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本
論
の
課
題

　
イ
ン
ド
に
哲
学
は
あ
る
か
、
ま
た
あ
っ
た
か
。
「
哲
学
」
（
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
ー
）
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
生
ま
れ
た
、
知

に
対
す
る
特
有
の
構
え
を
示
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
イ
ン
ド
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
「
哲
学
」
が
ま
た
、
驚
き
に
始
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ま
る
知
で
あ
り
、
実
利
実
用
と
い
う
制
約
を
越
え
た
知
の
た
め
の
知
で
あ
り
、
端
的
に
「
知
的
好
奇
心
」
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、

そ
の
よ
う
な
知
的
態
度
を
重
ん
じ
る
精
神
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
に
哲
学
は
あ
る
か
、
ま
た
あ
っ
た
か
、
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
「
哲
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
は
こ
の

よ
う
な
答
え
を
返
す
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
哲
学
」
が
、
存
在
や
認
識
、
論
理
や
豪
語
、
意
識
や
自
己
に
つ
い
て

の
知
的
探
求
を
指
す
な
ら
ぽ
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
西
洋
に
お
け
る
の
と
同
様
の
も
の
、
全
く
共
通
す
る
人
間
精
神
の
土
壌
か
ら
出
て
ぎ

た
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
る
こ
と
も
驚
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
に
哲
学
は
あ
る
か
、
ま
た
あ
っ
た
か
と
い

う
問
い
は
、
こ
の
問
い
自
体
が
時
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
（
時
に
ペ
ジ
・
ラ
テ
ィ
ヴ
な
語
気
を
伴
っ
て
）
発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
考

え
る
な
ら
ぽ
、
実
は
そ
う
簡
単
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
「
イ
ン
ド
哲
学
扁
と
い
う
学
問
の
歴
史
、
と
り
わ
け
こ
こ
二
〇
〇
年

ほ
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
そ
の
学
問
の
歴
史
に
密
接
に
か
か
わ
る
問
い
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
こ
の
間
の

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

二
五
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
イ
ン
ド
哲
学
」
観
の
変
遷
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
ロ
ジ
ェ
討
ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
の
『
イ
ン
ド
を
忘
れ
る
』
が
あ
る

が
、
そ
の
二
〇
〇
四
年
の
再
版
の
裏
表
紙
に
記
さ
れ
た
出
版
社
の
案
内
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
イ
ン
ド
哲
学
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る

の
か
。
今
日
で
も
、
学
校
の
教
科
書
は
ノ
ン
と
断
言
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
思
想
家
た
ち
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

数
世
代
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
は
、
熱
狂
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
二
…

チ
ェ
が
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ク
ー
ザ
ン
や
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
、
さ
ら
に
他
の
者
た
ち
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
イ
ン
ド
哲
学
に

一
目
置
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
」
。

　
イ
ン
ド
哲
学
が
ヨ
…
ロ
ッ
パ
に
本
格
的
に
紹
丁
介
さ
れ
た
の
は
、
　
ヘ
ン
リ
ー
・
ト
ー
マ
ス
・
コ
ー
ル
ブ
ル
ク
（
麟
．
↓
F
O
o
巨
冒
0
2
（
①
嵩
①
？

目
。
。
鶏
）
を
も
っ
て
疇
矢
と
す
る
。
一
八
二
三
年
か
ら
一
八
一
　
七
年
の
間
に
王
立
ア
ジ
ア
協
会
で
開
か
れ
た
会
合
に
お
い
て
、
門
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
の
哲
学
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
前
後
五
回
の
講
演
を
彼
は
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
六
派
哲
学
篇
に
つ
い
て
か
な

り
精
度
の
高
い
概
説
を
行
う
と
と
も
に
、
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
唯
物
論
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
諸
派
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る
。
最
初
の
二

回
の
講
演
で
は
、
ヨ
…
ガ
の
体
系
も
含
め
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
思
想
と
、
ニ
ヤ
…
や
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
の
両
思
想
体
系
が
ま
と
め
ら
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れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
一
八
二
四
年
発
行
の
協
会
の
紀
要
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
が
、
へ
…
ゲ
ル
を
し
て
、
そ
の
哲

学
史
の
講
義
の
中
で
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
「
本
当
の
哲
学
扁
（
の
自
警
夏
野
。
勺
窯
一
〇
ω
o
℃
凱
Φ
）
と
し
て
扱
わ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
わ

　
　
〔
4
）

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
の
門
イ
ン
ド
嫌
い
」
の
へ
…
ゲ
ル
で
さ
え
も
、
イ
ソ
ヂ
に
哲
学
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
、
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と
ロ
ジ
ェ
薩
ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
は
感
嘆
符
つ
き
で
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
見
当
違
い
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
も
か
く
も
「
イ
ン
ド

哲
学
」
は
一
度
は
認
知
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
関
心
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
　
世
紀

も
経
た
な
い
第
一
次
大
戦
葡
夜
と
も
な
れ
ぽ
、
当
時
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
学
ん
で
い
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
（
出
①
ぎ
ユ
0
7
　
N
ぎ
影
費

一
。
。
8
山
宏
ω
）
は
、
そ
の
頃
を
團
脅
し
て
こ
う
言
う
の
で
あ
る
。
「
私
が
学
生
で
あ
っ
た
頃
、
「
イ
ン
ド
哲
学
」
と
い
う
語
は
、
「
木
製
の
鋼

鉄
」
と
同
様
、
馬
鹿
げ
た
自
己
矛
盾
、
形
容
矛
盾
（
8
緊
門
銭
圃
。
鉱
。
ぎ
鋤
＆
①
o
け
。
）
の
語
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
「
イ
ン
ド



哲
学
」
は
、
た
だ
単
に
存
在
し
な
い
何
物
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
雌
馬
の
巣
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
論

理
学
者
な
ら
、
「
ウ
サ
ギ
の
角
」
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
と
岡
じ
で
あ
っ
た
」
。
も
ち
ろ
ん
当
時
イ
ン
ド
学
者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
「
そ
の
者
た
ち
は
、
「
イ
ン
ド
哲
学
」
と
い
え
る
も
の
が
果
た
し
て
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
苦
労
し
て
考
え

よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
な
か
っ
た
。
文
献
の
中
に
見
い
だ
す
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
文
献
学
的
な
基
礎
の
上
に
そ
れ
を
解
釈
し
、
そ

れ
が
終
わ
れ
ば
次
の
行
へ
と
読
み
進
む
だ
け
で
あ
っ
た
偏
。
そ
し
て
ツ
イ
ソ
マ
ー
は
こ
う
付
け
加
え
る
。
「
他
方
、
哲
学
の
教
授
た
ち
は
と
い

え
ぽ
、
彼
ら
は
異
口
同
音
に
、
哲
学
と
い
わ
れ
る
も
の
は
そ
の
語
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
場
所
に
は
絶
対
に
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

な
い
と
言
う
の
で
あ
っ
た
偏
と
。

　
本
当
の
哲
学
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
の
み
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
場
所
に
は
存
在
し
な
い
。

こ
れ
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
考
か
ら
帰
結
す
る
結
論
で
あ
る
。
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
「
本
当
の
哲
学
し
と
し
て
一
度
は
認
め
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
哲
学
の
前
段
階
、
い
ま
だ
哲
学
へ
と
深
化
し
つ
つ
あ
る
段
階
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ

っ
た
。
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
哲
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
試
み
は
、
結
果
的
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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の
哲
学
者
、
哲
学
史
家
、
歴
史
家
に
、
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
哲
学
史
か
ら
除
外
す
る
理
由
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
ま
た
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
試
み
は
、
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
「
イ
ン
ド
文
献
学
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
動
機
と
な
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
試
み
た
よ
う
に
、
仮
に
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
哲
学
史
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
そ
れ
を
、
歴
史
的
に
も
文
献
学
的
に
も
客
観
的
に
評
価
し
、
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
先
の
ツ
イ
ソ
マ
ー
の

証
雷
に
登
場
し
た
イ
ン
ド
学
者
の
姿
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
、
ま
ず
は
文
献
学
的
に
客
観
的
に
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
必
要
だ
と

考
え
た
者
の
姿
を
映
し
て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
イ
ン
ド
に
哲
学
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
ま
ず
「
哲
学
扁
で
あ
る
か
ど
う

