
複
雑
な
布
置
の
中
で
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ア
を
選
択
的
に
受
容
し
な
が
ら
独
自
の
方
向
性

を
模
索
し
て
い
た
。こ
の
多
様
な
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
思
想
と
も
西
田
は
あ
る
点
で
と
り
わ
け
協
調
し
て
い
た
。

こ
れ
が
文
化
的
生
の
意
義
を
擁
護
す
る
と
い
う
論
点
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
西
田
研
究
者
た
ち
は
、「
意
志
的
な
も
の
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
西
田
の
立
場
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ

ン
ト
ら
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
推
論
し
て
き
た
。「
場
所
」
以
前
の
西
田
は
主
意
主
義
の
立
場
で
あ
り
、
ま
た
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
ら

新
カ
ン
ト
学
派
は
主
意
主
義
的
思
想
の
持
つ
非
合
理
主
義
に
反
対
し
た
、
し
た
が
っ
て

0

0

0

0

0

、
西
田
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
対
立
し
て
い
る

に
違
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
意
志
を
重
視
す
る
か
否
か
を
基
準
と
し
て
思
想
家
の
立
ち
位
置
を
決
定
す
る
こ
う
し
た
や
り
方

は
当
時
の
文
脈
の
中
で
は
有
効
性
を
持
た
な
い
。こ
の
こ
と
は
こ
の
時
期
の
西
田
が
ほ
か
な
ら
ぬ
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
ら
西
南
学
派
を「
主

意
説
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
西
南
学
派
な
ど
は
根
底
に
お
い
て
は
主
意
説
で
あ
る
…
」（N
十
二
、71

）。

　

こ
こ
で
の
「
主
意
説
」
は
非
合
理
主
義
を
含
意
し
て
い
な
い
。
当
時
の
西
田
が
用
い
る
「
主
意
主
義
」「
主
意
説
」
は
、
今
日
の
理
解

と
は
異
な
り
、
非
合
理
主
義
的
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
合
理
主
義
的
・
理
性
主
義
的
と
し
て
も
解
釈
さ
れ
る
幅
を
持
つ
。
こ
こ
で
表
現
さ
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れ
て
い
る
の
は
意
志
的
な
も
の
を
重
視
す
る
当
時
の
現
代
哲
学
に
共
通
す
る

0

0

0

0

傾
向
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
い
え
ど
も
そ
れ
か
ら

無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

意
志
的
な
も
の
が
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
重
視
す
る
か
否
か
は
当
時
の
文
脈
で
は
実
質
的
な
争
点
を
生
み
出
さ
な

い
。
実
質
的
な
問
題
は
、
む
し
ろ
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
ど
の
よ
う
な
方
向
で
解
釈
す
る
か
、
意
志
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
る
か
に
あ

る
。
本
稿
は
西
田
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
、
共
に
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
意
志
的
な
も
の
を
文
化
主
義
的
に
解
釈
す
る
点
で
と

り
わ
け
協
調
的
な
戦
略
を
取
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節　

従
来
の
西
田
解
釈

　
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』（
一
九
一
七
年
）
以
後
、
論
文
「
場
所
」
に
至
る
ま
で
の
西
田
の
立
場
は
し
ば
し
ば
「
主
意
主
義
」
と

い
う
語
で
特
徴
付
け
ら
れ
て
き
た
。
当
時
の
西
田
が
自
称

0

0

主
意
主
義
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
九
二
二
年
の
西
田

は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
は
ま
だ
何
主
義
と
い
う
よ
う
に
自
分
の
考
が
定
ま
っ
た
訳
で
は
な
く
、
又
そ
う
い
う
風
に
定
め
る
の
が
善
い
か
悪
い
か
は
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
私
は
い
わ
ゆ
る
主
知
主
義
よ
り
も
主
意
主
義
に
傾
い
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」（「
私
の
主
意
主
義
の
意
味
」、

N

十
一
、136

）。

　

他
方
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
非
合
理
主
義
に
反
対
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
事
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〔
中
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〕

実
か
ら
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
西
田
は
根
本
的
に
立
場
を
異
に
す
る
と
推
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
推
論
は
、
意
志

的
な
も
の
と
主
知
主
義
の
対
立
を
直
ち
に
非
合
理
主
義
と
理
性
的
な
も
の
の
対
立
に
読
み
か
え
て
い
る
点
で
誤
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル

バ
ン
ト
の
時
代
、
現
代
哲
学
が
ポ
ス
ト
主
知
主
義
の
時
期
に
属
す
る
と
い
う
時
代
認
識
、
そ
し
て
何
ら
か
の
意
味
で
意
志
的
な
も
の
の
役

割
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
様
々
な

0

0

0

立
場
の
思
想
家
に
浸
透
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
確
か

に
当
時
の
主
意
主
義
思
想
の
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
非
合
理
主
義
に
反
対
し
た
が
、
意
志
的
な
も
の
の
役
割
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼

ら
に
対
抗
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
「
真
理
へ
の
意
志
」
や
論
理
的
要
求
、
論
理
的
良
心
と
い
っ
た
も
の
に
認
識
論
の
基
礎
を
見

出
し
、
意
志
的
な
も
の
に
適
切
な
役
割

0

0

0

0

0

を
指
定
す
る
こ
と
で
非
合
理
主
義
の
回
避
を
試
み
た
。
西
田
が
ニ
ー
チ
ェ
ら
と
と
も
に
西
南
学
派

を
主
意
説
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
西
田
の
「
主
意
説
」
お
よ
び
「
主
意
主
義
」
と
い
う
表
現
は
、
彼
が
他
の
思
想
家
（
た
と
え

