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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
論
争
を
、「
知
的
直
観
」
と
「
絶
対
知
」
と
い
う
二
つ
の
鍵
概
念
を
中
心
に
し
て
フ
ォ
ロ
ー

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
間
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
な
ん
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う（

（
（

。

　

こ
の
テ
ー
マ
自
身
、
超
越
論
哲
学
の
限
界
点
を
確
定
す
る
作
業
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
カ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
「
知
的
直
観
」
が
カ
ン
ト
研
究
上
の
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
古
く
新
カ
ン
ト
学
派
の

時
代
、
19
世
紀
後
半
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
文
献
的
に
も
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（
（

。
さ
ら
に
、
20
世
紀
も
後
半
に
お
い
て
、「
知

的
直
観
」
と
い
う
用
語
の
使
用
方
法
が
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た（

（
（

。

　

私
自
身
の
問
題
意
識
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
理
論
的
理
解
か
ら
カ
ン
ト
を
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
を
問
題
に
す
る
。
今
日
、「
知
的
直
観
」
を
扱
う
場
合
、『
判
断
力
批
判
』
の
ほ
う

に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
問
題
は
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
の
前
提
と
そ
の
構
造
に
あ
り
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
か

フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
─
「
知
的
直
観
」
と
絶
対
知

長
　
島
　
　
　
隆
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ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
問
題
の
所
在
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
知
的
直
観
」
の
問
題
は
実
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
カ
ン
ト
に
発
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
「
知
的
直
観
」
を
拒
絶
し
た
こ

と
は
有
名
で
あ
る
。
彼
の
「
直
観
」
の
定
義
か
ら
問
題
は
生
じ
て
く
る
。「
直
観
」
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
感
性
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
内
容
を
欠
く
思
想
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
を
欠
く
直
観
は
盲
目
で
あ
る
」（A

51/B
75

）。
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
の
根
本
思
想
を
示

す
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、「
受
容
性
」
と
「
自
発
性
」
と
を
認
識
の
二
つ
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、「
感
性
」
と
「
悟
性
」
を
認
識
の
出
発
点

と
す
る
。「
直
観
」
は
、
ま
さ
に
認
識
の
場
で
あ
る
「
心
」
が
触
発
さ
れ
る
（afficirtw

erden

）
こ
と
に
よ
り
、「
受
容
性
」
を
基
本
と

す
る
捉
え
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
限
り
で
は
、
諸
表
象
と
し
て
「
瞬
間
的
」、「
点
的
」、「
散
乱
的
（
ば
ら
ば
ら
）」

で
あ
り
、
直
観
が
「
対
象
」
と
し
て
焦
点
を
結
ぶ
と
き
、
何
ら
か
の
「
能
動
性
」
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
「
受

容
性
」
と
「
自
発
性
」
と
が
対
立
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
カ
ン
ト
は
「
心
」
に
定
位
し
、
デ
カ
ル
ト
ら
と
異
な
っ
て
、
こ
の
「
心
」
と
い
う
次
元
か
ら
神
へ
と
「
超
越
」
す
る
こ
と
を
拒

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

絶
す
る

0

0

0

。
そ
う
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
両
者
の
一
致
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
彼
の
「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
は
、

ま
さ
に
こ
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、「
内
在
的
超
越
」（

（
（

を
意
味
し
、
方
法
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
心

に
定
位
し
な
が
ら
、
内
在
的
に
「
心
」
の
う
ち
に
、
峻
別
さ
れ
た
「
自
発
性
」
と
「
受
容
性
」
を
結
合
す
る
機
能
を
探
求
す
る
こ
と
に
な

る
。「
把
捉
・
理
解
・
覚
知
（A

pprehension

）」、「
構
想
力
（E

inbildungskraft

）」、「
統
覚
（A

pperzeption

）」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
、
こ
の
「
自
発
性
」
と
「
受
容
性
」
を
結
合
す
る
「
第
3
者
」
の
存
在
の
探
求
は
、
最
終
的
に
、「
統
覚
」
＝
「
私
は

考
え
る
（Ich denke

）」
が
担
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
「
純
粋
統
覚
」、「
超
越
論
的
統
覚
」
と
呼
ば
れ
、
自
己
意
識
を
意
味
す
る
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
の
試
み
に
お
い
て
は
、
こ
の
カ
ン
ト
自
身
の
試
み
に
お
け
る
困
難
の
解
決
の
最
終
審
級
と
な
る
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わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
知
的
直
観
」
の
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
は
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、「
知
的
直
観
」
は
、
カ

ン
ト
が
「
経
験
意
識
」
と
「
自
己
意
識
（
純
粋
統
覚
）」
と
を
区
別
し
並
置
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
こ
と
に
な
る（

（
（

。

　

こ
の
点
を
問
題
に
し
た
最
初
の
人
は
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
提
起
を
受
け
て
、ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ら
い
わ
ゆ
る
「
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
」
も
ま
た
、フ
ィ

ヒ
テ
に
た
い
し
て
批
判
的
に
対
応
し
、「
知
的
直
観
」
問
題
は
当
時
の
「
ロ
マ
ン
主
義
」
の
一
つ
の
主
題
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
付
言

し
て
お
き
た
い（

（
（

。

　

本
稿
で
は
、
ま
さ
に
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
始
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
対
決
に
論
点
を
絞
り
、「
知
的
直
観
」
の
問
題
が
持
つ
問
題
の
性
格

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
両
者
の
対
決
す
る
方
向
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
に
発
す
る
「
超
越
論
哲
学
」
の
方
向
を
分
岐
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、カ
ン
ト
の
「
直
観
」
＝
受
容
性
の
根
本
的
捉
え
返
し
が
「
知

的
直
観
」
の
も
と
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
「
絶
対
知
」
の
問
題
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。

１
．
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
「
知
的
直
観
」
と
自
己
直
観

　

さ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
知
的
直
観
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
問
題
を
カ
ン
ト
と
結
合
し
て
見
せ
た
の
は
、
1
7
9
7
年
で
あ
り
、「
新
方

法
に
よ
る
知
識
学
」（
1
7
9
7
年
及
び
1
7
9
9
年
の
講
義
）、
そ
し
て
「
知
識
学
へ
の
第
2
序
論
」
で
あ
っ
た
。
実
際
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

「
第
2
序
論
」
で
「
私
は
シ
ェ
リ
ン
グ
氏
を
カ
ン
ト
解
釈
者
の
一
人
に
数
え
入
れ
な
い
。
そ
し
て
私
も
、
あ
の
主
張
と
私
が
こ
こ
で
語
る

こ
と
に
よ
る
外
に
は
、カ
ン
ト
解
釈
者
で
あ
る
と
い
う
栄
誉
を
決
し
て
要
求
し
な
か
っ
た
」（FW

 I 481 A
nm

erkung

）
と
述
べ
て
お
り
、

フ
ィ
ヒ
テ
自
身
、
自
分
自
身
の
思
考
の
遂
行
と
し
て
「
知
識
学
」
を
構
想
し
、
そ
の
あ
と
で
カ
ン
ト
と
の
連
関
を
考
察
し
た
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。
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⑴　
「
新
方
法
に
よ
る
知
識
学
」
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
は
知
的
直
観
を
拒
絶
し
た
。
だ
が
、
彼
は
直
観
の
概
念
が
た
だ
感
性
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
規
定
す
る
。
…
…
我
々
の

知
的
直
観
に
お
い
て
は
た
だ
一
つ
の
行
動
だ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
直
観
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
、
た
だ
そ
れ
を
反
省
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
す
な

わ
ち
カ
ン
ト
哲
学
が
こ
の
直
観
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
反
省
し
な
か
っ
た
か
ら
。」

　

本
稿
の
文
脈
で
は
、
こ
の
講
義
筆
記
録
か
ら
の
引
用
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
1
7
9
7
年
時
点
で
彼
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

カ
ン
ト
の
問
題
を
出
発
点
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
す
で
に
先
の
引
用
が
示
す
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
分
を
カ
ン
ト
の
解
釈

者
と
は
同
定
し
て
は
い
な
い
し（

（
（

、
む
し
ろ
、
独
立
し
た
理
論
家
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。『
全
知
識
学
の
基
礎
』（
1
7
9
5
年
）
で
も