か
を
客
観
的
に
知
っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
戦
後
の
「
イ
ン
ド
哲
学
」
研
究
の
分
野
で

最
大
最
良
の
仕
事
を
残
し
た
、
ウ
ィ
ー
ン
の
エ
ー
リ
ヒ
・
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
（
国
・
　
男
バ
餌
自
♂
く
P
一
同
賢
①
目
　
一
Q
o
り
Q
Q
l
一
〇
刈
心
）
は
、
厳
密
な
文
献
学
者

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

二
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と
し
て
常
に
振
る
舞
っ
て
い
た
し
、
そ
の
姿
は
ま
た
一
＝
世
紀
に
入
っ
た
今
の
「
イ
ン
ド
哲
学
」
研
究
者
の
姿
と
も
実
は
大
差
な
い
。
そ
し

て
、
イ
ン
ド
の
思
想
的
な
文
献
を
哲
学
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
試
み
が
と
き
に
現
れ
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
今
で
も
し
ば
し
ば
「
時
期

尚
早
」
と
い
う
言
葉
で
批
評
が
行
わ
れ
る
。
批
判
的
校
訂
テ
キ
ス
ト
も
出
来
て
お
ら
ず
、
正
確
な
読
み
も
確
定
し
て
い
な
い
よ
う
な
段
階
で
、

哲
学
的
、
思
弁
的
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
時
期
尚
早
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
イ
ン

ド
の
思
想
的
な
文
献
の
中
で
、
批
判
的
校
訂
版
が
あ
る
も
の
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
な
い
。
い
や
皆
無
か
も
し
れ
な
い
。
基
礎
的
な
文
献
に

つ
い
て
さ
え
、
「
写
本
に
戻
っ
て
」
読
む
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
傾
向
は
近
年
一
層
強
ま
っ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
こ
で
、
「
イ
ン
ド
哲
学
」
を
め
ぐ
る
過
去
と
現
在
の
状
況
を
、
こ
の
よ
う
に
認
め
た
う
え
で
、
ま
ず
こ
こ
で
の
、
つ
ま
り
京
都
哲

学
会
で
の
発
表
と
『
哲
学
研
究
瞼
の
こ
の
論
文
に
お
け
る
、
筆
者
の
課
題
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
古
代
の
イ
ン
ド
入
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
「
も
の
の
見
方
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
及
省
的
な
意
識
を
抱
い
て
い
た
か
、
さ
ら
に
は
そ
の

よ
う
な
反
省
的
意
識
を
も
つ
こ
と
自
体
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
、
『
形
而
上
学
繍
に
お
い
て
、
「
最
初
に
哲
学
し
た
入
々
」
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
哲
学
の
始
ま
り
を
語
る
も
の
で
あ

っ
た
と
岡
時
に
、
そ
の
よ
う
に
始
ま
り
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
学
と
し
て
の
「
哲
学
扁
の
自
覚
的
な
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
始
ま
り
の
意
識
と
直
接
結
び
つ
い
た
「
哲
学
」
は
、
そ
の
ま
ま
ギ
リ
シ
ア
入
に
闘
有
の
自
意
識
、
自
己
認

識
の
あ
り
方
と
し
て
特
別
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
鷺
瞬
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
い
ま
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
哲
学
」
が
、
ギ
リ
シ
ア
入

に
固
有
の
知
の
あ
り
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
始
ま
り
」
と
い
う
特
権
的
な
意
識
は
も
た
な
い
け
れ
ど
も
（
あ
る
い
は
「
始
ま
り
」
と
い
う
特
権

的
な
意
識
を
も
つ
こ
と
な
し
に
）
、
自
分
た
ち
の
「
も
の
の
見
方
」
を
梱
対
化
し
そ
れ
を
反
省
的
な
仕
方
で
論
じ
る
、
あ
る
意
味
で
特
徴
的
な

論
述
ス
タ
イ
ル
を
、
古
代
イ
ン
ド
（
の
あ
る
種
の
文
献
）
に
特
有
の
「
哲
学
的
な
」
も
の
の
見
方
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
も
可
能
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
残
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
、
本
稿
で
、
「
哲
学
誌
」
と
や
や
奇
妙
な
表
現
と
思
わ
れ
る
用

語
に
よ
っ
て
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
哲
学
史
」
が
、
ち
ょ
う
ど
『
形
而
上
学
ぬ
第
一
巻
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ



レ
ス
が
、
哲
学
の
始
ま
り
か
ら
プ
ラ
ト
ン
に
至
る
ま
で
を
叙
述
し
た
よ
う
に
、
学
説
の
史
的
な
展
開
を
系
譜
的
に
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
な

ら
ぽ
、
「
哲
学
誌
」
は
、
学
説
の
史
的
な
展
開
、
発
展
と
い
う
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
全
く
関
心
を
示
す
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
の

学
説
を
非
歴
史
的
な
閉
じ
た
体
系
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
他
の
諸
派
の
考
え
方
、
も
の
の
見
方
と
の
対
比
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
「
哲
学
誌
」
の
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
特
徴
的
な
「
も
の
の
見

方
」
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
つ
い
で
、
特
に
「
中
立
性
」
に
か
か
わ
る
「
も
の
の
見
方
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
背

景
と
し
て
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
お
け
る
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
」
の
伝
統
に
注
目
し
、
そ
の
特
徴
を
、
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
（
六
世

紀
）
の
テ
キ
ス
ト
を
頼
り
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
哲
学
誌
の
成
立

　
「
イ
ン
ド
哲
学
」
（
ぎ
黛
磐
　
娼
巨
。
ω
8
ξ
）
の
訳
語
と
し
て
、
現
代
イ
ン
ド
で
は
、
「
バ
ー
ラ
テ
ィ
ー
ヤ
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
（
じ
σ
湿
冨
ひ
ぢ
蝉

α
胃
鐙
奏
）
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
バ
ー
ラ
テ
ィ
ー
ヤ
」
は
、
「
バ
ー
ラ
タ
の
」
を
弓
隠
し
、
「
バ
ー
ラ
タ
」
は

イ
ン
ド
国
の
古
称
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
は
、
直
訳
す
れ
ば
、
「
見
る
こ
と
」
（
「
見
る
」
を
意
味
す
る
動
詞
語
根
山
議
－
か
ら
派
生

し
た
名
詞
）
で
あ
る
。
先
に
「
も
の
の
見
方
」
と
言
っ
て
き
た
の
は
、
こ
の
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
西
洋
の
イ
ン
ド
哲
学
史
家
が
、
こ
の
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
を
「
哲
学
」
に
対
応
す
る
語
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

お
そ
ら
く
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
が
、
ま
さ
に
「
観
」
に
相
当
す
る
語
で
あ
っ
て
、
直
観
的
な
洞
察
、
悟
り
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
こ
と
、
し
た

が
っ
て
ま
た
宗
教
的
な
見
解
と
の
区
別
が
明
確
で
な
く
、
論
理
性
や
客
観
性
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
逆
に
こ
の
点
を
、
イ
ン
ド
固
有
の
「
も
の
の
見
方
」
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
「
哲
学
」
と
は
違
う
が
そ
れ
に
匹
敵
す

る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
、
こ
の
語
を
意
識
的
に
取
り
上
げ
価
値
づ
け
る
こ
と
が
、
イ
ン
ド
入
学
者
の
側
に
は

見
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

二
九
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（
8
）

　
さ
て
本
稿
に
お
い
て
「
哲
学
誌
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
文
献
の
中
に
は
、
こ
の
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
と
い
う
語
を
タ
イ
ト
ル
の
一
部
に
含
む

も
の
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
種
の
文
献
の
中
で
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
（
八
世

紀
）
作
の
『
シ
ャ
ッ
ド
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
』
（
「
六
つ
の
ダ
ル
シ
ャ
ナ
の
集
成
」
）
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
有
名
な
も
の
と
し
て

は
、
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
（
一
四
世
紀
）
作
の
『
サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ソ
グ
ラ
怠
（
「
す
べ
て
の
ダ
ル
シ
ャ
ナ
の
ま
と
め
扁
）
の
名
前
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
文
献
は
、
そ
の
主
要
な
章
が
、
パ
ウ
ル
・
ド
イ
ッ
セ
ン
（
℃
簿
二
一
一
）
①
望
ω
Q
o
O
⇒
一
Q
G
轟
α
…
一
り
回
O
）
に
よ
っ
て
、
『
一
般
哲