ば
理
性
主
義
者
）
か
ら
自
身
を
差
異
化
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
味
で
意
志
的
な
も
の
の
役
割
を
尊
重
す
る
当
時
の
哲

学
界
に
共
通
す
る

0

0

0

0

傾
向
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

意
志
的
な
も
の
が
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
重
視
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
同
時
代
に
お
け
る
西
田
や
ヴ
ィ
ン
デ

ル
バ
ン
ト
の
位
置
を
決
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
意
志
的
な
も
の
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
た
か
、
こ
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
解
釈
し
た
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
で
は
、
ま
ず
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
西
田
の
現
代
哲
学
論
を
検

討
し
、
彼
ら
の
時
代
認
識
を
確
認
す
る
（
第
二
節
、
第
三
節
）。
そ
の
う
え
で
意
志
的
な
も
の
を
文
化
主
義
的
に
解
釈
す
る
点
で
、
彼
ら

が
と
り
わ
け
協
調
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
（
第
四
節
）。

　

本
論
に
入
る
前
に
一
言
、
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
（Voluntarism

us

）
の
訳
語
で
あ
る
は
ず
の
「
主
意
主
義
」「
主
意
説
」
と
い
う
表

現
を
極
度
に
広
い
意
味
で
理
解
す
る
こ
う
し
た
西
田
の
用
法
は
や
は
り
問
題
を
含
む
、
と
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
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う
の
は
、
当
時
に
お
い
て
も

0

0

0

0

0

0

0

ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
い
う
語
は
単
に
意
志
的
な
も
の
の
役
割
を
重
視
す
る
と
い
う
以
上
の
意
味
を
、
し

た
が
っ
て
「
非
合
理
主
義
」
を
、
含
意
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
カ
ン
ト
主
義
を
ポ
ス

ト
主
知
主
義
の
哲
学
と
し
て
特
徴
づ
け
、真
理
へ
の
意
志
に
認
識
論
の
基
礎
を
見
出
す
に
し
て
も
、彼
自
身
の
立
場
や
カ
ン
ト
主
義
を
ヴ
ォ

ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
い
う
表
現
の
持
つ
非
合
理
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
警

戒
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
西
田
の
用
法
は
不
用
意
に
過
ぎ
る（

2
）。

　

こ
の
点
、
西
田
が
誤
解
を
誘
う
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
弁
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
論

で
は
西
田
自
身
の
言
葉
遣
い
に
即
し
て
「
主
意
説
」
お
よ
び
「
主
意
主
義
」
と
い
う
語
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
際
、
そ
れ
ら
が
必

ず
し
も
非
合
理
主
義
を
含
意
し
な
い
点
を
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
の
表
現
は
普
通
の
意
味
で
の
非
合
理
主
義
的
な
ヴ
ォ
ル
ン

タ
リ
ス
ム
ス
と
、
も
う
一
つ
の
理
性
主
義
的
な
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
意
志
的
な
も
の
の
役

割
を
重
視
す
る
哲
学
す
べ
て
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
節　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
現
代
哲
学
論

　

ま
ず
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
時
代
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。
彼
は
カ
ン
ト
主
義
を
中
心
と
す
る
現
代
哲
学

を
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
主
知
主
義
の
次
に
来
る
新
し
い
思
想
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
主
知
主
義
の
哲
学
は
ど

の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
た
か
。
彼
が
最
も
シ
ン
プ
ル
な
仕
方
で
哲
学
史
を
と
ら
え
て
い
る
講
演
「
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel 

K
ant

）」（
一
八
八
一
年
）
で
の
論
旨
を
見
て
お
き
た
い
。「
純
粋
理
性
批
判
」
の
出
版
百
周
年
を
記
念
し
た
こ
の
講
演
に
お
い
て
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
は
、
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
哲
学
の
意
義
を
顕
彰
す
る
意
図
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
ド
イ
ツ
哲
学
か
ら
な
る
大
胆
な
二
分
法
の
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哲
学
史
観
を
示
し
て
い
る
。

「
付
随
的
な
も
の
の
全
て
を
度
外
視
す
る
な
ら
、こ
れ
ま
で
は
た
だ
二
つ
の
哲
学
体
系
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
体
系
と
ド
イ
ツ
哲
学
の
体
系 

― 

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
カ
ン
ト
が
い
る
の
み
で
あ
る
」（W

P.140,170

）。

　

彼
は
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
お
よ
び
現
代
の
文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
調
和
的
連
関
（ein harm

onischer Zusam
m

enhang

）（W
P.140

、

171

）
お
よ
び
分
裂
（V

ielgespaltenheit

）（W
P.142, 174

）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
、
そ
う
し
た
文
化
的
背
景
か
ら
両
哲
学
体
系
の
説

明
を
試
み
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
以
下
に
引
用
し
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
主
知
主
義
的
性
格
は
そ
の
文
化
的
生
活
の
調
和
と
単
純
さ
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
る
。

「
ギ
リ
シ
ャ
精
神
（G

riechentum

）
と
は
主
知
主
義
（Intellektualism

us

）
で
あ
る
…
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
全
て
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
に
依
存
す
る
哲
学
の
全
て
は
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
現
実
を
描
写
す
る
完
結
し
た
世
界
像
（ein W

eltbild

）
を
人
間
の
知
に
よ
っ

て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
予
想
の
中
で
生
き
、
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
苦
労
し
て
い
る
」（W

P.141, 172

）。

　

こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
に
対
し
て
現
代
文
化
は
調
和
を
欠
き
、
分
裂
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
化
状
況
と
対
応
し
て
哲
学
は
も