カ
ン
ト
に
言
及
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
カ
ン
ト
の
問
題
を
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
問
題

と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
カ
ン
ト
か
ら
、
カ
ン
ト
の
試
み
が
自
我
へ
の
反
省
の
欠
如
に
問
題
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ま
さ
に

彼
の
出
発
点
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
『
基
礎
』
に
お
い
て
、
知
識
学
の
3
つ
の
原
則
を
立
て
る
が
、
そ
の
と
き
ま
さ
に
「
自
己
意
識
」

の
根
底
に
「
事
行
」（Tathandlung

）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
行
動
と
行
動
の
結
果
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
働
き
な
く
し
て
は
、「
自
己
意
識
」
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

こ
の
「
事
行
」
が
「
知
的
直
観
」
を
示
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
事
行
」
は
意
識
に
現
れ
る
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
自
己
意
識
が

存
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
「
事
行
」
の
存
在
を
確
証
す
る
。

「
自
我
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
に
お
い
て
遂
行
す
る
際
に
、
哲
学
者
に
要
求
さ
れ
た
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
こ
の
直
観
（
作
用
）
を
、
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私
は
知
的
直
観
と
名
づ
け
る
」（『
知
識
学
へ
の
第
2
序
論
』FW

 I, 463

）。

　

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
我
を
成
立
さ
せ
る
行
為
を
「
知
的
直
観
」
と
名
づ
け
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
働
き
の
直
接
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
働

き
は
、
概
念
に
よ
っ
て
は
論
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
知
的
直
観
」
は
「
直
接
に
自
分
自
身
の
う
ち
に
見
い
だ
さ

れ
る
」（ebd.

）。
こ
の
よ
う
な
直
観
が
な
け
れ
ば
、
自
我
は
成
立
し
な
い
し
、
自
我
に
お
け
る
感
性
的
直
観
さ
え
も
成
立
し
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
な
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
│
知
性
は
自
分
自
身
を
直
観
す
る
。
単
に
知
性
と
し
て
あ
る
い
は
純
粋
な
知
性
と
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自

己
直
観
の
う
ち
に
こ
そ
知
性
の
本
質
が
存
し
て
い
る
」（
第
1
序
論
、FW

 I, 530

）。

　

こ
の
「
知
的
直
観
」
は
「
自
己
直
観
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
カ
ン
ト
が
自
己
意
識
を
「
私
は
考
え
る
」
と
し
て
純

粋
統
覚
を
示
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
純
粋
統
覚
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
可
能
と
な
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
反
省
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
よ
う
な
反
省
を
統
覚
の
自
己
還
帰
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
反
省
は
「
活
動
の
自
己
自
身
へ
の
還

帰
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
自
我
性
（Ichheit

）」
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
自
我
性
」
は
、
自
我

そ
の
も
の
で
あ
り
、
何
も
の
に
も
関
係
せ
ず
、
自
我
そ
の
も
の
だ
け
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
が
言
う
「
自
己
意
識
」
は
事
実
と
し
て
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、
こ
の
自
己
意
識
を
成
り
立
た

し
め
る
の
が
ま
さ
に
、
成
り
立
た
し
め
て
い
る
活
動
そ
の
も
の
に
還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
る
「
自
我
性
」
だ
と
い
う
こ
と
を
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意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
何
も
の
と
も
関
係
し
な
い
「
自
我
性
」
が
「
感
性
的
直
観
」
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は

主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。「
自
我
性
」
は
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚
と
比
較
す
る
な
ら
、「
私
は
考
え
る
」
を
意
識
す
る
自
我
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
感
性
的
直
観
の
根
底
に
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「
…
君
は
、
以
前
に
は
自
己
を
意
識
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（das Selbstbew
usstsein

）
状
態
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
再
び
意
識
す
る
と

0

0

0

0

0

0

0

こ
ろ
の
一
つ
の
新
し
き
主
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
同
時
に
得
る
」（「
知
識
学
の
新
叙
述
の
試
み
」、
1
7
9
7
年
、FW

 I, 527

）。

⑵　
「
知
的
直
観
」
が
カ
ン
ト
の
純
粋
統
覚
に
た
い
し
て
、
す
な
わ
ち
「
経
験
意
識
」
に
随
伴
す
る
自
己
意
識
に
対
し
て
、
ま
さ
に
、「
経

験
意
識
」
と
「
自
己
意
識
」
の
並
存
に
た
い
し
て
、
こ
の
並
存
を
成
り
立
た
し
め
る
と
い
う
方
法
的
位
置
を
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ

た
。

　

だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
並
存
の
、
つ
ま
り
経
験
意
識
の
根
拠
と
し
て
あ
る
事
行
と
い
う
徹
底
し
た
活
動
性
に
「
直
観
」
と
い
う
言
葉

を
与
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
直
接
性
」
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
反
省
に
よ
る
「
自
己
還
帰
」
こ
そ
が
「
知
的
直

観
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、す
で
に
そ
こ
に
は
亀
裂
が
、対
立
が
あ
り
、「
直
接
性
（U

nm
ittelbarkeit

）」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

む
し
ろ
「
媒
介
性
（M

ittelbarkeit

）」
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
亀
裂
、
対
立
を
超
え
て
媒
介
的
に
存
し
な
い
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
強
調
す
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
哲
学
者
が
観
察
す
る
自
我
の
系
列
」
と
「
哲
学
者
が
行
う
観
察
の
系
列
」
と
が
知
識
学
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う

（「
知
識
学
へ
の
第
2
序
論
」、
1
7
9
7
年
、FW

 I, 454

）。
自
我
の
自
己
還
帰
は
ま
さ
に
、
前
者
に
属
す
る
の
だ
と
い
う
の
が
フ
ィ
ヒ

テ
の
主
張
で
あ
る
。
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だ
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
自
我
は
自
己
自
身
に
た
い
し
て
根
源
的
に
生
じ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
た
だ
哲
学
者
に
た
い
し
て
の
み
、
自
我
は
事
実
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
し

て
い
る
」（FW

 I, 459

）。

「
彼
〔
哲
学
者
〕
は
自
己
の
働
き
を
、
自
己
の
う
ち
に
直
観
さ
れ
る
ま
ま
に
、
こ
の
特
定
の
自
己
に
還
帰
す
る
行
為
と
し
て
概
念
的

に
把
握
す
る
。
…
…
行
為
が
何
で
あ
る
か
は
、
た
だ
直
観
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
概
念
か
ら
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
概
念
に
よ
っ

て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（FW

 I, 461

）。

　

つ
ま
り
、「
哲
学
者
」
に
と
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
葉
で
は
「
哲
学
者
の
行
う
観
察
の
系
列
」
に
と
っ
て
、「
哲
学
者
が
観
察
す
る
自
我

0

0

の
系
列

0

0

0

」
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
＝
自
我
の
自
己
還
帰
は
、「
直
観
」
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
哲

学
者
」
に
と
っ
て
は
所
与
で
あ
り
、「
直
観
」
だ
と
言
わ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
直
接
性
」
を
強
調
す
る
の
も
ま
さ
に
こ
こ
に
そ
の
理
由

が
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
…
…
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
が
そ
こ
で
直
接
に
合
一
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
我
々
自
身
の
思
考
の
意
識
が
こ
の
意
識
で
あ
る
。
…
…
そ
の
外
部
の
何
か
（
思
考
の
客
観
）
に
向
か
う
君
の
内
的
な
活
動
性

0

0

0

0

0

0

は

同
時
に
自
己
自
身
の
う
ち
に
、か
つ
自
己
自
身
へ
と
向
か
う
。し
か
し
自
己
の
う
ち
に
還
帰
す
る
活
動
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
…
…
我
々
に
と
っ

て
自
我
が
成
立
す
る

0

0

0

0

0

0

0

。
君
は
そ
れ
に
よ
っ
て
君
の
思
考
に
お
い
て
君
自
身
の
こ
と
を
意
識
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
自
己
意
識
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は
君
の
思
考
の
あ
の
直
接
的
意
識

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
」（FW

 I 527/528

）

　

こ
う
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
自
我
の
自
己
還
帰
を
「
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
が
直
接
合
一
さ
れ
て
い
る
」
意
識
と
し
、
そ
れ