学
史
』
（
≧
冨
ひ
q
①
ヨ
①
ぎ
①
○
⑦
ω
0
7
圃
。
鐸
㊦
創
興
勺
窯
δ
ω
8
ぼ
ρ
H
。
。
逡
）
の
中
で
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
有
名
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
英
訳
の
出
版
は
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
先
に
名
前
を
あ
げ
た
コ
ー
ル
ブ
ル
ク
な
ど
も
、
イ
ン
ド
の
「
哲
学
扁
を
体

系
的
に
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
お
そ
ら
く
利
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
紹
介
さ
れ
た
「
イ
ン
ド
哲
学
」
の
内
容
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ハ
リ
バ
ド
ラ
作
の
噸
シ
ャ
ッ
ド
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
や
匝
に
つ
い
て
こ
こ
で
見
て
み
た
い
。
ハ
リ
バ
ド
ラ
（
甲
｛
鋤
憎
鵠
）
｝
臼
9
⊆
脱
餌
）

は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
（
紀
元
前
六
世
紀
頃
、
仏
教
と
蒋
を
同
じ
く
し
て
新
た
に
興
っ
て
き
た
宗
教
）
の
白
衣
派
に
属
す
る
思
想
家
で
、
詩
人
で
も

あ
っ
た
。
伝
説
で
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
～
四
〇
〇
も
の
著
作
を
残
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
彼
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
現
存
の
文

献
だ
け
で
も
九
〇
近
く
あ
る
。
活
動
し
た
蒔
期
を
八
世
紀
と
す
る
こ
と
に
は
議
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
通
説
に
従
う
。
主

著
と
し
て
は
、
『
ア
ネ
ー
カ
…
ン
タ
・
ジ
ャ
ヤ
・
パ
タ
ー
カ
ー
蜘
（
「
多
面
的
見
解
法
の
勝
利
の
旗
」
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ

の
タ
イ
ト
ル
に
見
ら
れ
る
「
多
薗
的
晃
解
法
」
と
は
、
　
一
方
的
な
教
理
を
立
て
ず
、
自
派
、
地
派
を
問
わ
ず
、
多
様
な
観
点
を
等
し
く
認
め

る
と
い
う
思
想
的
態
度
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
パ
ド
ラ
自
身
、
こ
れ
を
、
「
融
合
論
」
（
サ
ン
バ
…
ラ
・
ヴ
ァ
…
ダ
〉
と
か
、
「
混
合
論
」

（
サ
ン
キ
…
ル
ナ
・
ヴ
ァ
ー
ダ
）
と
も
言
い
換
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
対
立
す
る
哲
学
的
諸
見
解
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
訴
え
て

い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
㎎
シ
ャ
ッ
ド
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
や
隔
も
ま
た
、
岡
じ
意
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
当
蒋

の
哲
学
諸
派
の
学
説
を
要
約
し
列
挙
す
る
体
裁
で
は
あ
る
が
、
「
多
薗
難
戦
解
法
」
を
踏
ま
え
て
そ
れ
ら
を
統
合
的
に
見
よ
う
と
す
る
も
の



で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
全
体
は
、
八
七
の
詩
節
か
ら
な
る
韻
文
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。

　
　
何
を
神
格
と
し
、
何
を
原
理
と
す
る
か
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
本
的
な
違
い
を
考
量
す
る
な
ら
ば
、
ダ
ル
シ
ャ
ナ
は
こ
こ
で
は
六

　
　
つ
に
限
ら
れ
る
と
、
賢
者
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
仏
教
説
、
ニ
ヤ
ー
や
学
派
の
説
、
サ
ー
ン
キ
や
学
派
の
説
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
説
、
ヴ
ァ

　
　
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
説
、
そ
し
て
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
派
（
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
i
学
派
）
の
説
、
こ
れ
ら
が
六
つ
の
ダ
ル
シ
ャ
ナ
の
名
前
で
あ

　
　
る
。
〔
第
二
、
三
詩
節
〕

た
と
え
ば
神
格
、
つ
ま
り
そ
の
学
派
や
宗
派
で
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
る
人
格
神
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
仏
教
は
ス
ガ
タ
（
善
逝
、
仏
陀
）
を
、

ニ
ヤ
ー
や
学
派
は
シ
ヴ
ァ
神
を
、
サ
ー
ン
キ
や
学
派
の
一
部
（
ヨ
ー
ガ
派
）
は
イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
（
主
宰
神
）
を
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
ジ
ネ
ン

ド
ラ
（
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
、
大
雄
）
を
神
格
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
そ
れ
ぞ
れ
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
は
、
神
格
の
点
で
は
ニ
ヤ
ー
や
学
派
と
同
じ
で
あ
る
が
、
原
理
の
立
て
方
が
異
な
っ
て
お
り
別
の
ダ
ル
シ
ャ

ナ
と
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
派
、
す
な
わ
ち
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
i
学
派
は
、
～
血
煙
を
そ
な
え
真
理
を
語
る
人
格
神
の
存
在
を
、
絶

対
に
認
め
な
い
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
学
派
と
も
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
こ
で
の
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
派
の
「
見
解
」
、
「
学
説
」
ほ
ど
の
意
味
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
分
類

の
基
準
を
示
し
て
、
学
説
体
系
の
区
別
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
点
、
ま
た
自
派
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
学
説
に
対
し
て
特
別
な
位
置
を
与
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
点
に
注
目
す
れ
ば
、
多
様
な
観
点
を
等
し
く
認
め
る
と
い
う
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
思
想
的
態
度
が
確
か
に
こ
こ
に
は
現

れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
奇
妙
な
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
点
は
、
六
つ
の
学
派
の
中
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派

が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
見
解
は
、
実
は
上
の
六
つ
だ
け
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
の
最
後
に

別
に
も
う
ひ
と
つ
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
唯
物
論
を
展
開
し
た
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の
見
解
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
書
の
胃
頭
の
第
～
詩
節
に
あ
る
よ
う
に
、
「
各
派
の
学
説
を
要
約
し
て
示
す
」
の
が
、
こ
の
書
の
圏
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
ウ
パ
ニ
シ

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

一
三
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ヤ
ッ
ド
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
の
学
説
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
実
際
に
は
、
ハ
リ
バ
ヂ
ラ
の
こ
の
書
に
限
ら
ず
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
側
で
こ
れ
以
後
作
ら
れ
た
「
哲
学
誌
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
で
き
る
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

献
は
、
す
べ
て
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
説
を
独
立
し
た
学
説
体
系
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
μ
ー
カ
！
ヤ
タ
派
の
学
説
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
述
が
、
最
後
に
別
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
文
第
七
八
、
七
九

嘉
節
に
そ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
と
ニ
ヤ
ー
や
学
派
を
合
わ
せ
て
ひ
と
つ
の
学
派
と
み
な
す
場
合
が
あ
る

が
、
そ
の
場
合
に
は
、
劉
個
の
学
説
と
し
て
、
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の
考
え
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で

は
な
ぜ
、
最
初
か
ら
七
番
目
の
説
と
し
て
ロ
ー
カ
：
ヤ
タ
派
の
説
が
扱
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
も
、
一
応
は
本
文
中
の

論
述
に
基
づ
い
て
そ
の
答
え
を
準
備
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
の
六
つ
の
ダ
ル
シ
ャ
ナ
は
い
ず
れ
も
「
ア
ー
ス
テ
イ

カ
」
（
餌
ω
甑
ζ
、
有
爵
老
）
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
窟
ー
カ
！
ヤ
タ
派
は
、
「
ナ
ー
ス
テ
イ
カ
」
（
畠
ω
巳
＄
、
無
論
考
）
で
あ

り
、
「
個
我
も
、
解
脱
も
、
功
徳
も
罪
過
も
、
善
悪
の
業
の
果
報
も
、
何
も
存
在
し
な
い
」
（
第
八
○
詩
節
）
と
主
張
す
る
か
ら
、
神
格
と
原