は
や
主
知
主
義
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
彼
は
診
断
す
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
科
学
の
専
門
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
状
況
の
な
か

で
人
間
の
経
験
の
あ
り
よ
う
が
変
化
し
た
こ
と
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
こ
こ
で
膨
大
な
知
が
絶
え
ず
産
出
さ
れ
て
い
る
現
代
に

お
い
て
は
、
す
べ
て
の
知
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
知
は
も
は
や
一
つ
の
頭
脳
の
な
か
で
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
く
、
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単
純
な
全
体
方
式
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（W

P.142, 173

）。
こ
う
し
た
新
し
い
知
的
状
況
の
中
で
は
世
界
全
体
を
一
つ
の
像

に
ま
と
め
る
ギ
リ
シ
ャ
的
な
主
知
主
義
の
態
度
を
哲
学
の
終
局
の
立
場
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
哲
学
は
こ
う
し
た

新
し
い
文
化
状
況
に
対
応
す
る
。「
文
化
活
動
の
こ
う
し
た
変
化
し
た
関
係
に
対
し
て
初
め
て
完
全
に
適
合
的
な
表
現
を
与
え
た
こ
と
…

こ
の
こ
と
が
カ
ン
ト
哲
学
の
偉
大
な
る
意
義
な
の
で
あ
る
」（W

P.143, 176

）。

　

ギ
リ
シ
ャ
の
主
知
主
義
哲
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
主
義
の
新
し
さ
は
、
具
体
的
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
の
模
写
説
的
な
真
理
観
を

克
服
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
に
共
通
す
る
前
提
は
「
人
間
の
学
は
、
学
に
依
存
せ
ず
に
存
在
す
る

世
界
を
模
写
（abbilden
）
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
…
」（W

P.148, 182

）
と
い
う
模
写
説
的
な
真
理
観
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ

ン
ト
哲
学
の
独
創
性
は
、
こ
う
し
た
真
理
観
が
前
提
に
し
て
い
る
実
在
と
表
象
と
の
対
立
図
式
を
排
除
し
、
代
わ
り
に
規
則
と
い
う
考
え

を
導
入
し
た
点
に
あ
る
と
い
う
。
対
象
的
思
惟
を
単
な
る
表
象
か
ら
区
別
し
て
い
る
も
の
が
表
象
結
合
の
規
則
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
が

対
象
を
云
々
す
る
際
に
実
際
に
考
え
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
規
則
性
、
規
範
性
で
は
な
か
っ
た
か
。「
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
の
前
提
に
お
い

て
は
思
考
の
う
ち
に
模
写
さ
れ
る
べ
き
「
対
象
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
前
提
を
離
れ
て
考
え
れ
ば
表
象
結
合
の
規
則
で
あ
る
」

（W
P.158, 196

）。

　

こ
う
し
た
真
理
観
の
変
化
に
従
っ
て
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
哲
学
の
定
義
を
更
新
す
る
。「
哲
学
は
も
は
や
世
界
の
模
写
（A

bbild der 
W

elt

）
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
哲
学
の
課
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
に
価
値
と
妥
当
性
と
を
初
め
て
付
与
す
る
諸
規
範
（die N

orm
en

）

を
意
識
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
」（W

P.161, 201

）。
こ
の
よ
う
に
更
新
さ
れ
た
哲
学
は
学
的
認
識
に
よ
っ
て
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
学
中
心
の
思
想
を
修
正
し
、
我
々
の
精
神
活
動
に
は
認
識
以
外
に
も
重
要
な
活
動
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。
と

い
う
の
も
、
意
欲
や
感
情
は
、
な
る
ほ
ど
世
界
を
模
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
固
有
の
規
範
を
持
っ
て
い
る
点
で
認
識
活
動
と



一
八
五

形
成
期
西
田
哲
学
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
共
有
地
〔
中
嶋
〕

同
様
、
新
し
い
哲
学
に
お
い
て
は
そ
の
課
題
と
さ
れ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
規
範
的
思
惟
と
並
ん
で
規
範
的
意
志
と
規

範
的
感
情
が
あ
る
」（W

P.162, 203

）
の
で
あ
り
、
人
間
的
生
の
最
高
価
値
は
け
っ
し
て
学
に
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
学
は
…

人
間
の
生
の
最
高
の
諸
価
値
が
学
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
道
徳
的
お
よ
び
美
的
な
意
識
の
う
ち
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
の
で
あ
る
」（W

P.166, 208

）。

　

以
上
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
現
代
哲
学
論
を
確
認
し
た
。
彼
は
ギ
リ
シ
ャ
主
知
主
義
哲
学
に
代
わ
る
新
し
い
哲
学
と
し
て
カ
ン
ト
主

義
を
位
置
付
け
る
。
こ
の
よ
う
な
論
述
の
中
で
前
時
代
の
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
主
知
主
義
と
い
う
言
葉
は
理
性

主
義
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
を
像
と
し
て
把
握
す
る
態
度
、
い
わ
ば
表
象
主
義
を
意
味
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
表
象

で
は
な
く
表
象
の
規
範
に
注
目
す
る
カ
ン
ト
主
義
が
主
知
主
義
に
代
わ
る
新
し
い
哲
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
哲
学

の
新
し
い
中
心
問
題
と
な
っ
た
規
範
性
を
普
遍
妥
当
性
の
要
求
と
言
い
換
え
る
と
き
、
哲
学
体
系
に
意
志
的
な
も
の
が
引
き
入
れ
ら
れ
る

