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は
じ
め
に

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
（
批
判
理
論
）
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
Ｍ
・
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
や
Th
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
を
と
り
あ
げ
る
際
に
、
若
き
か
れ
ら
の
指
導
教

官
で
あ
っ
た
Ｈ
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

は
少
な
い
。
か
れ
ら
と
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
間
に
は
断
絶
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
と
い
う
の
は
、
論
じ
る
に
値
し
な

い
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
は
、
コ

ル
ネ
リ
ウ
ス
か
ら
受
け
継
い
だ
発
想
や
方
法
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、

か
れ
の
思
想
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
史
的
位
置
が
定
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派

に
及
ぼ
し
た
影
響
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
ま
ず
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
か
れ
の
思
想
に

お
い
て
は
、
独
断
論
を
退
け
つ
つ
、
学
問
と
し
て
の
哲
学
の
構
築
が
め
ざ
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
際
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
Ｉ
・
カ
ン
ト
の
哲
学
や
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論
か
ら
影

響
を
受
け
、
そ
れ
を
批
判
的
に
受
容
し
な
が
ら
、
自
ら
の
哲
学
的
立
場
を
形
成
し
た

の
で
あ
る
。
次
に
こ
う
し
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
指
導
の
も
と
で
、
若
き
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
形
成
し
た
の
か
、
後
年
の
立
場
も
念
頭
に

お
き
つ
つ
考
察
す
る
。

一　

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
物
理
学
、
化
学
、
数
学
か
ら
哲
学
へ
と
研
究
の
関
心
を
移
し

な
が
ら
、
と
り
わ
け
認
識
論
的
な
問
題
に
つ
い
て
探
究
を
深
め
て
い
た
。
ま
た
か
れ

は
実
践
的
・
政
治
的
な
問
題
に
も
議
論
を
展
開
さ
せ
、
さ
ら
に
は
芸
術
学
や
教
育
学

に
も
視
座
を
広
げ
た
。
こ
の
か
ぎ
り
で
も
か
れ
は
非
常
に
多
方
面
に
わ
た
る
活
躍
を

見
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
と
く
に
か
れ
の
哲
学
、
認
識
論
的
問
題
に
焦
点

を
あ
て
て
考
察
し
た
い
。

１　

独
断
論
の
拒
否

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
哲
学
を
学
問
論
的
関
心
か
ら
理
解
し
て
い
る
。
か
れ
に
お
い

て
「
哲
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
探
究
に
共
通
の
、
明
瞭
性K

larh
eit

一
般
に
向
け
た

努
力
と
い
う
よ
り
も
、
究
極
的
な
明
瞭
性
へ
の
努
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
ら
ゆ
る
現
出
の
最
終
的
な
、

究
極
的
な
、最
高
の
説
明E

rkläru
n

g

に
向
け
た
努
力
で
あ
る
」（E

idP
h

.7

）。
こ
の

意
味
で
哲
学
は
、
諸
学
問
の
根
本
に
あ
る
学
問
で
あ
る
。
諸
々
の
学
問
は
哲
学
を
基

礎
に
し
て
、「
概
念
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
知
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
」（T

rS.3

）、

つ
ま
り
経
験
的
事
実
に
拠
る
こ
と
な
く
純
粋
に
知
識
の
体
系
を
形
成
し
よ
う
と
す

る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
哲
学
と
は
、
諸
学
問
を
統
一
的
に
秩
序
づ
け
る
根
本

的
な
学
問
で
あ
り
、
普
遍
的
な
体
系
を
形
成
す
る
学
問
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
哲
学
は
、そ
の
よ
う
な
明
瞭
性
を
か
な
ら
ず
し
も
獲
得
で
き
て
い
な
い
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
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思
想
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
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学
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へ
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影
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青　

柳　
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コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、「
あ
ら
ゆ
る
不
明
瞭
な
要
素
を
学
問
的
思
考
か
ら
遮
断
す
る
こ