理
の
存
在
を
基
準
と
し
た
分
類
方
法
に
よ
っ
て
は
、
も
と
も
と
こ
の
学
説
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
、
ま
だ
ど
う
も
臆
に
落
ち
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
は
こ
れ
以
上
深
入
り
せ
ず
、
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
先
に

そ
の
名
を
挙
げ
た
も
う
ひ
と
つ
の
「
哲
学
誌
」
、
『
サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ソ
グ
ラ
バ
瞼
（
「
す
べ
て
の
ダ
ル
シ
ャ
ナ
の
ま
と
め
」
）
を
、

こ
こ
で
は
対
比
の
た
め
に
見
て
み
た
い
。

　
『
サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
㎏
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
…
ン
タ
学
派
の
不
二
一
元
論
派
に
属
す
る
一
四
世
紀
の
思
想
家
マ
…
ダ
ヴ

ァ
（
竃
雛
ン
餌
く
鋤
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
そ
の
全
体
の
章
立
て
は
、
（
1
）
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
説
（
唯
物
論
）
、
（
2
）
仏
教
説
、
（
3
）
ジ
ャ

イ
ナ
教
説
、
（
4
）
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
説
、
（
5
）
マ
ヂ
ヴ
ァ
の
…
説
、
（
6
）
ナ
ク
リ
ー
シ
ャ
の
パ
ー
シ
ュ
パ
タ
派
説
、
（
7
）
南
イ
ン
ド
の

シ
ヴ
ァ
教
説
、
（
8
）
カ
シ
ミ
ー
ル
の
シ
ヴ
ァ
派
説
、
（
9
）
水
銀
派
説
、
（
1
0
）
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
説
、
（
1
1
）
ニ
ヤ
ー
や
学
派
の

説
、
（
1
2
）
ミ
：
マ
ー
ソ
サ
…
学
派
の
説
、
（
1
3
）
文
法
学
派
の
説
、
（
1
4
）
サ
ー
ソ
キ
や
学
派
の
説
、
（
1
5
）
ヨ
ー
ガ
学
派
の
説
、
（
1
6
）
不



二
一
元
論
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
説
、
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
1
）
か
ら
（
3
）
は
、
反
ヴ
ェ
ー
ダ
主
義
的
な
非
正
統
の
宗
派
、
（
4
）
と
（
5
）
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
で
は
あ
る
が
と
も
に

不
二
一
元
論
に
反
対
す
る
思
想
家
の
二
人
、
（
6
）
か
ら
（
9
）
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
宗
派
、
そ
し
て
（
1
0
）
か
ら
（
1
6
）

は
古
典
的
な
学
派
で
あ
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宗
教
的
な
宗
派
と
、
古
典
的
な
学
説
体
系
を
保
持
す
る
学
派
と
を
明
確
に
区
別

し
て
、
各
派
の
教
説
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
文
献
の
特
徴
が
あ
る
。
し
か
も
、
自
派
の
教
説
を
最
後
に
置
く
一
方
で
、

同
じ
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
で
あ
っ
て
も
、
不
二
一
元
論
に
対
立
す
る
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
（
一
一
世
紀
）
や
マ
ド
ヴ
ァ
（
一
三
世
紀
）
の
説

を
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
諸
派
よ
り
も
前
に
置
い
て
、
非
正
統
の
宗
派
の
近
く
に
位
置
づ
け
、
ま
た
本
来
で
あ
る
な
ら
ば
不
二
一
元
論
と
相
容
れ

な
い
は
ず
の
二
元
論
を
主
張
す
る
サ
ー
ソ
キ
や
学
説
や
ヨ
ー
ガ
学
説
を
、
お
そ
ら
く
は
対
立
性
の
希
薄
さ
ゆ
え
に
、
直
近
の
位
置
に
置
く
な

ど
、
主
観
性
の
強
い
章
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
同
じ
「
哲
学
誌
」
と
い
っ
て
も
、
先
に
見
た
『
シ
ャ

ッ
ド
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
』
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
視
点
に
立
っ
て
諸
学
派
の
学
説
を
要
約
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

両
者
の
視
点
を
対
比
す
る
な
ら
ば
、
各
派
の
学
説
・
教
説
を
要
約
し
、
包
括
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
図
を
と
も
に
も
っ
て
は
い
る
が
、

『
サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
の
作
者
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
は
、
自
派
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
不
二
＝
兀
論
を
一
方
の
極
に
置

き
、
そ
れ
と
の
対
立
の
度
奮
い
に
応
じ
て
、
他
派
の
教
説
を
遠
近
の
直
線
的
な
距
離
の
内
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
視
点
を
も
っ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
『
シ
ャ
ッ
ド
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
』
の
作
者
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
方
は
、
自
派
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
教
説
を
も
含
め
た
各

派
の
学
説
を
等
距
離
に
見
よ
う
と
す
る
視
点
を
も
っ
て
い
た
と
延
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
い
ま
、
「
自
派
の
教
説
を
も
含
め
た
各
派
の
学
説
を
等
距
離
に
見
よ
う
と
す
る
視
点
」
と
言
っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
視
点
は

可
能
で
あ
る
の
か
。
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
彼
ら
、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
思
想
家
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
彼
ら
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　
バ
リ
。
ハ
ド
ラ
の
『
シ
ャ
ヅ
ド
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
』
に
は
、
『
タ
ル
カ
・
ラ
ハ
ス
ヤ
・
デ
ィ
ー
ピ
カ
ー
』
（
「
論
理
の
秘
密
の

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

三
竺



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
二
号

三
四

灯
火
b
と
い
う
名
の
注
釈
書
が
あ
る
。
作
者
は
、
グ
ナ
ラ
ト
ナ
（
O
ξ
二
藍
臼
艶
）
で
、
一
四
世
紀
に
活
躍
し
た
入
物
で
あ
る
。
先
に
見
た

『
サ
ル
ヴ
ァ
・
ダ
ル
シ
ャ
ナ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
の
作
者
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
と
時
期
的
に
は
重
な
っ
て
い
る
。
グ
ナ
ラ
ト
ナ
は
、
こ
の
注
釈
の
中
で
、

「
自
派
の
見
解
（
ダ
ル
シ
ャ
ナ
）
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
な
く
、
中
立
性
を
保
持
す
る
こ
と
」
（
。
。
慈
量
誌
讐
暑
要
留
冨
早
目
膏
隔
属
藤
葛
憲
ヨ
甲

鳥
ξ
窪
窪
巻
ヨ
国
く
鉱
鋤
ヨ
σ
p
昌
日
脚
一
議
ケ
）
を
し
ば
し
ぼ
強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
サ
ー
ソ
キ
や
学
説
に
つ
い
て
の
論
述
を
終
え
、
自
派
の
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
員
）

ヤ
イ
ナ
教
説
に
つ
い
て
論
じ
始
め
る
第
四
章
開
始
直
前
の
部
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
器
う
。

　
　
自
派
の
見
解
に
肩
入
れ
せ
ず
、
中
立
性
を
保
持
し
、
論
理
的
検
討
を
重
ね
て
、
　
あ
ら
ゆ
る
難
解
を
繰
り
返
し
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
晃
解
の
う
ち
で
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
前
後
の
脈
絡
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
矛
盾
も
冤
い
だ
さ
れ

　
　
な
い
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
こ
そ
、
賢
者
た
ち
は
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
〔
ハ
リ
パ
ド
ラ
に
よ
っ
て
〕
次
の
よ
う
に
雷
わ
れ
て
い

　
　
る
。
一
私
は
、
〔
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
開
祖
〕
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
は
な
い
。
〔
サ
ー
ン
キ
や
学
派
の
開
櫨
〕
カ
ピ
ラ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
ど
に
対
し
て
嫌
悪
を
抱
く
こ
と
も
な
い
。
大
切
な
の
は
、
道
理
を
説
か
れ
る
お
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
確
か
に
、
自
派
の
見
解
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
晃
解
を
等
距
離
に
見
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
な
か
ん
ず
く
そ
れ
が
「
中
立
性
㌫
（
ヨ
甲

象
旨
ω
轡
ξ
餌
∋
）
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
奮
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
・
兄
る
。
し
か
し
果
た
し
て
本
当
に
自
派
の
主
張
も
含
め
て
あ
ら