可
能
性
が
生
じ
る
。
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
意
志
的
な
も
の
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
第
四
節
で
行

う
。

第
三
節　

西
田
の
現
代
哲
学
論

　

本
節
で
は
西
田
が
現
代
哲
学
を
ど
の
よ
う
な
特
徴
の
も
と
に
捉
え
た
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
『
現
代
に
お
け
る
理
想
主
義
の

哲
学
』
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
書
は
西
田
が
一
九
一
六
年
に
行
っ
た
講
演
を
山
内
得
立
が
筆
記
し
た
も
の
で
、
翌
年
、
弘
道
館
か
ら
出
版

さ
れ
た
。
こ
の
講
演
が
意
図
し
た
の
は
当
時
の
哲
学
が
持
つ
共
通
の
傾
向

0

0

0

0

0

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
現
代
哲
学
の
共
通
の
特
徴
は
、
二
通
り
の
仕
方
で
、
の
べ
五
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
第
一
の
説
明
で
は
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哲
学
の
問
題
を
認
識
問
題
と
実
在
問
題
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
構
成
主
義
」
と
「
純
粋
経
験
説
」
が
現
代
哲
学
の
共
通
の
特
徴

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
一
般
的
に
い
え
ば
現
代
の
哲
学
は
認
識
論
に
お
い
て
は
構
成
主
義
を
と
り
我
々
の
知
識
は
外
界
を
模
写
す
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
く
何
ら
か

0

0

0

の
立
場
か
ら
し
て

0

0

0

0

0

0

0

与
え
ら
れ
た
も
の
を
構
成
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
、
そ
し
て
こ
の
与
え
ら
れ
た
も
の
と
は
す
な
わ

ち
実
在
と
し
て
の
純
粋
経
験
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
の
考
が
現
代
哲
学
の
根
本
基
調
を
作
っ
て
い
る
と
思

う
」（N

十
二
、70
）。

　　

こ
う
し
た
特
徴
づ
け
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
反
模
写
説
的
傾
向
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
哲
学
の
課
題
は
世
界

の
模
写
か
ら
規
範
（
西
田
の
言
葉
で
は
立
場
）
の
確
保
へ
と
変
化
し
た
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
が
、
同
様
の
時
代
意
識
を

西
田
も
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
二
の
説
明
は
「
根
本
的
経
験
論
」、「
主
意
主
義
」、「
現
実
主
義
」
と
い
う
三
つ
を
特
徴
と
す
る
。

「
以
上
を
総
括
し
て
い
う
と
、
現
代
の
哲
学
の
お
も
な
る
特
徴
は
大
体
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
一
は
根
本
的

経
験
論
で
あ
る
こ
と
、
二
は
主
意
説
を
と
る
こ
と
、
三
は
現
実
主
義
を
奉
ず
る
こ
と
で
あ
る
」（N

十
二
、72

）。

　

我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
こ
こ
で
主
意
説
が
現
代
哲
学
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
主
意
説
は

種
々
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
主
意
説
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
語
り
、
ヴ
ィ
ン
デ



一
八
七

形
成
期
西
田
哲
学
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
共
有
地
〔
中
嶋
〕

ル
バ
ン
ト
ら
西
南
学
派
を
主
意
説
に
含
め
て
い
る
。

「
主
意
説
を
最
も
明
確
に
主
張
し
た
人
は
ニ
イ
チ
ェ
で
あ
る
が
現
代
の
思
想
は
ニ
イ
チ
ェ
の
考
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
西
南
学
派
な
ど
は
根
底
に
お
い
て
は
主
意
説
で
あ
る
が
彼
ら
の
言
う
意
志
は
寧
ろ
超
個
人
的
理
性
と
い
う

如
き
も
の
で
あ
り
こ
れ
を
中
心
と
し
て
す
べ
て
の
問
題
を
解
釈
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
知
識
と
い
う
の
も
論
理
的
要
求
に

よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
と
考
え
、
実
践
理
性
が
あ
く
ま
で
も
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
意
味
の
意
志
は
単
な
る
個
人
的
の

意
志
と
か
ま
た
は
心
理
的
の
意
欲
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
け
し
て
な
い
。
寧
ろ
超
個
人
的
な
理
性
的
の
も
の
で
あ
っ
て
い
わ
ば

種
々
な
る
知
識
を
成
り
立
た
せ
る
ア
プ
リ
オ
リ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
」（N

十
二
、71

）。

　

こ
こ
で
は
認
識
論
の
基
礎
を
論
理
的
要
求
に
求
め
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
般
に
評
価
に
お
け
る
普
遍
妥
当
性
の
要
求
が
哲
学
の
前
提
だ

と
語
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（
お
よ
び
リ
ッ
カ
ー
ト
）
の
議
論
が
、
主
意
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
「
主
意
説
」
と
い
う
語
は
理
性
主
義
的
に
も
、
非
合
理
主
義
的
に
も
変
容
し
う
る
広
い
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
理
性
主
義
的

に
解
釈
さ
れ
る
場
合
に
は
実
践
理
性
優
位
説
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
節
で
我
々
は
西
田
が
自
称

0

0

主
意
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。「
主
意
主
義
」
は
さ
し
あ
た
っ
て
西
田
の
自
己
認
識
の
言

葉
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
彼
が
自
ら
の
思
索
を
同
時
代
の
他
の
思
索
か
ら
差
異
化
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
の
も
、
本
節
で
み
た
よ
う
に
、
西
田
は
「
主
意
主
義
」（
こ
こ
で
は
主
意
説
）
と
い
う
言
葉
を
現
代
哲
学
に
共
通
す
る
傾
向