を
我
々
が
（
哲
学
者
が
│
「
哲
学
者
の
行
う
観
察
の
系
列
」
が
）
見
出
し
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
自
己
還
帰
」
は
、
活
動
性
で
あ
り
、

こ
の
活
動
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
自
我
」
が
成
立
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
自
己
の
う
ち
に
還
帰
す
る

活
動
性
」
に
よ
っ
て
、
自
我
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
己
還
帰
こ
そ
が
自
我
を
定
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で

も
以
下
で
も
な
い
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
る
。

　

こ
の
「
活
動
性
」
こ
そ
が
自
我
で
あ
り
、
自
我
の
成
立
に
お
い
て
こ
の
「
活
動
性
」
も
ま
た
意
識
に
昇
る
。
こ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ

て
「
直
接
的
な
意
識
」
だ
と
さ
れ
る
。
自
我
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
意
識
さ
れ
る
事
態
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
「
直
接
的
」

と
表
現
さ
れ
る
。

「
自
己
意
識
は
直
接
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
不
可
分
に
結
合
さ
れ
て
絶
対
的
に
一
な
の

で
あ
る
」（FW

 I, 528

）。

　

こ
の
よ
う
な
「
直
接
的
な
意
識
」
が
「
知
的
直
観
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
が
事
行
と
さ
れ
る
。
こ
の
間
の
区
別
は
、
ま
さ
に
次
の
よ
う
に

言
わ
れ
て
い
る
。「
知
的
直
観
」
は
「
存
在
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、行
為
に
関
係
す
る
」（FW

 I, 472

）。
だ
か
ら
「
知
的
直
観
」
は
「
自

我
の
絶
対
的
自
己
活
動
性
の
直
観
」（FW

 I, 471

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。



25

「
…
…
哲
学
者
が
知
的
直
観
を
意
識
の
事
実
と
し
て
見
出
す
の
は
（
そ
れ
は
哲
学
者
に
と
っ
て
は
事
実
で
あ
る
が
、
根
源
的
自
我
に

と
っ
て
は
事
行
で
あ
る
）
…
…
通
常
の
意
識
の
な
か
に
一
体
化
し
て
現
れ
る
も
の
を
区
別
し
、
全
体
を
そ
の
構
成
要
素
に
分
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（FW

 I, 465

）。

　

こ
う
し
て
、確
認
す
る
た
め
に
繰
り
返
す
け
れ
ど
も
、フ
ィ
ヒ
テ
が
「
直
接
的
」
と
強
調
す
る
の
も
ま
さ
に
「
哲
学
者
の
観
察
」
に
と
っ

て
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
意
識
の
事
実
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、「
自
我
の
系
列
」
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
そ
れ
は
「
事
行
」
そ
の
も

の
な
の
で
あ
る
。

⑶　
「
知
的
直
観
」
は
、『
知
識
学
』
そ
の
も
の
が
「
自
我
」
を
原
理
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
実
際
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
知
的

直
観
」
こ
そ
が
「
事
行
」
で
あ
り
、
自
己
│

定
立
│

行
為
、
対
象
│

定
立
│

行
為
そ
し
て
総
合
＝
同
一
性
│

定
立
│

行
為
を
、
知
識
学
の
三
つ
の

原
則
と
し
て
掲
げ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
つ
の
原
則
は
、
ま
さ
に
根
底
で
は
た
ら
く
事
行
＝
知
的
直
観
の
働
き
の
展
開
を
意
味
し
て
お
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
第
1
原
則
か
ら

第
3
原
則
ま
で
一
貫
し
て
、
発
生
点
に
も
と
づ
い
て
展
開
し
て
見
せ
た
。「
事
行
」
こ
そ
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
、「
哲
学
者
の
観
察
の
系

列
」
に
と
っ
て
は
、
哲
学
の
原
理
で
あ
り
、「
知
識
学
」
そ
の
課
題
は
ま
さ
に
「
事
行
」
と
い
う
自
我
の
活
動
性
を
記
述
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

「
こ
の
根
本
命
題
は
、
我
々
の
意
識
の
経
験
的
諸
規
定
の
中
に
は
現
れ
も
せ
ず
ま
た
現
れ
う
る
も
の
で
も
な
く
、
か
え
っ
て
あ
ら
ゆ

0

0

0

る
意
識
の
根
底
に
横
た
わ
り
、
こ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
、
こ
の
よ
う
な
事
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
言
い
表
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す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　

こ
の
文
章
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
全
知
識
学
の
基
礎
」
第
1
部
第
1
章
に
お
い
て
、
冒
頭
部
で
知
識
学
の
第
1
原
則
を
導
く
に
あ
た
っ
て

表
明
し
た
文
章
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
事
行
」
は
証
明
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
不
可
避
の
循

環
（ein unverm

eidlicher Zirkel

）」
で
あ
る
。

　

証
明
で
き
な
い
が
、
ま
さ
に
「
経
験
意
識
」
の
根
底
に
あ
り
、「
経
験
意
識
」
を
可
能
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
経
験

的
な
も
の
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
事
行
」
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
せ
る
。
そ
れ
が
第
1
原
則
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
自
我
は
根
源
的
に
端
的
に
自
己
自
身
の
存
在
を
定
立
す
る
（D

as Ich setzt ursprünglich schlechthin sein eigenes 

Seyn

）」（FW
 I, 98

）。
こ
の
原
則
も
ま
た
「
発
見
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
三
つ
の
原
則
そ
の
も
の
が
「
哲
学
者
の
観
察
」
に
と
っ
て
は

つ
ね
に
「
意
識
の
事
実
」
と
し
て
「
発
見
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。

　

重
要
な
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
3
原
則
の
確
立
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
「
受
容
性
」
と
「
自
発
性
」
の
峻
別
は
克
服
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
第
2
原
則
も
ま
た
事
行
の
様
式
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
受
容
性
」
と
「
自
発
性
」
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る（

（1
（

。

第
2
原
則
「
自
我
に
た
い
し
て
端
的
に
非
我
が
反
立
さ
れ
る
（D

em
 Ich w

ird schlechthin entgegengesetzt ein N
icht-Ich

）」（FW
 

I, 104

）
は
、
ま
さ
に
第
1
原
則
と
対
立
し
た
方
向
で
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
表
現
で
記

述
す
れ
ば
、
第
1
原
則
は
「
事
行
」
の
肯
定
的
表
現
で
あ
り
、
第
2
原
則
は
ま
さ
に
「
事
行
」
の
否
定
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
反
立
態
か
ら
非
存
在
へ
の
推
論
の
形
式
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、『
否
定
性
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
得
ら
れ
る
」

（FW
 I, 105

）
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
3
原
則
「
自
我
は
自
我
の
な
か
に
お
い
て
可
分
的
な
自
我
に
た
い
し
て
可
分
的
な
非
我
を
反
立
す
る
（Ich setze im

 Ich dem
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theilbaren Ich ein theilbares N
icht-Ich entgegen

）」（FW
 I, 110

）
は
、「
総
合
」
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
も

筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
事
行
の
同
一
性
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
命
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

カ
ン
ト
で
は
、「
受
容
性
」
と
「
自
発
性
」
と
の
両
者
の
峻
別
こ
そ
が
カ
ン
ト
の
哲
学
の
中
心
に
座
っ
て
い
た
。
だ
が
、フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ

て
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
両
者
の
峻
別
そ
の
も
の
が
哲
学
の
原
理
に
お
い
て
す
で
に
克
服
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
3
原
則
そ
の
も
の
が
事
行
の
三
つ
の
表
現
形
態
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
体
系
の
形
成
に
お
い
て
も
、
体
系
の
全
体
に
お
い
て

も
、
こ
の
事
行
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

２
．
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
「
知
的
直
観
」
の
登
場
と
そ
の
構
造

　

さ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
知
的
直
観
」
の
問
題
を
大
き
く
み
て
、
二
度
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
第
1

に
、「
自
我
」（
1
7
9
5
年
）
論
文
及
び
「
書
簡
」
論
文
（
1
7
9
5
年
）
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
解
釈
に
お
い
て
直
ち
に
取
り
上
げ
る

こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
我
」
論
文
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
前
提
に
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
解
釈
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
2
に
、
同
一
性
哲
学
の
時
期
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
1
8
0
2
年
の
「
体
系
か
ら
の
詳
述
」
で
あ

る
。
第
1
の
時
期
か
ら
始
め
よ
う（

（1
（

。

⑴　
「
知
的
直
観
」
が
何
を
捉
え
る
の
か
、
こ
の
こ
と
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
課
題
と
な
る
。
彼
は
知
的
直
観
の
問
題
を
「
無
限
者
」

と
「
有
限
者
」
の
問
題
の
枠
組
み
で
考
え
て
い
る
。「
自
我
」
論
文
が
副
題
と
し
て
「
知
に
お
け
る
無
制
約
者
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

も
ち
ろ
ん
「
知
に
お
け
る
」
と
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
認
識
論
的
に
問
題
は
立
て
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
無
限
者
」
が

問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
が
ま
ず
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
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「
実
在
性
と
い
う
究
極
の
一
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（ein letzter Punkt

）
が
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
す
べ
て

は
こ
の
究
極
の
一
点
に
か
か
っ
て
お
り
、わ
れ
わ
れ
の
知
の
い
っ
さ
い
の
存
立
や
形
式
が
こ
れ
か
ら
発
し
て
お
り
、こ
の
点
こ
そ
諸
々

の
要
素
を
区
別
し
、
知
と
い
う
宇
宙
の
な
か
で
円
を
描
き
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
作
用
し
続
け
て
い
る
。
…
…
そ
の
よ
う
な
究

極
的
な
も
の
の
存
在
の
原
理
と
認
識
の
原
理
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（das Princip seines Seins und das Princip seines E
rkennens

）、
合
致
し

0

0

0

一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。」（SW

 I, 86

）

「
…
…
知
的
直
観
を
否
定
し
て
い
る
箇
所
の
カ
ン
ト
の
探
求
は
絶
対
自
我
を
い
つ
も
た
だ
前
提
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
あ
り
、
前
提
さ
れ

た
よ
り
高
次
の
諸
原
理
に
も
と
づ
い
て
経
験
的
に
│
制
約
さ
れ
た
自
我
を
、
た
ん
に
規
定
し
て
い
る
…
…
」（SW

 I, 82

）

　

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ま
さ
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
自
我
を
原
理
と
み
な
し
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
知
的
直
観
を
否
定
し
な
が
ら
も
前

提
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
原
理
と
し
て
の
絶
対
自
我
を
カ
ン
ト
的
な
受
容
性
と
自
発

性
の
峻
別
を
超
え
る
両
者
の
統
一
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、「
実
在
性
と
い
う
究
極
の
一
点
」、

あ
る
い
は
「
存
在
の
原
理
と
認
識
の
原
理
」
と
の
合
致
と
い
う
課
題
を
取
り
出
し
て
く
る
。
こ
れ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
』
か
ら
「
自

我
」
論
文
が
取
り
出
し
た
課
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
的
契

機
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
存
在
論
的
把
握
に
道
を
開
い
て
い
る（

（（
（

。

　

そ
の
た
め
、「
知
的
直
観
」
は
す
で
に
徹
底
し
た
能
動
性
の
も
と
で
と
ら
え
ら
れ
、「
絶
対
自
由
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
絶

対
自
由
」
は
「
絶
対
的
自
力
（Selbstm

acht

）」
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
経
験
的
意
識
＝
有
限
な
意
識
に
お
い
て
は
、
当
然
の

こ
と
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
知
的
直
観
」
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
自
我
の
「
自
己
直
観
」
を
こ
の
段
階
で
は
意
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味
す
る
が
、
す
で
に
自
我
を
超
え
て
「
無
限
者
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
概
念
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
絶
対
的
自
力
」
と
い

う
言
葉
が
ま
さ
し
く
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
存
在
へ
と
向
か
う
方
向
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
存
在
と
認
識
と

が
一
つ
に
な
る
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
は
1
7
9
5
年
の
時
期
に
確
認
さ
れ
る
し
、
か
つ
そ
の
後
も

確
認
さ
れ
る
。

「
自
己
意
識
の
源
泉
は
意
欲

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
的
意
欲

0

0

0

0

0

に
お
い
て
は
、
精
神
が
自
分
自
身
を
直
接
に
理
解
す
る
。
い
い
か
え
れ

ば
精
神
は
自
分
自
身
の
知
的
直
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
持
つ
の
で
あ
り
、
直
観
と
は
、
そ
れ
が
媒
介
さ
れ
ず
、
知
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
超
え

出
て
、
概
念
に
よ
っ
て
は
け
っ
し
て
到
達
さ
れ
な
い
活
動
を
対
象
と
す
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
認
識
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
…
…

我
々
の
う
ち
に
知
的
直
観
が
な
い
と
す
れ
ば
、
永
遠
に
客
観
に
関
す
る
表
象
に
と
ら
わ
れ
、
超
越
論
的
思
惟
も
超
越
論
的
構
想
力
も

な
く
、
理
論
哲
学
で
あ
れ
、
実
践
哲
学
で
あ
れ
、
哲
学
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。」（SW

 I, 401

）

「
超
越
論
的
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
客
体
的
な
も
の
を
ま
ず
は
じ
め
に
現
存
し
な
い
も
の
と
み
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
か
ら
み
れ

ば
、
生
成
す
る
も
の
、
生
け
る
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
超
越
論
的
哲
学
は
そ
の
最
初
の
諸
原
理
に
お
い
て
発
生
的
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

り0

、
精
神
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
世
界
と
と
も
に
同
じ
く
生
成
し
、
成
長
す
る
か
ら
。
超
越
論
的
哲
学
は
そ
の
最
初
の
諸
原
理
に
お

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
て
発
生
的
で
あ
り
、
精
神
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
世
界
と
と
も
に
同
じ
く
生
成
し
、
成
長
す
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（SW
 I, 403

）

　

こ
の
二
つ
は
1
7
9
6
・
7
年
の
「
知
識
学
と
い
う
観
念
論
の
解
明
の
た
め
の
諸
論
」
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
シ
ェ

リ
ン
グ
が
「
自
己
直
観
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
自
己
は
す
で
に
「
精
神
」
へ
と
変
わ
り
、
ま
た
「
発
生
論
」
的
で
あ
る
こ
と
を
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表
明
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
点
は
後
に
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
書
簡
に
お
け
る
論
争
に
お
い
て
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
意
識
に
現
れ
る
諸
刺
激
、
つ
ま
り
諸
感
覚
そ
の
も
の
が
「
知
的
直
観
」
の
（
こ
れ
は
「
知
的
直
観
そ
の
も
の
」
が
「
能
動
性
」
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
）
能
動
性
に
よ
っ
て
意
識
の
う
ち
に
構
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
引
用
文
が
示
す
よ
う
に
、「
あ
ら
ゆ
る

客
体
的
な
も
の
」
は
ま
ず
現
存
し
な
い
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
無
か
ら
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
と
っ
て
精
神
に

具
体
的
な
対
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ
の
構
成
す
る
過
程
が
ま
さ
し
く
「
発
生
論
的
」
と
と
ら
え
ら
れ
、
超
越
論
哲
学
そ
の
も
の
の
基

本
的
性
格
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
相
違
も
決
定
的
に
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
す
で
に
示
し
た

よ
う
に
、「
見
出
す
」
こ
と
、「
発
見
す
る
こ
と
」
を
強
調
し
、
そ
の
記
述
を
哲
学
の
課
題
と
主
張
し
た
。
だ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ま
さ

に
「
構
成
す
る
こ
と
」
が
超
越
論
哲
学
の
課
題
だ
と
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
大
き
い
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
書
簡
に
お
け
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
私
は
す
で
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る（

（1
（

の
で
、
こ
れ
以
上
言
及
す
る
こ
と

は
せ
ず
、
次
の
文
章
を
「
往
復
書
簡
」
か
ら
引
用
し
て
お
く
。
1
8
0
0
年
11
月
15
日
付
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
フ
ィ
ヒ
テ
書
簡
か
ら
で
あ
る
。

「
超
越
論
的
哲
学
に
あ
っ
て
は
、
自
然
の
実
在
性
は
徹
頭
徹
尾
見
い
だ
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
、
し
か
も
出
来
上
が
っ
た
完
成
し
た
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の0