ゆ
る
見
解
を
客
観
的
に
凝
る
こ
と
な
ど
驚
動
か
。
一
人
の
論
者
が
、
自
分
が
属
す
る
宗
派
の
教
説
か
ら
も
中
立
性
を
保
っ
て
そ
れ
を
見
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
自
己
中
心
・
王
義
の
言
い
換
え
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
単
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で

し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
実
際
、
グ
ナ
ラ
ト
ナ
の
論
述
を
留
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
忠
心
が
愚
だ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
「
中
立
性
」
に
繰
り

返
し
言
及
す
る
グ
ナ
ラ
ト
ナ
で
あ
る
が
、
彼
の
注
釈
の
分
量
を
各
章
ご
と
に
比
較
し
て
み
る
と
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
学
説
を
扱
っ
た
第
四
章
の

分
量
が
格
段
に
大
き
く
、
そ
こ
に
劉
か
れ
た
置
数
は
全
体
の
半
分
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
で
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
極
端
な
比
重
を
か
け
て
い

る
と
言
わ
れ
て
も
し
か
た
が
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
泣
立
て
の
構
成
に
つ
い
て
も
意
図
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
章
の
数
こ



そ
、
も
と
の
ハ
リ
バ
ド
ラ
の
原
典
の
タ
イ
ト
ル
に
合
わ
せ
て
六
に
し
て
あ
る
が
、
第
一
章
は
、
序
論
と
「
仏
教
の
見
解
」
を
合
わ
せ
た
も
の

で
、
分
量
的
に
は
優
に
二
章
分
あ
る
し
、
他
方
、
第
六
章
も
、
「
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
学
説
」
と
「
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の
見
解
」
の
二

つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
ま
た
量
的
に
も
二
章
分
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
並
べ
て
み
る
と
、
仏
教
説
ー
ニ
ヤ
ー
や
学
説
ー
サ
ー

ソ
キ
や
学
説
…
ジ
ャ
イ
ナ
教
説
ー
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
説
ー
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
説
ー
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
説
と
な
り
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
説
を
挟

ん
で
、
ち
ょ
う
ど
前
後
に
三
つ
ず
つ
が
並
ん
だ
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
中
立
」
と
は
、
ま
さ
に
「
真
ん
中
に
立
つ
こ
と
」
で

（
1
6
）

あ
り
、
自
派
説
を
中
心
に
置
い
て
両
側
に
三
つ
ず
つ
他
学
派
の
見
解
を
並
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
中

立
性
と
は
、
自
己
中
心
主
義
と
は
雷
わ
な
い
ま
で
も
、
せ
い
ぜ
い
が
中
間
的
な
見
解
を
も
つ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
の
と

こ
ろ
あ
ら
ゆ
る
見
解
に
対
し
て
真
に
客
観
的
な
ひ
と
つ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
な
ど
や
は
り
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
あ
る
い
は
可
能
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
「
も
の
の
見
方
」
を
提
示
す
る
テ
キ
ス
ト
が
、
ジ
ャ
イ
ナ

教
の
伝
統
の
中
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
見
て
み
た
い
。

一ニ

@
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

　
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
（
竃
四
一
一
四
く
9
1
q
凶
昌
）
は
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
や
グ
ナ
ラ
ト
ナ
に
先
立
っ
て
、
六
世
紀
に
活
躍
し
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
白
衣
派

の
思
想
家
で
あ
る
。
そ
の
著
『
ド
ヴ
ァ
ー
ダ
シ
ャ
・
ア
ラ
・
ナ
ヤ
・
チ
ャ
ク
ラ
』
（
「
十
二
の
観
点
の
ス
ポ
ー
ク
か
ら
な
る
車
輪
㎏
）
は
、
単
独

で
は
現
存
し
な
い
が
、
シ
ン
ハ
ス
ー
リ
（
ω
昼
プ
器
冒
一
七
世
紀
）
の
注
釈
書
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ア
ー
ガ
マ
・
ア
ヌ
サ
ー
リ
ニ
ー
』
（
「
論
理
の
伝

統
の
探
求
扁
）
か
ら
そ
の
本
文
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
内
容
が
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
古
代
イ

ン
ド
の
哲
学
的
伝
統
の
初
期
の
姿
を
知
る
た
め
に
は
た
い
へ
ん
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
六
世
紀
と
言
え
ば
、
諸
学
派
の
伝
統
は
形
成
さ
れ
始

め
た
ぽ
か
り
の
頃
で
あ
り
、
各
学
派
で
は
そ
の
根
本
教
典
（
ス
ー
ト
ラ
）
に
対
す
る
初
期
の
注
釈
が
作
り
始
め
ら
れ
た
時
期
に
あ
た
る
。
マ

ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ソ
に
よ
っ
て
直
接
に
引
用
さ
れ
て
い
る
重
要
な
思
想
家
と
し
て
は
、
文
法
学
者
の
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
（
ゆ
冨
誹
笹
碧
心
臓
世

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

三
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
二
号

三
六

紀
）
と
仏
教
論
理
学
派
の
創
始
者
で
あ
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
望
α
q
愚
ひ
q
簿
四
八
○
一
五
四
〇
年
頃
）
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
ド
ヴ
ァ
ー
ダ
シ
ャ
・
ア
ラ
・
ナ
ヤ
・
チ
ャ
ク
ラ
曝
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
観
点
」
、
「
も
の
の
見
方
」
を
体
系

化
し
よ
う
と
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
先
に
晃
た
「
哲
学
誌
」
が
、
各
学
派
の
学
説
を
要
約
し
て
全
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
各
学
派
の
言
説
の
基
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
生
み
出
す
構
造
と
し
て
の
「
も
の
の
見
方
」
を
体

系
的
に
分
類
し
、
そ
こ
か
ら
各
学
派
の
学
説
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
門
見
ら
れ
る
も
の
は
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
つ
で
あ
っ
て
も
、
も
の
の
見
方
は
様
々
で
あ
る
」
と
は
、
文
法
学
者
で
あ
り
言
語
哲
学
者
で
あ
っ
た
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
雷
葉
で
あ
る
が
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
あ
る
種
の
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
」
の
起
源
と
も
言
う
べ
き
こ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
形
で
、
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ

ィ
ン
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
を
構
想
し
て
い
る
よ
う
に
思
・
兄
る
。
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
；
デ
ィ
ソ
の
思
想
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
思
え
る
W
・
ハ

ル
プ
フ
ァ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
…
デ
ィ
ン
の
図
式
は
、
伝
統
的
な
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
を
体
系
化
し
、
根
本
的
に
改
変
し
た
も
の

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
派
の
諸
見
解
を
、
相
対
的
か
つ
限
定
的
に
は
正
し
い
も
の
と
し
て
評
聡
し
、
い
ず
れ
も
が
等
し
く
正
当
で
限
定

　
　
的
な
実
在
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
学
説
に
つ
い
て
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
偽

　
　
り
だ
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
ら
の
学
説
が
一
方
向
性
と
相
互
依
存
性
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

　
　
し
、
そ
れ
ら
を
棺
互
補
職
的
な
諸
観
点
か
ら
な
る
全
体
の
中
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
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）

　
　
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
を
、
そ
れ
自
身
の
包
括
的
な
枠
組
み
の
う
ち
へ
と
取
り
込
み
、
そ
れ
ら
を
越
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
伝
統
的
な
パ
…
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
扁
と
雷
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
「
網
図
・
王
義
」
（
話
ご
鉱
≦
ω
ヨ
）
と
一
般
に
言

わ
れ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
彼
ら
の
「
多
面
的
晃
解
法
」
と
呼
ば
れ
る
思
想
的
態
度
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
こ
の

態
度
は
ま
た
、
「
ス
ヤ
ー
ト
論
法
」
（
ω
砂
山
く
豊
餌
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
事
物
は
多
様
な
観
点
か
ら
見
ら
れ
う
る
の
で
あ
り
、
あ
る
事
物
に
つ

い
て
の
判
断
の
形
式
は
、
「
も
し
P
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ぽ
（
ス
ヤ
ー
ト
）
、
x
は
y
で
あ
る
扁
と
い
う
形
で
し
か
可
能
で
な
い
と
い



う
の
が
、
開
祖
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
以
来
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
主
張
で
あ
っ
た
。
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
は
、
こ
の
「
P
と
い
う
観
点
」
に
つ
い