と
」（E

idP
h

.V
I

）
を
め
ざ
し
た
。
こ
の
不
明
瞭
さ
を
生
み
出
す
立
場
と
し
て
、
か
れ

が
と
く
に
指
摘
し
た
の
は
独
断
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
独
断
論
と
は
、「
経
験
に
お
い

て
示
さ
れ
な
い

0

0

何
ら
か
の
諸
前
提
を
盲
目
的
に
想
定
す
る
」（E

idP
h

.38

）
立
場
だ
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
独
断
論
が
用
い
る
、
お
よ
そ
経
験
と
は
無
縁
に
定
立
さ
れ
た
諸
概

念
、「
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
か
ら
独
立
し
た
現
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
概
念
」（E

idP
h

.48

）
を
、
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
は
「
自
然
主
義
的
諸
概
念

0

0

0

0

0

0

0

0

」（E
idP

h
.49, vgl.K

.2

）
と
名
づ
け
た
。
こ
れ
ら
の

概
念
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、「
そ
れ
自
体
で
独
立
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
か
ら

独
立
し
て

―
現
存
す
る
物

0

0

0

0

0

」（K
.2

）、「
原
因

0

0

」（ibid.

）、そ
し
て「
自
我

0

0

」（E
idP

h
.49

）

な
い
し
は
「
精
神
的
人
格
性

0

0

0

0

0

0

」（K
.2

）
で
あ
る
。
こ
の
自
然
主
義
的
諸
概
念
と
、
こ

れ
ら
の
概
念
を
無
批
判
に
定
立
す
る
独
断
論
を
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
一
貫
し
て
拒
否

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
根
本
的
学
問
と
し
て
の
哲
学
が
打
ち
立
て
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
学
問
に
明
瞭
性
を
も
と
め
、
体
系
を
志
向
す
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
動

機
は
、
か
れ
が
も
と
も
と
物
理
学
、
化
学
、
数
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
に
由
来
す
る①
。

と
り
わ
け
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
哲
学

研
究
に
お
け
る
学
問
的
明
瞭
性
へ
の
追
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
か
れ
の
立
場
は
、
カ

ン
ト
哲
学
か
ら
の
影
響
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
述
の
自
然
主
義

的
諸
概
念
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
的
仮
象②
を
念
頭
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
カ
ン
ト
哲
学
を
評
し
て
言
う
に
は
、「
認
識
論
の
進

歩
に
た
い
す
る
カ
ン
ト
の
研
究
の
本
質
的
な
功
績
は
〔
…
…
〕
一
方
で
あ
ら
ゆ
る
懐

疑
的
な
反
論
に
た
い
し
て
学
問
的
で
普
遍
妥
当
的
な
認
識
の
可
能
性
を
確
定
し
、
他

方
で
伝
統
的
な
独
断
的
形
而
上
学
を
克
服
す
る
た
め
の
道
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
」

（K
.5

）。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
お
け
る
根
本
的
学
問
と
し
て
の
哲
学
は
、
カ
ン
ト
に
お
け

る
「
形
而
上
学

0

0

0

0

」（K
d

rV
.B869

③
）
に
相
応
す
る
。
だ
が
形
而
上
学
へ
の
志
向
は
つ
ね

に
独
断
論
に
陥
る
危
う
さ
を
含
む
。
と
い
う
の
も
、
形
而
上
学
を
貫
く
原
理
が
実
体

化
さ
れ
、
個
々
の
表
象
に
た
い
し
て
無
批
判
に
適
用
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
、
因
果
性
概
念
の
独
断
的
定
立
に
た
い
す
る
Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
批
判
を
つ
う
じ