と
し
て
現
れ
ま
す
。
し
か
も
、
自
分
自
身
の
諸
法
則
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
…
…
知
性
の
内
在
的
な
諸
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
そ

う
な
の
で
す
。（

（1
（

」

⑵ 

明
確
に
、
こ
の
知
的
直
観
の
位
置
が
変
化
す
る
の
は
、
1
8
0
2
年
の
「
体
系
か
ら
の
詳
述
」
で
あ
る
。

「
意
識
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
必
然
的
分
裂
は
、
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
る
統
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
有
限
な
知
性
に
と
っ
て
は
、
有
限
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者
と
無
限
者
の
う
ち
で
同
じ
仕
方
で
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
と
時
間
を
必
然
的
で
非
恣
意
的
な
直
観

0

0

0

0

0

0

0

に
す
る
。
そ
の
一
方

で
永
遠
者
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
本
質
で
あ
る
か
の
統
一
の
点
は
行
為
に
お
い
て
と
同
様
、
反
省
的
認
識
に
お
い
て
持
続
的
に
逃
げ
去
り
、
た

だ
知
的
直
観

0

0

0

0

に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
直
接
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（IV, 0347

）。

「
自
我
性

0

0

0

（Ichheit
）
は
そ
こ
で
絶
対
者
が
直
接
的
意
識
に
と
っ
て
把
握
さ
れ
る
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ず
と
明
ら
か
に

な
る
命
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
し
か
し
、
自
我
性
に
お
け
る
自
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
そ
れ
自
身
絶
対
者

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
あ
の
自
体

を
あ
ら
ゆ
る
制
限
か
ら
自
由
に
対
象
に
す
る
知
的
直
観

0

0

0

0

に
お
い
て
、
特
定
の
形
式
と
し
て
の
形
式
は
消
滅
す
る
。
純
粋
意
識
と
経
験

意
識
の
対
立
と
相
対
的
統
一
は
、
す
で
に
そ
れ
自
身
特
殊
的
意
識
に
属
す
る
。
対
立
は
、
ま
さ
し
く
知
的
直
観

0

0

0

0

に
お
い
て
全
く
消
滅

し
、
永
遠
者
そ
の
も
の
の
直
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
ど
ん
な
特
殊
性
も
抹
消
す
る
特
定
の
自
我
性
が
基
づ
く
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
」（IV, 

0355

）。

「
最
初
の
も
の
に
関
し
て
は
、
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
知
的
直
観
の
主
観
性
が
全
く
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
絶
対
的

主
観
│
客
観
に
絶
対
的
認
識
作
用
そ
の
も
の
に
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
絶
対
者
を
即
自
か
つ
対
自
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
部
は
こ
の
点
で
一
部
は
隔
た
っ
た
目
標
の
達
成
の
た
め
に
、
あ
の
原
理
に
適
合
し
た
体
系
の
形
態
化
が
他
の
場
所
で
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
一
部
の
読
者
の
も
と
で
少
な
く
と
も
、
周
知
の
こ
と
と
し
て
前
提
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在

の
叙
述
は
ま
ず
第
1
に
、
な
る
ほ
ど
絶
対
的
認
識
様
式
の
本
性
、
換
言
す
れ
ば
、
知
的
直
観
の
本
性
が
、
し
か
し
、
次
い
で
主
要
な

定
理
、
及
び
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
哲
学
体
系
の
内
的
構
成
を
、
不
断
の
批
判
的
関
係
で
も
っ
て
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
ま
し

て
消
息
通
の
人
た
ち
の
了
解
で
も
っ
て
、
読
者
の
前
で
展
開
し
、
論
じ
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」（IV, 361f.

）。
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長
々
と
引
用
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
同
一
性
哲
学
期
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
現
れ
て
い
る
。
①
同
一
性
哲
学
期
に
お

け
る
「
有
限
者
」
と
「
無
限
者
」
の
問
題
の
論
理
的
構
造
。
②
こ
の
論
理
構
造
を
つ
な
ぐ
存
在
と
認
識
の
原
理
と
し
て
の
「
知
的
直
観
」

の
問
題
。
③
新
た
な
問
題
の
発
生
。
す
な
わ
ち
、「
絶
対
知
」
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
論
争
の
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
三
つ
の
論
点
を
解
明
し
て
お
こ
う
。

①　

第
1
の
論
理
構
造
の
問
題
。
こ
の
時
期
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
有
限
者
」
と
「
無
限
者
」
と
を
同
一
性
の
も
と
に
把
握
す
る
。
そ

し
て
、「
無
限
者
」
は
「
無
限
者
」
と
「
永
遠
者
」
と
に
区
別
さ
れ
、
全
体
の
構
造
は
「
有
限
者
」
│
「
無
限
者
」
│
「
永
遠
者
」
と
い
う

構
造
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
構
造
は
、
も
ち
ろ
ん
「
有
限
者
」
／
「
無
限
者
」
│
「
永
遠
者
」
と
い
う
二
元
的
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
1
8
0
1
年
の
「
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
」
に
お
け
る
「
絶
対
的
同
一
性
」
と
「
絶
対
的
総
体
」
と
の
区
別
を
さ
ら
に
詳

細
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
絶
対
的
同
一
性
」
は
ま
さ
に
「
永
遠
者
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
か
な
る
現
象
に
も
表
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

唯
一
可
能
な
の
は
、
端
的
に
「
無
限
者
」
に
お
い
て
二
つ
の
存
在
様
式
に
お
い
て
我
々
は
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
絶
対
的
認
識

作
用
（absolutes E

rkennen

）」
と
「
絶
対
的
存
在
（absolutes Sein

）」
と
で
あ
る
。

　

近
代
哲
学
の
文
脈
で
考
え
る
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
」
の
発
見
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
思
惟
者
」
と
「
延
長
者
」
と
が
根

源
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
解
決
は
「
神
へ
の
超
出
」
に
よ
っ
て
両
者
の
間
に
同
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
、
カ
ン
ト
以
後
、「
神
を
拒
絶
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
を
試
み
る
方
向
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
完
成
す
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
主
観
、
客
観
の
対
立
構
造
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
そ
の
根
底
に
、
両
者
の
同
一
性
を
置
く
こ
と
で
あ
る
。

主
観
（
主
観
│
客
観
の
同
一
性
）
と
客
観
（
主
観
│
客
観
の
同
一
性
）
と
の
対
立
で
あ
り
、
主
観
と
は
両
者
の
同
一
性
が
、
量
的
に
主
観

が
優
位
に
あ
る
こ
と
、
客
観
と
は
両
者
の
同
一
性
が
、
量
的
に
客
観
が
優
位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
、
こ
の
構
図
を
何
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度
か
数
直
線
で
描
い
て
み
せ
て
い
る
。
同
一
性
哲
学
と
は
ま
さ
に
近
代
哲
学
の
は
ら
ん
だ
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
量
的
差
別
」
論
に
お
い
て
、「
有
限
者
」
を
含
め
て
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

本
質
に
お
い
て
は
有
限
者
、
無
限
者
そ
し
て
永
遠
者
は
同
一
で
あ
る
が
、
量
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
、

エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ
ー
か
ら
こ
の
「
量
的
差
別
」
論
が
極
め
て
強
く
批
判
さ
れ
、「
流
出
論
」
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
1
8
0
3
／
0
4
年
の
こ
と
で
あ
る
。

②　
「
存
在
と
認
識
の
原
理
」
と
し
て
の
「
知
的
直
観
」
の
問
題
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
「
有
限
者
」
か
ら
「
永
遠
者
」
へ
と
連
続
的
に
繋

結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
も
、
こ
こ
に
お
い
て
我
々
「
有
限
者
」
が
「
永
遠
者
」
へ
と
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

も
ま
た
示
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、「
構
成
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
く
る
。「
知
的
直
観
」
は
自
我
の
定
立
を
行
う
。「
自
我
性
」
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
「
行
為
」
そ
の
も
の
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事
行
」
は
絶
対
者
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
。
だ
か
ら
、「
主
観
性
」
を
捨
象
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
、
我
々
は
、
知
的
直
観
の
最
高
段
階
に
到
達
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
実
際
自
然
哲
学
の