て
、
十
二
の
可
能
性
を
数
え
上
げ
、
体
系
化
し
、
そ
れ
を
当
時
流
行
し
て
い
た
学
派
の
・
王
手
や
思
想
家
の
言
説
に
具
体
的
に
当
て
は
め
て
論

じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
い
ち
い
ち
の
観
点
に
つ
い
て
の
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
の
議
論
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
簡
単
に
そ
の
枠
組
み
だ
け
を
示
し

て
お
く
。
こ
の
世
界
に
つ
い
て
、
あ
る
者
は
変
化
し
多
様
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
別
の
あ
る
者
は
永
遠
不
変
だ
と
主
張
す
る
。
こ

の
よ
う
な
主
張
の
成
り
立
ち
を
、
観
点
の
と
り
方
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
「
十
二
の
観
点
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
同
じ
事
物
を
見
る
と
き
の
観
点
の
基
本
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
は
ま
ず
、
＜
冠
三
（
肯
定
）
と
巳
蚕
下
9
（
規

定
）
と
い
う
二
つ
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
な
か
な
か
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
事
物
に
つ
い
て

の
「
実
体
的
」
な
と
ら
え
方
、
後
者
は
「
様
態
的
」
な
と
ら
え
方
と
ひ
と
ま
ず
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
事
物
に
つ
い
て
、
ま
ず
基
本
的
に
は
、

＜
嬢
ぼ
の
観
点
（
こ
れ
を
V
と
す
る
）
か
、
三
冨
ヨ
四
の
観
点
（
こ
れ
を
N
と
す
る
）
か
、
あ
る
い
は
く
置
ぼ
と
巳
斎
会
鋤
が
共
存
す
る
観
点

（
こ
れ
を
W
と
す
る
）
か
の
三
つ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
観
点
は
、
雷
っ
て
み
れ
ば
あ
る
事
物
に
つ
い
て
の
認
識
論
的
な
「
も
の

の
見
方
」
の
三
類
型
で
あ
る
が
、
こ
の
「
も
の
の
見
方
」
が
、
存
在
論
的
な
「
も
の
の
あ
り
方
」
へ
と
転
化
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
さ
ら
に
同
じ
三
つ
の
「
も
の
の
見
方
」
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
す
べ
て
の
観
点
を
列
挙
す
れ
ぽ
、
V
、
V
V
、

V
W
、
V
N
、
W
、
W
V
、
W
W
、
W
N
、
N
、
N
V
、
V
W
、
N
N
の
十
二
の
観
点
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
事
物
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

世
俗
の
理
解
の
通
り
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
判
断
は
、
V
す
な
わ
ち
く
己
ぼ
の
観
点
を
と
っ
た
と
き
に
現
れ
て
く
る
見
解
で
あ
る
。
こ

の
見
解
は
、
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
、
す
な
わ
ち
唯
物
論
者
の
漁
戸
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
現
象
世
界
の
背
後
に
何
ら
か
の
存
在
の

原
因
、
例
え
ば
実
体
的
な
時
問
を
認
め
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
V
V
す
な
わ
ち
≦
象
学
ゑ
ユ
ぼ
の
観
点
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
N
N
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
主
張
が
、
仏
教
の
「
空
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
マ
ッ
ラ
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン
は
、
こ
れ
ら
い
ち
い
ち

の
観
点
と
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
く
る
様
々
な
主
張
に
つ
い
て
、
綿
密
に
議
論
を
進
め
て
行
く
。
思
想
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
状
況
に

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム

三
七



　
　
　
　
哲
学
研
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五
百
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三
八

つ
い
て
極
め
て
自
覚
的
な
反
省
を
加
え
て
議
論
を
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
す
ぐ
れ
て
「
哲
学
的
」
で
あ
る
と
雷
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　
注
釈
者
シ
ソ
ハ
ス
ー
リ
は
、
そ
の
注
釈
の
最
後
に
、
そ
れ
で
は
こ
の
十
二
の
観
点
か
ら
、
い
っ
た
い
い
く
つ
の
説
明
が
可
能
か
数
え
上
げ

て
い
る
。
合
計
、
千
六
百
七
十
六
万
九
千
二
十
五
で
あ
る
。
計
算
方
法
は
至
っ
て
簡
単
で
あ
る
。
観
点
が
十
二
あ
る
な
ら
ぽ
、
あ
る
も
の
に

つ
い
て
の
ひ
と
つ
観
点
か
ら
な
る
と
ら
え
方
は
十
二
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
同
時
に
二
つ
の
観
点
か
ら
な
る
と
ら
え
方
は
い
く
つ
か
。

這
ρ
潮
①
O
通
り
で
あ
る
。
三
つ
か
ら
な
る
の
は
鳥
O
ω
μ
b
。
b
。
O
通
り
。
以
下
順
次
、
お
α
、
謬
b
。
、
O
b
。
職
、
謬
卜
。
、
お
㎝
、
器
O
、
ま
、
旨
、
そ
し
て

十
二
の
観
点
す
べ
て
を
そ
な
え
た
も
の
は
当
然
ひ
と
つ
だ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
合
計
四
〇
九
五
の
と
ら
え
方
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
実
際
の
如
上
は
主
語
と
述
語
か
ら
な
る
か
ら
、
主
語
と
述
語
の
そ
れ
ぞ
れ
に
四
〇
九
五
の
観
点
が
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

四
〇
九
五
×
四
〇
九
五
の
数
だ
け
の
主
張
、
兇
解
、
学
説
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ

ム
と
は
、
要
す
る
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
の
あ
り
方
、
も
の
の
見
方
の
可
能
性
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
の
教
え
は
「
正
し
い
」
の
だ
と
、
シ
ソ
ハ
ス
…
り
は
言
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
る
客
観
性
の
強
度
を
、
わ
れ
わ
れ
は
評
煙
し
て

よ
い
よ
う
に
思
う
。四

　
終
わ
り
に
一
「
中
立
性
」
の
ポ
リ
シ
ー

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
フ
リ
ー
な
百
科
事
典
と
し
て
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
が
あ
る
。
合
意
形
成
を
行
い
な
が
ら
、
人
々
の
書
き
込
み
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
の
記
事
が
そ
こ
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
編
集
・
執
筆
作
業
の
「
絶
対
的
で
交
渉
の
余

地
の
な
い
」
方
針
の
ひ
と
つ
に
、
「
申
立
的
な
観
点
」
（
2
℃
○
／
♪
ツ
梱
の
二
営
，
9
3
一
勺
O
一
二
け
○
州
ノ
心
O
≦
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
す
べ
て
の
記
事
は
特
定

の
観
点
に
偏
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
の
描
写
を
平
等
に
扱
い
、
中
立
的
な
観
点
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
言
い
換
え
ら
れ
て
、
「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
中
立
性
に
つ
い
て
の
方
針
は
、
論
争
で
の
全
て
の
観
点
を
公
正
に



考
慮
す
る
こ
と
で
、
記
事
に
は
特
定
の
立
場
が
正
し
い
と
明
記
し
た
り
、
暗
示
し
た
り
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
と
さ
れ
て

（
2
0
）

い
る
。
最
終
的
に
は
、
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
観
点
の
提
示
が
目
指
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
古
代
イ
ン
ド
の
ジ
ャ

イ
ナ
教
も
ま
た
、
同
じ
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ャ
イ
サ
ル
メ
ー
ル
に
は
、
一
二
世
紀
半
ば
に
建
て
ら
れ
た
ジ

ャ
イ
ナ
教
僧
院
の
図
書
館
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
宗
派
・
学
派
を
問
わ
ず
多
種
多
様
な
文
献
の
写
本
が
、
何
世
紀
に
も
渡
っ
て
連
綿
と
写

し
継
が
れ
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。
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い
。
。
。
●

（
7
）
芝
蓉
①
ぎ
譲
巴
げ
貯
ω
ω
闇
帖
ミ
3
冨
」
島
山
切
P
9
昏
①
野
⊆
鼓
§
。
＝
三
思
陣
。
ヨ
夢
Φ
霞
ω
8
蔓
。
眺
勺
琶
。
ω
8
げ
ざ