0

0

0

0

0

0

と
し

て
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
西
田
が
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
ら
に
対
す
る
対
決
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
考
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え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
田
の
用
い
る
主
意
主
義
と
い
う
語
は
理
性
主
義
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
許
す
広
い
意
味
を
持
っ
て
お
り
、

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
も
ま
た
論
理
的
要
求
の
役
割
を
重
視
す
る
点
で
主
意
主
義
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
主
意
主
義
」
は
西

田
の
自
己
認
識

0

0

0

0

の
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
代
認
識

0

0

0

0

の
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
身
の
思
想
が
同
時
代
の
主
傾
向
と
合
致
す

る
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　

意
志
的
な
も
の
の
文
化
主
義
的
解
釈

　

西
田
は
「
主
意
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
広
い
意
味
で
受
け
取
り
、
現
代
哲
学
に
共
通
す
る
傾
向
性
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
る
。
意

志
的
な
も
の
を
重
視
す
る
こ
と
が
現
代
哲
学
の
共
通
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
重
視
す
る
か
否
か
は
そ
の
時
代

の
中
で
各
々
の
思
想
家
が
と
っ
た
立
場
を
決
め
る
手
が
か
り
と
は
な
ら
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
意
志
的

な
も
の
を
彼
ら
一
人
一
人
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
予
め
述
べ
る
な
ら
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
特
徴
は
意

志
的
な
も
の
を
文
化
主
義
的
に
解
釈
す
る
点
に
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
彼
の
講
演
「
真
理
へ
の
意
志
（D

er 
W

ille zur W
ahrheit

）」（
一
九
〇
九
年
）
を
検
討
す
る
。

　

こ
の
講
演
は
現
代
哲
学
の
真
理
観
に
共
通
す
る
主
意
主
義
的
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。「
真
理
に
関
す
る
現
代
の
諸
学
説

の
全
て
に
共
通
す
る
特
色
を
総
括
し
て
み
る
と
、
真
理
は
我
々
の
意
志
の
対
象
で
あ
る
…
と
い
う
観
点
か
ら
真
理
を
考
察
す
る
点
で
、
す

べ
て
の
理
論
が
結
局
は
一
致
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」（W

W
.5, 3

）。
そ
の
こ
と
か
ら
「
真
理
へ
の
意
志
」
が
主
題
化

さ
れ
、
こ
の
意
志
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

諸
学
説
の
中
で
も
、
彼
が
特
に
相
手
取
っ
て
い
る
の
は
真
理
性
と
有
用
性
と
を
同
一
視
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
思
考
で
あ
る
。
彼
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は
こ
う
し
た
態
度
を
人
間
の
欲
望
に
対
す
る
合
目
的
性
に
よ
っ
て
真
理
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、ホ
ミ
ニ
ス
ム
ス（H

om
inism

us

）

（
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
と
区
別
さ
れ
る
）
と
呼
び
（W

W
.16, 16

）、
そ
の
批
判
を
試
み
る
。
た
し
か
に
、
人
が
最
初
に
正
し
い
認
識
を
持
つ
こ

と
を
欲
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
が
何
か
他
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
好
都
合
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
真
な
る
認
識
は
単

に
欲
求
満
足
の
合
理
的
手
段
で
あ
る
。「
真
理
を
手
段
に
し
て
到
達
で
き
る
と
我
々
が
考
え
る
何
か
の
た
め
に
、
我
々
は
真
理
を
求
め
る

の
で
あ
る
」（W

W
.9, 8

）。
こ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
彼
は
、
当
初
、
単
な
る
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
認
識
活
動
が
、
人
間
の
生
活
の

発
展
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
自
体
目
的
化
す
る
事
実
を
指
摘
す
る
。

「
真
理
へ
の
意
志
は
も
と
も
と
他
の
意
欲
に
奉
仕
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
発
展
す
る
と
、
…
あ
ら
ゆ
る
利
用

可
能
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
独
り
立
ち
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
人
は
最
後
に
は
善
き
も
の
と
同
様
、
真
な
る
も
の
を
そ
れ
自
身
の
た
め

に
愛
す
る
よ
う
に
な
る
」（W

W
.13, 13
）。

　

彼
は
「
真
理
へ
の
意
志
」
の
欲
求
生
活
か
ら
の
自
立
性
を
強
調
す
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
人
間
の
す
べ
て
の
意
志
や
行
為
を
自
然

的
な
生
に
関
連
付
け
て
一
元
的
に
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
真
理
そ
の
も
の
や
善
そ
の
も
の
を
求
め
る
意
志
を
自
己

目
的
的
な
も
の
と
し
て
認
め
、
自
然
的
な
生
か
ら
の
独
立
性
を
強
調
す
る
。
彼
が
ホ
ミ
ニ
ズ
ム
を
批
判
す
る
の
は
、
そ
こ
で
は
自
己
目
的

化
す
る
ま
で
に
高
ま
り
う
る
人
間
の
文
化
的
、
精
神
的
な
生
の
側
面
が
無
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
自
身
も
ま
た
、
認
識
論
に
お
い
て
意
志
的
な
も
の
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
て
は
い
る
。
先
に
確
認
し
た

よ
う
に
、
彼
は
カ
ン
ト
哲
学
の
核
心
を
対
象
を
構
成
す
る
際
の
規
範
性
に
見
て
い
た
。
彼
は
こ
う
し
た
規
範
性
に
よ
る
構
成
を
意
識
の
活
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動
性
に
よ
っ
て
解
釈
し
、認
識
さ
れ
た
世
界
を
我
々
の
作
品
（unser eigen W

erk

）、我
々
の
所
業
／
行
為
（unsere Tat

）
だ
と
考
え
る
。

「
我
々
が
体
験
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
世
界
は
実
は
我
々
の
所
業
で
あ
る
…
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
…
意
志
に
類
似
し
た
精
神
機
能
の
自