最
後
に
登
場
し
た
「
脱
ポ
テ
ン
ツ
化
」
が
、「
捨
象
」
と
し
て
、
同
一
性
哲
学
へ
の
方
法
的
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の

同
一
性
体
系
へ
の
最
初
の
著
作
、
１
８
０
１
年
の
「
私
の
哲
学
体
系
の
叙
述
」
の
本
文
の
冒
頭
で
、
同
一
性
哲
学
の
境
位
と
し
て
「
絶
対

理
性
」
が
示
さ
れ
、
こ
の
境
位
に
我
々
は
「
捨
象
」
に
よ
っ
て
到
達
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

③　

こ
の
と
き
、「
絶
対
知
」
問
題
が
登
場
す
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
分
岐
点
は
「
絶
対
知
」
に
お
い
て
絶
対
者
は
存
在
す
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
絶
対
知
」
に
お
い
て
「
絶
対
者
」
が
存
在
す
る
と
考
え
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
絶
対
知
」
の
外
部
に
絶

対
者
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。

　

だ
が
、
両
者
と
も
「
理
性
」
に
お
い
て
「
絶
対
知
」
は
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
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「
絶
対
知
」
と
は
異
な
っ
た
位
置
づ
け
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
に
即
し
て
こ
の
問
題
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、わ
れ
わ
れ
は
「
絶
対
者
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
知

的
直
観
」
を
主
観
的
な
知
的
直
観
か
ら
「
客
観
的
知
的
直
観
」
へ
と
そ
の
主
観
性
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
理
性
直
観
」
に
到
達
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
初
期
に
彼
が
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
発
生
論
的
に
」
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
「
発
生
論
的
」
プ
ロ
セ
ス
を
ま
さ
に
「
構
成
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
絶
対
者
」
の
実
り
豊
か
さ

を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、重
要
な
の
は
、シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
営
み
が
背
景
に
は
あ
る
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、（
超
越
論
的
）

自
我
を
「
最
高
の
ポ
テ
ン
ツ
」
に
お
い
て
成
立
す
る
派
生
的
性
格
の
も
と
に
捉
え
る
。
こ
の
（
超
越
論
的
）
自
我
が
出
発
点
に
な
る
。

　

自
然
哲
学
と
超
越
論
哲
学
と
は
ま
さ
に
反
対
方
向
の
思
考
の
運
動
と
と
ら
え
ら
れ
る
。「
最
高
の
ポ
テ
ン
ツ
」
に
お
け
る
自
我
を
出
発

点
と
し
て
ポ
テ
ン
ツ
を
下
げ
て
い
く
こ
と
＝
脱
ポ
テ
ン
ツ
化（

（1
（

を
通
じ
て
原
理
へ
と
到
達
す
る
こ
と
が
超
越
論
哲
学
の
方
向
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
こ
の
原
理
と
し
て
の
自
然
│
精
神
の
同
一
性
か
ら
ポ
テ
ン
ツ
を
挙
げ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
自
然
哲
学
に
お
い
て
描
か
れ
る
自

然
過
程
で
あ
る
。

３
．「
知
的
直
観
」
と
「
絶
対
知
」
の
問
題
性
─
「
知
的
直
観
」
の
担
う
も
の

　

フ
ィ
ヒ
テ
は
後
期
に
至
る
ま
で
、
た
と
え
ば
「
意
識
の
事
実
」（
1
8
1
3
年
）
に
お
い
て
も
知
的
直
観
を
問
題
に
す
る
。

「
見
る
こ
と
は
そ
の
た
め
に
、
形
成
さ
れ
た
ｙ
の
事
実
的
直
観
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
る
、
一
撃
で
直
接
的
に
み
る
こ

と
が
で
き
な
い
現
象
の
知
的
直
観
で
あ
る
」（FW

 IX
 455

）。
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す
で
に
1
8
0
4
年
頃
か
ら
「
ま
な
ざ
し
」
が
問
題
と
な
り
、
内
面
へ
の
自
己
省
察
は
「
見
る
こ
と
」
へ
と
高
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
な

お「
知
的
直
観
」が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
間
に
お
い
て
論
争
に
な
っ

た
こ
と
、
後
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
的
転
換
の
問
題
は
擱
く
と
し
て
も
、
ま
た
後
期
の
課
題
で
あ
る
神
の
問
題
を
擱
く
と
し
て
も
、「
発
見

す
る
」
こ
と
は
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
知
的
直
観
が
、
こ
こ
で
は
「
見
る
こ
と
（das Sehen

）」
は
「
事
実
的
直
観
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
に
お

い
て
あ
ら
わ
れ
る
現
象
の
う
ち
に
知
的
直
観
が
働
く
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
知
的
直
観
は
ま
さ
し
く
初
期
か
ら
続
い
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
明
確
に
「
事
実
的
直
観
」
と
い
う
言
葉
で
、
所
与
性
が
強
調
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
発
見
す
る
こ
と
」

が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
た
い
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
「
知
的
直
観
」
は
、
同
一
性
哲
学
の
前
期
く
ら
い
ま
で
し
か
議
論
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。「
ブ
ル
ー
ノ
」
対
話
篇
で
は
3
か
所
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
1
8
0
9
年
の
「
自
由
論
」
に
お
い
て
は
一
度
も
使
用

さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、「
知
的
直
観
」
と
は
、初
期
か
ら
同
一
性
哲
学
の
早
い
時
期
に
使
用
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
よ
う
。

だ
か
ら
、
ヨ
ラ
ン
ダ
・
エ
ス
テ
ス
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
へ
の
取
り
組
み
を
評
し
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
知
的
直
観
が
彼
の
志
向
す
る

体
系
の
目
標
を
満
足
さ
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

こ
と
は
至
当
で
あ
る
。
実
際
、
第
2
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン

グ
は
体
系
の
原
理
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
原
理
の
探
求
と
し
て
超
越
論
哲
学
の
試
み
も
自
然
哲
学
の
試
み
も
存

在
し
た
。

　

自
然
哲
学
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
自
然
を
「
生
産
性
と
産
物
の
同
一
性
」
と
表
現
す
る
と
き
、
自
然
は
も
は
や
原
理
で
は
な
く
、

原
理
で
あ
る
生
産
性
か
ら
見
れ
ば
、「
無
制
約
者
の
否
定
的
表
現
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
絶
対
的
能
動
性
は
自
然
と
し
て
は
否
定
的
に
し
か



現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
物
は
「
記
念
碑
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、「
絶
対
知
」
に
つ
い
て
の
フ
ィ

ヒ
テ
と
の
論
争
に
お
い
て
、「
絶
対
知
」
は
「
絶
対
的
同
一
性
」
＝
絶
対
者
の
存
在
様
式
（Seinsw

eise

）
だ
と
い
う
と
き
、
シ
ェ
リ
ン
グ

は
体
系
の
原
理
で
あ
る
「
絶
対
的
同
一
性
」
へ
の
通
路
を
す
で
に
獲
得
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
「
絶
対
知
」
と
い
う
通
路
を
通
る
か
、
あ
る
い
は
自
然
哲
学
を
介
し
て
「
存
在
」
の
通
路
を
通
る
か
、
そ
れ
だ
け
が
シ
ェ
リ
ン

グ
に
と
っ
て
は
問
題
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
1
8
3
1
年
の
「
フ
ァ
ラ
デ
ー
論
評
」
あ
る
い
は
最
晩
年
の

「
自
然
過
程
の
演
繹
」
な
ど
最
後
ま
で
自
然
過
程
の
問
題
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
知
的
直
観
」
と
い
う
問
題
提
起
は
、
ま
さ
に
我
々
の
認
識
に
お
い
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
新
た
な
次
元
に

立
っ
た
問
題
│
デ
カ
ル
ト
に
発
す
る
「
主
観
」
│
「
客
観
」
と
い
う
枠
組
み
そ
の
も
の
を
超
え
る
試
み
と
し
て
「
超
越
論
哲
学
」
の
問
題

を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
骨
格
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
カ
ン
ト
的
な
「
直
観
」
の
根
本
的
な
捉
え
な
お
し
で
あ
っ
た
。

　
「
超
越
論
的
」
と
「
発
生
論
的
」
と
は
本
来
、
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
ら
は
、
と
り
わ
け
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
超
越