（
8
）
　
そ
れ
ら
の
文
献
群
は
、
通
常
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
ド
ク
ソ
グ
ラ
フ
ィ
ー
篇
（
昏
Φ
ω
巴
邑
霞
謬
匹
。
×
o
α
Q
噌
餌
営
鼠
①
ω
）
と
呼
ば
れ
る
。
「
ド
ク
ソ
グ
ラ
フ

　
ィ
ー
」
は
「
学
説
誌
」
と
訳
す
（
納
冨
信
留
、
『
哲
学
者
の
誕
生
ー
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
め
ぐ
る
人
々
i
㎞
、
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
五
四
頁
）
の
が
適

　
切
か
と
思
う
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
文
献
が
、
単
に
イ
ン
ド
の
主
要
な
学
派
の
学
説
体
系
を
分
類
、
列
挙
し
た
綱
要
書
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
派
と

　
の
相
互
関
係
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
見
方
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
、
多
少
な
り
と
も
反
省
的
な
意
識
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
哲
学
誌
」

　
と
い
う
訳
語
に
し
た
。
な
お
、
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
ド
ク
ソ
グ
ラ
フ
ィ
ー
駄
に
つ
い
て
は
、
乏
・
麟
巴
σ
鍵
ω
。
り
の
同
上
書
、
三
四
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
…
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

三
九



哲
学
研
究
　
第
五
善
八
十
二
号

四
〇

（
9
）
　
こ
の
テ
キ
ス
ト
と
は
別
に
、
構
報
源
と
し
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
「
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
イ
ン
ド
人
学
期
た
ち
の
存
在
が
あ
っ
た
。
「
イ
ン

　
ド
哲
学
」
に
限
ら
ず
、
法
学
や
医
学
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
を
西
洋
に
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
、
学
問
の
伝
統
を
保
持
す
る
家
系
に
属
す
る
彼
ら

　
「
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
」
が
果
た
し
た
役
割
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
。

（
1
0
）
　
ハ
リ
バ
ド
ラ
は
、
そ
の
一
方
で
、
同
審
の
第
一
詩
節
と
第
四
五
詩
節
で
は
、
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
と
い
う
語
を
、
「
真
理
の
洞
察
」
と
い
う
よ
う
な
意
味

　
で
、
ひ
と
り
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
開
視
ジ
ネ
ン
ド
ラ
（
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
）
の
み
が
具
え
て
い
る
認
識
に
つ
い
て
使
っ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
各
学
派
の
記
述
に
さ
か
れ
て
い
る
空
節
の
数
を
、
単
純
に
比
較
す
れ
ぽ
、
仏
教
に
九
、
ニ
ヤ
ー
や
学
派
に
一
＝
、
サ
…
ン
キ
や
学
派
に
一
〇
、
ジ
ャ

　
イ
ナ
教
に
一
五
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
九
、
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
ー
学
派
に
一
〇
、
さ
ら
に
ロ
ー
カ
ー
や
学
派
に
八
で
あ
る
。
自
派
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
に

　
特
に
重
き
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
グ
ナ
ラ
ト
ナ
の
注
釈
に
な
る
と
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
教
理
に
関
連
し
て

　
の
章
の
分
璽
が
、
全
体
の
ほ
ぼ
半
分
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
○
＝
①
O
〈
鉾
湧
欝
◎
旨
…
笛
費
圃
げ
7
国
費
餌
鋤
p
氏
窪
①
じ
d
Φ
α
q
二
目
ぎ
ひ
q
ω
o
h
U
o
メ
。
α
q
舜
O
置
望
ぎ
ぎ
9
斜
卜
豪
き
額
田
8
ミ
誉
§
職
の
ミ
ミ
塁
、
ぎ
災
8
ミ
》
、
§
卜
£
ミ

　
鵠
簿
ミ
冴
§
駄
紹
§
腎
。
貧
↓
o
厭
。
欝
8
”
お
㊤
P
℃
ウ
H
＄
幽
一
〇
は
、
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
い
る
（
一
七
四
1
｝
七
六
頁
）
。

（
1
3
）
　
ミ
ー
マ
…
ン
サ
ー
学
派
と
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
を
ひ
と
ま
と
め
に
扱
う
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
が
、
ハ
リ
バ
ド
ラ
に
よ
っ
て

　
「
ナ
ー
ス
テ
イ
カ
」
（
無
論
者
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
輪
廻
も
解
脱
も
認
め
ず
、
人
格
神
の
存
在
も
認
め
な
い
と
い

　
う
点
で
は
、
ミ
ー
マ
…
ソ
サ
ー
学
派
も
同
様
で
あ
る
。
ミ
ー
マ
…
ン
サ
ー
学
派
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
以
外
の
権
威
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

　
本
稿
第
三
節
に
示
す
よ
う
に
、
ロ
…
カ
ー
ヤ
タ
派
の
も
の
の
晃
方
と
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
ー
学
派
の
も
の
の
見
方
を
岡
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ

　
と
が
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
中
に
は
見
ら
れ
る
。

（
1
4
）
　
『
タ
ル
カ
・
ラ
ハ
ス
ヤ
・
デ
ィ
ー
イ
ピ
カ
ー
隔
で
、
グ
ナ
ラ
ト
ナ
は
、
　
ハ
リ
バ
ド
ラ
が
韻
文
で
承
し
た
学
説
の
願
序
に
従
っ
て
新
た
に
章
立
て
を
行

　
っ
て
い
る
。
そ
の
順
序
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
章
、
序
論
と
仏
教
の
学
説
の
章
。
第
二
章
、
ニ
ヤ
ー
や
学
派
の
学
説
の
章
。
第
三
輩
、
サ
ー
ン
キ
ヤ

　
学
派
の
学
説
の
章
。
第
四
章
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
学
説
の
章
。
第
五
章
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
学
説
の
章
。
第
六
輩
、
ミ
ー
マ
ー
ソ
サ
…
学
派
と
ロ

　
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の
学
説
の
章
。

（
1
5
）
　
句
職
職
§
㌧
魯
謡
翁
§
博
ミ
象
§
o
団
類
幾
ま
｝
三
二
餌
ω
費
目
●
め
匹
．
三
態
○
瓢
コ
餌
欝
ε
餌
げ
8
ヨ
ヨ
。
箕
費
ざ
§
碁
§
惑
畑
§
黛
職
質
簿
蝕
び
く
い
曾
O
Q
∬
乾
町
■
じ
6
凶
σ
嵩
。
昏
①
＄

　
ぎ
象
。
餌
δ
メ
○
巴
。
蓉
窮
”
》
ω
冨
匡
。
ω
◎
o
δ
曙
。
眺
6
箒
曾
ぴ
q
巴
－
お
O
ρ
サ
目
O
」
閂
■
蕊
∴
メ
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ハ
リ
バ
ド
ラ
作
の
詩
館
は
、
序
論
で
も

引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
卜
。
ぎ
ミ
§
§
ミ
N
§
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
の
と
同
様
の
主



　
張
は
、
第
四
章
ジ
ャ
イ
ナ
教
説
の
章
の
最
終
部
分
で
あ
る
第
五
八
詩
節
の
注
釈
部
分
（
P
誤
①
」
一
・
蜀
∴
り
）
、
さ
ら
に
ま
た
本
書
全
体
の
末
尾
（
ウ
ω
H
ρ

　
一
剛
■
お
山
b
。
）
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
原
語
の
ヨ
餌
α
菖
餌
ω
丁
丁
ヨ
は
、
字
義
通
り
に
は
「
中
間
（
ヨ
鋤
α
菖
鋤
）
に
立
つ
（
ω
窪
鋤
）
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
不
偏
不
党
の
立
場
に
立
つ
こ
と

　
を
意
味
し
、
「
中
立
性
」
と
訳
し
て
も
決
し
て
お
か
し
く
は
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
他
に
　
切
の
関
心
を
払
わ
ず
独
立
自
存
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示

　
す
場
合
も
あ
る
。

（
1
7
）
　
奮
§
ミ
欝
目
H
ω
Φ
”
Φ
冨
ω
ヨ
ヨ
鋤
℃
幽
鳥
珍
⑦
イ
些
①
鼠
詠
き
餌
ぢ
ぴ
げ
こ
養
8
肩
酔
冨
ド