立
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」（W

W
.27, 29

）。
こ
の
個
所
で
「
意
志
に
類
似
し
た
」
と
い
う
修
飾
が
付
け
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
彼
は
、
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
意
志
的
な
も
の
を
理
性
主
義
的
に
、
つ
ま
り
認
識
世
界
を
構
成
す
る
精
神
活
動
の
自

立
性
へ
と
読
み
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
流
儀
で
解
釈
し
な
お
さ
れ
た
意
志
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
認
識
世
界
を
形
作
る
精
神
機
能
の
自
立
性
は
科
学
分

類
論
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
科
学
は
単
に
対
象
を
受
動
的
に
受
け
取
る
の
で
は
な
い
。
諸
科
学
は
そ
れ
ぞ

れ
固
有
の
認
識
目
標
（Erkenntnisziel

）（W
W

.28, 30

）
を
持
ち
、
そ
れ
に
従
っ
て
体
験
の
多
様
か
ら
選
択
と
総
合
を
行
う
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
諸
科
学
の
対
象
は
当
の
科
学
自
身
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
科
学
は
、
体
験
さ
れ
た
実
在

の
多
様
な
組
織
の
中
か
ら
こ
う
い
う
仕
方
で
自
分
自
身
の
王
国
を
形
作
る
の
で
あ
る
」（W

W
.29, 32

）。

　

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
同
様
、
認
識
に
お
け
る
意
志
的
な
も
の
の
役
割
を
認
め
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
異
な
る
。
彼
は
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
意
志
的
な
も
の
を
規
範
的
な
選
択
と
総
合

に
よ
っ
て
認
識
世
界
を
形
作
る
精
神
機
能
の
自
立
性
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
文
化
的
な
生
の
意
義
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
西
田
が
認
識
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
先
に
検
討
し
た
講
演
「
現
代
に
お
け
る
理
想
主
義
の
哲
学
」

に
お
い
て
、西
田
は
、現
代
の
自
然
科
学
の
あ
り
よ
う
が
現
代
哲
学
の
共
通
傾
向
と
合
致
し
て
い
る
と
主
張
し
、次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
物

理
学
の
法
則
と
い
う
の
も
…
あ
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
か
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
理
学
的
知
識
と
か

法
則
と
か
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
プ
ラ
グ
マ
チ
カ
ル
の
も
の
で
あ
る
」（N
十
二
、74

）。
プ
ラ
グ
マ
チ
カ
ル
と
い
う
表
現
は
、
西
田
が



一
九
一

形
成
期
西
田
哲
学
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
共
有
地
〔
中
嶋
〕

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
流
儀
で
自
然
科
学
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
誘
う
。だ
が
重
要
な
の
は
実
用
的
と
い
う
語
の
内
実
で
あ
る
。

引
き
続
い
て
彼
は
語
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
い
う
実
用
的
と
は
普
通
に
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
実
際
的
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
新
カ
ン
ト
学
派
の
考
え

る
知
識
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
い
わ
ゆ
る
実
用
的
と
は
人
生
の
目
的
に
叶
う
こ
と
で
あ
る

が
、
し
か
し
自
然
科
学
が
こ
の
意
味
の
実
用
を
研
究
の
目
的
と
す
る
事
の
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
位
明
ら
か
な
事
実
で
あ

る
。
科
学
的
真
理
は
人
生
に
有
用
な
る
が
故
に
真
理
と
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か
ら
し
て
人
生
に
と
っ
て
有
益
な

の
で
あ
る
」（
Ｎ
十
二
、74
）。

　

西
田
は
超
越
的
な
真
理
を
認
め
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
科
学
的
研
究
を
人
生
に
対
す
る
手
段
と
す
る
ホ
ミ
ニ
ズ
ム
的
態
度
に
反
対
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
西
田
は
真
理
を
人
生
の
要
求
と
関
連
付
け
る
こ
と
自
体
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
生
と
い
う
語
の
内

実
が
問
題
と
な
る
。
西
田
は
文
化
的
生
、
精
神
的
生
の
独
自
の
意
義
を
認
め
て
お
り
、
真
理
を
そ
う
し
た
文
化
的
生
の
中
に
位
置
付
け
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
京
都
大
学
の
「
哲
学
概
論
」
講
義
で
彼
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
評
し
て
「
我
々
の
生
活
の
た
め
と
い
う
こ
と

が
曖
昧
で
あ
る
」（N

十
四
、226

）
と
語
り
、
引
き
続
い
て
文
化
的
な
諸
価
値
の
自
己
目
的
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
と
こ
ろ
が
更
に
も
う
一
歩
深
め
て
考
え
れ
ば
、
我
々
に
は
理
想
を
追
求
す
るideal life 

と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
。
我
々
の
精
神
生

活 spiritual life 

に
と
っ
て
は
、
真
、
善
、
美
、
が
単
に
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
に
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
「
真
理
へ
の
意
志
」 Der W

ille zur W
ahrheit 

が
あ
る
」（N

十
四
、227

）。
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こ
こ
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
田
がideal life 

に
お
け
る
真
理
の
意
義
を

強
調
す
る
時
、
文
化
的
生
の
意
義
を
強
調
す
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
議
論
と
彼
自
身
の
立
場
と
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
同
様
の
論
点
は
他
の
資
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