論
的
」
を
「
発
生
論
的
」
と
捉
え
返
し
た
。
そ
れ
は
、「
知
的
直
観
」
を
原
理
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
、
そ
れ
を
介
し
て
「
発
生
論
的
」

に
我
々
が
絶
対
者
に
到
達
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
構
成
す
る
こ
と
を
本
稿
で
は
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
荷
担
し
て
い
え
ば
、
シ
ェ

リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、自
然
哲
学
と
超
越
論
哲
学
と
は
連
結
さ
れ
、反
対
の
方
向
の
運
動
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。「
最
高
の
ポ
テ
ン
ツ
」

に
お
け
る
（
超
越
論
的
）
自
我
か
ら
脱
ポ
テ
ン
ツ
化
の
操
作
に
よ
っ
て
、「
自
然
│
精
神
の
同
一
性
」
を
捉
え
る
超
越
論
哲
学
と
「
自
然

│
精
神
の
同
一
性
」
か
ら
自
然
の
過
程
を
構
成
し
て
「
最
高
の
ポ
テ
ン
ツ
」
に
至
る
過
程
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
円
環
に
お
い
て
、
超

超
論
哲
学
も
、
自
然
哲
学
も
と
も
に
、「
絶
対
的
同
一
性
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
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一
性
哲
学
の
課
題
と
な
る
。

　
「
超
越
論
哲
学
」
は
ま
さ
に
カ
ン
ト
に
発
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
の
可
能
性
の
領
野
を
「
事
行
」
│
「
知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
そ
の
根
拠
を

与
え
、
拡
大
し
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
「
存
在
」
領
域
へ
と
超
出
す
る
道
を
と
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
日
に
至
る
ま
で

「
超
越
論
哲
学
」
か
ら
独
断
論
へ
の
転
落
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
難
点
で
あ
る
に
し
て
も
、「
存
在
」

へ
と
さ
ら
に
そ
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
本
日
の
報
告
の
結
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
自
然
哲
学
の
問
題
を
捉
え
た
時
に
も
、
自
然
は
す
で
に
「
相
対
的
同
一
性
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。「
絶
対
的
能
動
性
」
そ
の

も
の
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
現
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
だ
が
そ
れ
は
自
然
が
「
生
産
性
と
産
物
と
の
同
一
性
」
だ
と
い
う
1
7
9
9
年

に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
解
が
そ
れ
を
現
わ
し
て
い
る
。

謝
辞

　

本
稿
は
10
月
29
日
に
行
わ
れ
た
東
洋
大
学
白
山
哲
学
会
で
の
「
最
終
講
義
」
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機

会
を
与
え
て
く
れ
た
白
山
哲
学
会
会
長
河
本
英
夫
氏
に
感
謝
す
る
。
そ
し
て
準
備
し
て
く
れ
た
同
僚
の
諸
氏
お
よ
び
院
生
の
諸
君
に
お
礼

を
申
し
た
い
。

　

私
の
つ
た
な
い
講
義
に
最
後
ま
で
付
き
合
い
、
か
つ
当
日
も
参
集
し
て
く
れ
た
学
生
諸
君
、
院
生
諸
君
に
も
感
謝
を
述
べ
て
お
き
た
い

と
思
う
。
当
日
出
席
し
て
い
た
だ
い
た
、
先
輩
諸
氏
、
同
輩
の
方
々
に
も
感
謝
を
し
た
い
。
ひ
と
り
だ
け
名
前
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く

が
、
当
日
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ん
で
く
れ
た
加
藤
尚
武
・
京
都
大
学
名
誉
教
授
に
も
感
謝
を
述
べ
た
い
。
学
生
時
代
に
先
生
の
緊
張
感
に
満

ち
た
倫
理
学
の
特
殊
講
義
を
聴
講
し
な
が
ら
私
は
茫
然
と
し
た
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
ま
ず
し
い
自
分
を
思
い
出
し
て
い
た
。

加
藤
先
生
に
は
、
つ
た
な
い
研
究
者
と
し
て
そ
の
後
も
様
々
に
支
援
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
私
は
も
う
一
度
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
と
し
て
仕
事
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を
完
成
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
も
今
の
思
い
で
あ
る
。
私
は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
石
関
敬
三
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
の
も
と
で
そ
の
後

研
究
者
と
し
て
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
が
、
先
生
の
厳
し
さ
も
ま
た
思
い
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
同
期
に
同
じ
大
学
に
入

学
し
、
同
じ
ク
ラ
ス
（46L1

）
に
属
し
た
神
崎
繁
君
が
一
週
間
ほ
ど
前
に
な
く
な
っ
た
こ
と
も
記
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
彼
と
は
同
じ

哲
学
を
ま
な
び
な
が
ら
、
仕
事
上
は
全
く
交
差
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
彼
の
晩
年
の
優
れ
た
仕
事
を
遠
く
か
ら
見
て
励
み
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
す
。

注
　

本
稿
で
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
慣
例
に
し
た
が
っ
て
第
1
版
、
第
2
版
を
区
別
し
Ａ
，
Ｂ
と
し
て
併
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
だ
け
記
す
。
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ

リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
略
記
し
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
を
付
記
す
る
。
な
お
版
が
異
な
る
も
の
か
ら
引
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
つ
ど
指
示
す
る
。

　

FW

＝Fichtes W
erk, hrsg. von I.H

.Fichte, B
erlin: W

alter de G
ruyter, 1971.

　

SW

＝Schellings W
erke. N

ach der O
riginalausgabe in neuer A

nordnung herrausgegeben von M
anfred Schröter, M

unchen: C
.H

.B
eck’scher 

Verlagsbuchhandlung, 1856-1861.

　

な
お
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。

（
1
）　

こ
の
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
」
と
い
う
テ
ー
マ
そ
の
も
の
は
、不
幸
に
も
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
テ
ー
マ
が
両
者
の
影
響
史
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
故
に
で
あ
る
。
今
日
、両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
的
に
自
己
の
思
想
の
展
開
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
重
要
な
も
の
に
、
最
近
で
は
次
の
も
の
が
あ
る
。Jantzen, Jörg/K

isser, T
hom

as/

T
raub, H

artm
ut (H

rsg.), G
rundlegung und K

ritik. D
er B

riefw
echsel zw

ischen Schelling und Fichte 1794-1802, A
m

sterdam
/N

ew
 York: 

E
ditions R

odopi, 2005. 

ま
た
最
近
で
は
ア
メ
リ
カ
の
若
い
女
性
研
究
者
も
言
及
し
て
い
る
。N

asser, D
alia, T

he R
om

antic A
bsotute. B

eing and 

know
ing in early G

erm
an R

om
antic Philosophy, 1795-1804, C

hicago, 2014,Specially p.161-185. 

筆
者
が
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
大
き
な
関
心
を
持

ち
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
き
て
い
る
の
も
、
影
響
史
の
問
題
で
は
な
く
、
ま
さ
に
両
者
が
対
決
す
る
点
に
お
い
て
、「
超
越
論
哲
学
」
が
形
成
さ
れ
る
が
故
で
あ
る
。



39

そ
の
際
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
即
し
て
み
れ
ば
、「
発
生
論
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
点
が
本
論
稿
で
は
最
終
課
題
と
な
る
。

（
2
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
カ
ン
ト
と
知
的
直
観
│
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
超
越
論
的
感
性
論
の
分
析
か
ら
│
」
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要 

第
52
集
、

2
0
1
6
年
3
月
、pp.167-189

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

G
ram

, M
oltke S.,,,Intellectual Intuition: T

he C
ontinuity T

hesis in Journal of Ideas 42, 1981, pp287-304,:E
stes, Yolanda, intellectual 

Intuition: R
econsidering C

ontinuity in K
ant, Fichte, and Schelling in Fichte, G

erm
an Idealism

, and E
arly R

om
anticism

 (Fichte-Studien-

Supplem
enta, B

d.24), ed. B
y D

aniel B
reazeale and Tom

 R
ockm

ore, A
m

sterdam
/N

ew
 York, 2010.