（
1
8
）
　
≦
出
ず
巴
ヨ
出
巴
ぴ
賦
ω
ρ
O
蕊
切
恥
賊
蕊
頓
§
駄
｝
§
ミ
憲
鳴
越
ジ
Z
Φ
≦
磯
。
『
ぎ
同
㊤
㊤
N
P
ド
昌
．

（
1
9
）
　
b
蝕
曇
ミ
蕊
亀
窺
§
隷
ミ
§
…
冨
窪
巴
。
同
旨
α
q
感
び
p
。
ヨ
Φ
〈
9
。
く
鋤
ω
貯
．
（
U
〈
挫
9
鍛
毒
召
Z
淵
叢
。
餌
町
p
讐
押
①
9
旨
⇔
ヨ
9
＜
こ
躇
斜
b
ご
暑
く
⇒
9
。
ぴ
q
碧
－
お
①
9
騨

　
目
し
’
。
。
し

（
2
0
）
　
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（
≦
節
昼
Φ
α
冨
日
本
語
）
の
「
中
立
的
な
観
点
」
の
項
冒
参
照
。

＊
　
本
稿
は
、
平
成
一
七
年
＝
月
三
瞬
に
開
催
さ
れ
た
京
都
哲
学
会
公
開
講
演
会
に
お
い
て
、
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
史
の
二
つ
の
系
譜
」
と
題
し
て

発
表
し
た
も
の
を
、
改
題
し
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
内
山
勝
利
氏
か
ら
は
「
哲
学
」
に
つ
い
て
の
ご
指
摘
を
頂
き
、
水
谷
雅
彦
氏
か
ら
は

　
「
中
立
性
扁
に
つ
い
て
の
ご
質
問
を
頂
い
た
。
本
稿
で
は
、
も
つ
ぼ
ら
そ
の
二
つ
を
念
頭
に
置
い
て
論
を
進
め
た
。
本
論
考
が
、
イ
ン
ド
哲
学
の
側
か
ら

　
の
幾
分
な
り
と
も
の
回
答
と
な
り
得
て
い
た
な
ら
ぽ
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
あ
か
ま
つ
・
あ
き
ひ
ご
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
／
イ
ン
ド
哲
学
）

イ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
誌
の
成
立
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
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Ce　chaPitre　se　divise　en　trois　sections．　Dans　la　premibre　section，　hous　analyserons

sa　conception　de　la　cr6ation　divine　du　“meilleur　monde”，　en　remarquant　surtout　qu’

il　la　congoit　cornme　constitution　rationnelle　par　Dieu　，　tout　en　admettant　1’interven－

tion　du　“decret　libre”　de　celui－ci．　Ensuite．　dans　la　deuxierne　section．　nous　nous
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　一L一一一w　一一　一w－4＃sv一一一v　w－vviv一一｝

attaquerons　a　la　notion　lelbnizienne　de　substance　qui　se　base　fondamentalement

sur　“1’unicite”　et　qui　doit　s’exprimer　logiquement　par　：　“Praedicatum　inest　sub－

jecto”．　Enfin，　nous　terminerons　ce　chapitre　par　1’explicitation　des　relations　entre

les　“monades”　et　1’univers　et　par　celle　de　la　structure　de　leur　perception　de　celui－

ci，　en　examinant　le　statut　et　la　fonction　du　corps　organique　congu　comme　appar－

tenant　a　chaque　monade　dans　la　perception　de　1’univers．

Appearance　of　the　Doxographies　and　Jaina　Perspectivism
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　lndia

　　Akihil〈o　AKAMATsu

Professor　of　lndian　Philosophy

　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　Kyoto　University

　　The　aim　of　this　paper　is　to　discuss　how　philosophers　in　ancient　lndia　recognized

their　own　modes　of　thinl〈ing　about　things　by　themselves　self－consciously，　and　how

they　estimated　such　self－reflexive　attitudes　of　themselves．　As　is　well　1〈nown，

Aristotle　talked　about　the　first　philosophers　in　his　Metaphysics．　When　he　talked

about　“those　who　first　formed　the　systems　of　philosophy，”　he　made　reference

retrospectively　to　the　beginning　of　phi｝osophy　among　the　Greeks，　but　he　might　be

simultaneously　aware　that　it　was　when　philosophy　just　began　as　a　science．

Therefore，　we　will　be　allowed　to　say　that　philosophy　itself，　intimately　related　to

the　consciousness　of　＃he　beginning，　could　be　a　peculiarity　of　the　Greel〈s．　But，　if

“philosophy一”　as　such　is　considered　as　a　characteristic　method　of　self－understand－

ing　of　the　Greeks，　it　will　be　possible　to　consider　a　traditional　lndian　attitude　of　self

－understanding　as　being　“philosophical”．

　　This　attitude　is　obviously　reflected　in　lndian　doxographic　literature．　The　doxo－

graphie　is　a　1〈ind　of　historiography　of　philosophy，　typical　one　of　which　is　shown　in

the　first　book　of　the　fi’letaPhysics　of　Aristotle，　in　・European　context．　The　traditional

Indian　“doxographie，”　however，　summarizes　and　classifies　various　philosophica1

2



doctrines　of　some　schools　or　systems　frorr｝　the　relative　perspectives，　without　any

concern　for　the　chronology　of　them．　And　most　of　these　doxographies　use　the

Sanskrit　word　dars’ana　in　their　title，　for　example，　the　best　known　two　texts　：

Haribhadra’s　Saddars’anczsamucqya　（eighth　century）　and　Madhava’s　Sarvadar－

s”antzsa7？lgraha　（fourteenth　century）　．　The　word　da7s’ana　is　used，　here　in　the　title　of

these　texts，　to　designate　“philosophical　doctrines，”　and　it　means　“view”　in　the

general　usage　of　the　word．　But　it　is　important．to　note，　as　Halbfass　exactly　pointed，

that　the　Jainas　and　Vedantins　who　produced　most　of　the　doxographic　literature

tend　to　use　the　word　dars’ana　in　a　neutral，　non－committai　sense．

　　This　attitude　of　neutrality　is　remarkable　in　the　traditional　Jaina　perspectivism．

Mallavadin　（sixth　century），　one　of　the　most　important　Jaina　philosophers　in　its

early　history，　systematizes　the　traditional　Jaina　perspectivism　in　his　DvaHdasamr－

anayacafera．　1　have　attempted　to　elucidate　the　structure　of　the　perspectivism　by　the

analysis　of　the　text，　and　discussed　the　meaning　of　neutrality　in　Jainism．

の　の

Uber　die“empirisch－psychologische”Gesdhmackslehre　in　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Anthropologievorlesungen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takashi　SuGlyAMA

　　　　　　　　　　　Doktorand　fUr　Asthetik　und　Kunstgeschichte

am　Forschungskursus　der　philosophischen　Fakultat，　Universitat　Kyoto

　　　　　　　　Forschungsfellow　der　Japanischen　Gesellschaft　zur

　　　　　　　　　　　　　　　　　　F6rderung　der　Wissenschaft

　　In　der　Kn’tife　der　Urteilskraft　entwickelte　Kant　die　Geschmackslehre　“transzen－

dental”．　War　diese　Auseinandersetzungsweise　aber　die　einzige　Alternative　fUr　ihn？

　　Nein．　Denn　in　der飾げ励der　reinenレ”ernunfi　deutet　er　an，　dass　es　neben　der

“transzendentalen”　Asthetik　die　“psychologische”　gibt．　Diese　psychologische

Asthetik　ist　auch　“empirisch”，　weil　Transzendentalitat　und　Empiritat　fUr　ihn

gegeneinander　stehen．　Und　da　er　“Psychologia　ernpirica”　in　Baumgartens　Meta－

Physica　als　Lehrbuch　zu　den　Vorlesungen　ifber　Anthropologie　gebrauchte，　ist　es

anzunehmen，　dass　die　empirisch－psychologische　Asthetik　Kants　die　Geschmacks－

lehre　in　seinen　Anthropologievorlesungen　ist．　Sie　galt　doch　fUr　die　bloBe　Vorstufe

zu　seiner　dritten　Kritik　und　wurde　kaum　beachtet．　Was　fUr　eine　Lehre　ist　seine

empirjsch－psychologjsche　Geschmackslehre？
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