「
真
の
生
命
と
い
う
の
は
文
化
意
識K

ulturbew
usstsein

と
い
う
も
の
を
除
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。「
生
へ
の
意
志
」der 

W
ille zum

 Leben
は
「
文
化
へ
の
意
志
」der W

ille zum
 K

ulturleben

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（「
跋
」、『
自
覚
に
お
け
る
直
観

と
反
省
』、N

二
、270

）。

お
わ
り
に

　

　

本
論
文
で
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
西
田
が
共
有
し
て
い
た
態
度
を
確
認
し
た
。
従
来
、
場
所
論
以
前
の
時
期
に
主
意
主
義
を
標
榜
し

た
西
田
は
そ
れ
ゆ
え
に

0

0

0

0

0

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
等
と
は
根
本
的
に
立
場
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
西
田
は
こ
の
主
意
主
義
と

い
う
言
葉
を
、
意
志
的
な
も
の
を
重
視
す
る
時
代
の
傾
向
性
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ

ン
ト
ら
西
南
学
派
も
主
意
主
義
に
数
え
た
。
む
し
ろ
、
時
代
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
意
志
的
な
も
の
を
文
化
的
な
生
の
意
義
を
擁
護
す

る
立
場
か
ら
利
用
し
て
い
る
点
で
、
両
者
は
と
り
わ
け
協
調
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
思
想
の
う
ち
、
と
り
わ
け
当
時
の
西
田
を
惹
き
つ
け
た
「
文
化
哲
学
」

構
想
を
紹
介
し
、
ま
た
西
田
が
西
南
学
派
か
ら
差
異
化
を
図
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
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に
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
我
々
の
認
識
的
世
界
を
理
性
的
な
意
識
の
作
品
な
い
し
所
業
と
し
て
理
解
し
た
。
同
様
の
発
想
を
道
徳
的

秩
序
や
芸
術
に
拡
張
す
る
時
、
包
括
的
文
化
哲
学
の
構
想
が
生
ま
れ
る
（「
文
化
哲
学
と
超
越
論
的
観
念
論
（K

ulturphilosophie und 
transzendentaler Idealism

us

）」、
一
九
一
〇
年
）。「
我
々
は
文
化
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
的
意
識
が
彼
の
理
性
的
規
定
に
よ
っ
て
所

与
か
ら
生
み
出
し
た
も
の
の
総
体
を
考
え
る
」（W

K
.287, 428

）。
当
時
の
西
田
は
、
意
識
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
文
化

と
い
う
観
点
か
ら
、
道
徳
、
芸
術
、
学
問
の
世
界
を
包
括
的
に
捉
え
る
こ
う
し
た
文
化
哲
学
の
発
想
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

「
我
々
の
文
化
現
象
の
社
会
も
芸
術
的
作
品
と
同
じ
く
創
造
的
人
格
の
所
作
で
あ
る
。
…
し
か
し
て
こ
の
場
合
、
芸
術
的
表
現
作
用

の
場
合
に
お
け
る
手
の
運
動
の
位
置
を
取
る
も
の
は
理
性
の
作
用
で
あ
る
。…
種
々
な
る
経
験
の
背
後
に
潜
め
る
種
々
な
る
精
神
は
、

い
ず
れ
も
理
性
の
創
造
作
用
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
現
象
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
…
道
徳
的
行
為
は
ま
た
理
性
自
身

が
自
己
の
対
象
界
を
構
成
す
る
と
い
う
の
他
に
意
味
は
な
い
、
文
化
財K

ulturgüter

の
創
造
作
用
に
過
ぎ
な
い
」（N

三
、69

）。

　

こ
の
よ
う
な
見
解
を
し
め
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
ら
の
議
論
に
西
田
が
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
西
田
が

西
南
学
派
の
考
え
方
に
不
満
を
抱
く
論
点
の
一
つ
は
文
化
形
成
の
質
料
な
い
し
所
与
の
問
題
で
あ
る
。
質
料
の
問
題
を
め
ぐ
る
西
田
の
西

南
学
派
評
価
は
、
実
は
か
な
り
多
様
な
の
だ
が
、「
場
所
」
の
論
理
が
形
成
さ
れ
た
時
点
で
は
評
価
が
固
ま
り
、
西
南
学
派
は
所
与
の
原

理
を
考
え
な
か
っ
た
、
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（「
左
右
田
博
士
に
答
ふ
」）。
文
化
の
創
造
と
い
う
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
モ
チ
ー

フ
は
西
田
を
惹
き
つ
け
た
。
だ
が
、
創
造
の
主
体
で
あ
る
理
性
（
西
田
の
言
葉
で
い
え
ば
創
造
的
人
格
）
の
み
が
注
目
さ
れ
、
創
造
の
質

料
に
適
切
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
点
に
不
満
が
残
り
、
そ
の
不
満
が
西
田
を
「
場
所
」
の
論
理
の
形
成
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
。
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け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
不
満
に
導
か
れ
て
西
田
が
「
場
所
」
の
論
理
を
形
作
り
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
的
な
文
化
哲
学
の
発
想
か
ら
の

決
別
が
決
定
的
と
な
る
の
は
、
本
論
文
が
対
象
と
し
て
い
る
時
期
か
ら
見
れ
ば
も
う
少
し
だ
け
先
で
あ
る
。
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、

西
田
が
ま
だ
「
場
所
」
の
執
筆
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
頃
の
論
考
か
ら
、
一
節
を
引
い
て
お
く
。
西
田
が
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
た
小

論
「
私
の
主
意
主
義
の
意
味
」（
一
九
二
二
年
）
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
流
の
盲
目
的
な
主
意
主
義