（
4
）　
「
内
在
的
超
越
（Im

m
anente T

ranszendenz

）」
と
い
う
言
葉
は
、
実
はH

arald H
olz

の
言
葉
で
あ
る
。H

arald H
olz

は
す
ぐ
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究

者
で
あ
り
、
彼
の
名
前
は
1
9
7
0
年
代
にB

eierw
altes

と
と
も
に
知
ら
れ
て
い
る
。
両
者
は
、
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
的
契
機
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
た
人
物
で
あ
る
。
今
日
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
評
釈
」
が
報
告
さ
れ
て
以
来
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が
中
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
シ
ェ
リ
ン

グ
の
文
献
読
解
か
ら
プ
ラ
ト
ン
的
契
機
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
、
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
読
解
を
示
し
た
研
究
者
で
あ
る
。
な
お
「
プ
ラ
ト
ン

的
契
機
」
に
か
ん
し
て
は
、
す
で
に
当
時
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
理
解
」（
例
え
ば
、
1
8
0
3
／
0
4
年
に
お
け
る
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ

ヤ
ー
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
論
争
）
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
。
だ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
読
ん
だ
の
は
、
1
8
0
5
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
を
文
献
的
に
報
告
し
た
の
はB

eierw
altes
で
あ
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
理
解
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
「
マ
ル
キ
オ
ン
論
文
」
を
読
解
に
導

入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
「W

eltalter
の
研
究
動
向
と
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
シ
エ
リ
ン
グ
研
究
．」『
国
際
哲
学
研
究
』
別
冊
第
5
号
、（
東

洋
大
学
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
）、
二
〇
一
四
年
二
月

（
5
）　

C
rone, K

atja, T
ranszendentale A

pperzeption und konkretes Selbstbew
usstsein, in: K

ant und F
ichte-F

ichte und K
ant (F

ichte-

Studien,B
d.33), hrsg. von A

sm
uth, C

ristoph, A
m

sterdam
/N

ew
 York: E

ditions R
odopi, 2009, S.65-80. 

も
ま
た
筆
者
と
同
様
に
見
解
を
示
し
て
い

る
。

（
6
）　

Frank, M
anfred, “intellektuelle A

nschuung”. D
rei Stellennhm

en zu einem
 D

eutungsversuch von Selbstbew
ußtsein: K

ant, Fichte, 

H
ölderlin N

ovalis, in: D
ie A

ktualität der Frührom
antik, hrsg. Von E

rnst B
ehler und Jochen H

örisch, Paderborn/M
ünchen/W

ien/Zürich: 

Ferdinand Schöningh, 1987, S.96-126.

（
7
）　

こ
れ
は
「
新
叙
述
の
試
み
」
を
受
け
て
行
っ
た
講
義
のK

rause

に
よ
る
筆
記
録
で
あ
る
。
本
文
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
講
義
は
1
7
9
7
年
と

1
7
9
9
年
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
息
子
が
編
集
し
た
版
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
は
、
筆
者
も
ま
たFelix M

einer

社
か
ら
刊
行
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さ
れ
たPhb

版
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
第
7
巻
「
イ
ェ
ー
ナ
後
期
の
知
識
学
」
所
収
の
「
新
方
法
に
よ
る
知
識
学
」
解
説
（
藤
沢

賢
一
郎
）
が
詳
し
い
。
藤
澤
、
千
田
に
よ
る
訳
はK

rause

の
筆
記
録
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
い
。

（
8
）　

こ
の
点
は
、
本
講
義
と
同
じ
時
期
の
「
知
識
学
へ
の
第
2
序
論
」
で
わ
ざ
わ
ざ
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

（
9
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
先
行
者
を
挙
げ
れ
ば
、Salom

on M
aim

on

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
表
象
」
作
用
を
念
頭
に
お

い
て
カ
ン
ト
の
「
受
容
性
」
を
解
釈
し
、
こ
の
「
受
容
性
」
を
「
微
小
表
象
」
と
同
じ
よ
う
な
解
釈
を
示
す
。「
意
識
は
思
惟
能
力
の
活
動
性
に
よ
っ
て
生
じ

る
。
だ
が
、
個
々
の
感
性
的
諸
表
象
を
受
容
す
る
際
に
は
、
こ
の
能
力
は
単
に
受
苦
的
に
振
舞
う

0

0

0

0

0

0

0

」（Versuch über die T
ranszendentalphilosophie, 

1790, S.22

）。
マ
イ
モ
ン
の
捉
え
方
に
よ
れ
ば
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
微
小
表
象
」
は
最
低
限
の
自
発
性
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
イ
モ
ン
に
つ
い
て
は
、シ
ェ

リ
ン
グ
は
す
で
に
早
く
、「
形
式
」
論
文
（
1
7
9
4
年
）
で
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
以
下
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
部
分
で
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン

グ
も
ま
た
、
す
で
に
こ
の
点
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
、
感
性
の
受
容
性
は
能
動
性
の
「
否
定
的
表
現
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
り
、
か
つE

in-

bilden, H
inein-bilden

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、「
直
観
」
の
う
ち
に
両
者
の
同
一
性
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
陥
っ

た
受
容
性
に
お
け
る
（
徹
底
的
に
受
動
的
な
）
諸
表
象
と
そ
れ
を
対
象
と
し
て
確
立
し
、
判
断
す
る
「
図
式
論
」
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
解
消
さ
れ
る
と
私
は
考

え
る
。「
直
観
」
と
は
本
文
で
も
も
う
一
度
指
摘
す
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
受
容
性
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
言
う
自
発
性
の
一
つ
の
表
現

で
し
か
な
く
、
行
為
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
）　
「
知
的
直
観
」
に
つ
い
て
の
区
分
を
こ
の
よ
う
に
二
つ
に
区
分
す
る
と
、
直
ち
に
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
1
8
0
0
年
の
『
超
越
論
的
観

念
論
の
体
系
』
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
確
か
に
「
知
的
直
観
」
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
こ
こ
で
は
「
美
的

直
観
」
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
哲
学
的
な
意
味
よ
り
も
美
学
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
る
。
筆
者
は
こ
れ
ば
別
に
扱

わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
で
本
文
の
よ
う
に
、
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
1
8
0
0
年
の
「
知
的
直
観
」
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ

た
い
。Peez, Siegbrt, Voraussetzung und Status der intellektuellen A

nschauung in Schellings System
 des T

ranszendentalen Idealism
us, 

in: System
 als W

irklichkeit. 200 Jahre Schellings “System
 des T

ranszendentalen Idealism
us”, hrsg. Von C

htristian D
anz, K

laus D
ierkem

eier 

und C
hristian Seyen, W

ürzburg: K
önigshausen&

N
eum

an, 2001, S.23-40.

（
11
）　

例
え
ば
、
こ
の
点
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
及
び
「
知
性
改
善
論
」
に
つ
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
注
で
言
及
し
て
い
る
。

（
12
）　

拙
稿
「
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
│
絶
対
知
に
つ
い
て
」『
ド
イ
ツ
観
念
論
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
大
橋
良
介
編
）、
世
界
思
想
社
、
2
0
0
5
年

（
13
）　

座
古
田
豊
・
後
藤
嘉
也
訳
『
フ
ィ
ヒ
テ
│
シ
ェ
リ
ン
グ
往
復
書
簡
』
ワ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ル
ツ
解
説
、
法
政
大
学
出
版
局
、
1
9
9
0
年
、
1
2
2
ペ
ー
ジ
。
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（
14
）　
「
脱
ポ
テ
ン
ツ
化
（D

epotenzierung

）」
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
筆
者
は
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
の
当
初
か
ら
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

1
8
0
1
年
の
「
叙
述
」
で
は
捨
象
と
し
て
現
れ
、「
絶
対
理
性
」
の
立
場
に
立
つ
方
法
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
拙
稿
「
近
代
的
自
我
と
絶
対
者
│
フ
ィ

ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
、
あ
る
い
は
自
然
哲
学
の
理
論
的
前
提
」『
物
象
化
と
近
代
主
体
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
拙
稿
「
シ
ェ
リ
ン

グ
の
自
然
哲
学
│
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
伝
統
」『
東
洋
大
学
哲
学
講
座
第
2
巻　

哲
学
を
享
受
す
る
』
所
収
で
も
言
及
し
て
説
明
し
て
い
る
。

（
15
）　E

stes

﹇2011
﹈p.176