思
想
を
当
て
こ
す
る
そ
の
書
き
振
り
は
、
多
様
な
顔
を
持
つ
西
田
の
、
と
り
わ
け
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
と
協
調
的
だ
っ
た
一
面
を
よ
く
示

し
て
い
る
。

「
真
の
意
志
は
明
ら
か
な
る
知
的
内
容
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
理
性
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
の
神

秘
は
徹
底
せ
る
理
性
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
反
理
性
的
な
る
神
秘
は
す
な
わ
ち
迷
信
で
あ
る
。
私
の
意
志
と
い
う
の
は
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
い
う
ご
と
き
盲
目
的
意
志
で
は
な
い
、
文
化
的
意
志
で
あ
る
」（N

十
一
、140

）。



一
九
五

形
成
期
西
田
哲
学
と
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
共
有
地
〔
中
嶋
〕

主
要
参
考
文
献

　

主
な
引
用
は
略
号
（
お
よ
び
全
集
の
場
合
は
巻
数
）
と
頁
数
を
付
し

た
。
日
本
語
訳
の
あ
る
場
合
に
は
、そ
の
後
に
訳
書
の
頁
数
を
添
え
た
。

N

　
　

西
田
幾
多
郎
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
二
巻
、
第
三
巻
、
第
七
巻
、

第
十
一
巻
、
第
十
二
巻
、
第
十
四
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。

引
用
に
際
し
て
現
代
仮
名
遣
い
、
新
漢
字
に
改
め
た
。

W
P  W

ilhelm
 W

indelband, Präludien ; Aufsätze und Reden 
zur Einleitung in die Philosophie, 6. A

ufl., J. C
. B

. M
ohr （Paul 

Siebeck

） 1907.
W

K
  W

ilhelm
 W

indelband, “K
ulturphilosophie und 

transzendentaler Idealism
us ”, Präludien ; Aufsätze und Reden 

zur Einleitung in die Philosophie, B
d. 2, 6. A

ufl., J. C
. B

. 
M

ohr （Paul Siebeck

） 1919.
W

W
  W

ilhelm
 W

indelband, D
er W

ille zur W
ahrheit, J. C

. B
. 

M
ohr （Paul Siebeck

） 1909.

引
用
文
の
日
本
語
訳
は
以
下
の
訳
を
参
照
し
つ
つ
本
論
と
の
整
合
性
を

配
慮
し
て
中
嶋
が
訳
出
し
た
。

『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
（
序
曲
）
上
下
』、
河
東
涓・篠
田
英
雄
訳
、（
岩

波
書
店
、
一
九
二
七
年
）。

『
真
理
へ
の
意
志
』、
高
坂
正
顕
訳
、（
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
）。

そ
の
他
の
参
考
文
献

H
. R

ickert, F
ichtes A

theism
usstreit und die K

antische 
Philosophie, R

euther&
R

ichard, 1899.

板
橋
勇
仁『
西
田
哲
学
の
論
理
と
方
法　

徹
底
的
批
評
主
義
と
は
何
か
』

（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）。

九
鬼
一
人
『
新
カ
ン
ト
学
派
の
価
値
哲
学
』（
弘
文
堂
、一
九
八
九
年
）。

注（
1
） 

本
論
文
で
検
討
さ
れ
て
い
る
西
田
の
資
料
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

①
講
演
筆
記
『
現
代
に
於
け
る
理
想
主
義
の
哲
学
』、（
一
九
一
六
年
講

演
、
翌
年
出
版
）。
②
講
義
筆
記
『
哲
学
概
論
』、（
一
九
一
〇
年
か
ら

一
九
二
七
年
ま
で
行
わ
れ
た
講
義
、
一
九
二
七
年
の
ノ
ー
ト
に
よ
る
）。

③
小
論
「
私
の
主
意
主
義
の
意
味
」、（
一
九
二
二
年
、
雑
誌
『
改
造
』

に
掲
載
）。
④
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
の
「
跋
」、（
一
九
一
七

年
に
東
京
哲
学
会
で
行
っ
た
講
演「
種
々
の
世
界
」を
基
に
し
た
も
の
）。

⑤
論
文
集
『
芸
術
と
道
徳
』、（
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
二
三
年
の
諸
論

文
を
収
め
る
）。
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（
2
） 
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
弟
子
で
あ
る
リ
ッ
カ
ー
ト
の
証
言
は
、

ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
い
う
言
葉
の
位
置
を
考
え
る
手
が
か
り
と

な
る
。
彼
は
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
無
神
論
論
争
と
カ
ン
ト
哲
学
（Fichtes 

Atheism
usstreit und die K

antische Philosophie

）」（
一
八
九
九

年
）
の
中
で
、
カ
ン
ト
‐
フ
ィ
ヒ
テ
主
義
の
哲
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
語
る
。

「
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
出
て
く
る
哲
学
は
、
意
志
が
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
認

識
の
最
後
の
基
礎
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
や
は
り

ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ

の
哲
学
は
今
日
普
通
に
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

と
は
全
く
隔
た
っ
て
い
る
」（
17
）。

　

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、（
一
）
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
理
性
主
義
的

ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
た
し
か
に
言
葉
通
り
に
は
、
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス

と
呼
ば
れ
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
同
時
に
（
二
）
当
時
普
通
の

用
法
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
と
は
呼
ば
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
通
常
の
言
い
方
で
の
ヴ
ォ
ル
ン
タ
リ
ス
ム
ス
に
は
、
何
か

し
ら
反
理
性
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も

読
み
取
れ
る
。