て
、「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
」（A

k
.IV

.260

）
か
ら
覚
ま
さ
れ
た
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
よ

れ
ば
、「
独
断
の
ま
ど
ろ
み
は
、
本
質
的
に
言
え
ば
、
前
学
問
的
思
考
か
ら
受
け
と
ら

れ
た
」
自
然
主
義
的
諸
概
念
が
、「
そ
れ
ら
を
手
助
け
に
し
て
世
界
全
体
の
統
一
的
説

明
を
、
つ
ま
り
『
形
而
上
学
』
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
無
批
判
に
適
用
さ
れ
た
こ
と

に
お
い
て
あ
る
」（K

.2

④
）。
カ
ン
ト
は
独
断
論
に
陥
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
、経
験

の
は
た
ら
き
に
注
目
し
た
。
か
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
経
験
を
も
っ

て
始
ま
る
」（K

d
rV

.B1

）
と
述
べ
て
、
経
験
と
の
関
係
に
お
い
て
理
性
能
力
の
範
囲

と
限
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
カ
ン
ト
は
か
な
ら
ず
し

も
す
べ
て
の
認
識
を
経
験
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
は
「
わ

れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
経
験
を
も
っ
て
始
ま
る
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
か
ら
と

い
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
す
べ
て
経
験
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
」（K

drV.B1

）と

述
べ
て
、「
経
験
か
ら
独
立
し
、
ま
た
感
官
の
あ
ら
ゆ
る
印
象
か
ら
さ
え
も
独
立
し
て

い
る
よ
う
な
認
識
」（K

d
rV

.B2

）
に
つ
い
て
も
問
う
た
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
お
い
て

も
ま
た
、「
学
問
的
説
明
は
、
経
験

0

0

の
境
界
内
に
あ
る
」（E

id
P

h
.37-38

）
の
で
あ
っ

て
、「
純
粋
に
経
験
に
適
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

説
明
、
あ
る
い
は
経
験
的
な

0

0

0

0

説
明
」（E

idP
h

.38

）
と
し

て
、
独
断
的
説
明
と
対
置
さ
れ
た
。
独
断
的
説
明
を
退
け
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に

経
験
に
立
ち
戻
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
学
問
に
お
け
る
明
瞭
性
、
と
り
わ
け
哲
学

に
お
け
る
究
極
的
明
瞭
性
は
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
独
断
論
を
退
け
る
た

め
に
、
経
験
の
役
割
を
積
極
的
に
認
め
た
が
、
哲
学
の
純
粋
性
・
普
遍
性
へ
の
確
信

も
も
っ
て
い
た
。こ
の
か
ぎ
り
で
も
、コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
は
カ
ン
ト
哲
学
に
倣
っ

て
い
た
と
言
え
よ
う
。

２　

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
批
判

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
、
学
問
と
し
て
の
哲
学
は
、
独
断
論
の
拒
否
と
い
う
消
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極
的
方
法
で
構
築
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
験
に
立
ち
戻
っ
て
積
極
的
に
構
築
さ

れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
か
れ
が
根
本
的
な
学
問
と
し
て
当
初
構
想
し
て
い
た
の
が

「
経
験
の
学
」（P

E
.3

）
と
し
て
の
心
理
学⑤
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
心
的
事
実
、
お
よ
び

意
識
に
お
け
る
そ
の
体
験
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
上
に
諸
学
問
を
構
築
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
構
想
に
た
い
し
て
批
判
が
生
じ
た
。
そ

の
中
で
も
代
表
的
な
の
は
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
で
あ
る
。
か
れ
の
著
書
『
論
理

学
研
究
』
第
二
巻
に
お
い
て
、コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
は
「
現
代
の
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
」

（H
u

a.X
IX

/1.211

）
と
呼
ば
れ
た
。
つ
ま
り
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
思
想
は
、
認
識
論
を
心

理
学
主
義
的
に
理
解
す
る
立
場
と
し
て
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
著
書
は
、
認
識
の
志
向
的
内
容

0

0

0

0

0

〔
…
…
〕
に
属
し
て
い
る
も
の
を
、認
識
の
志
向
的
対
象

0

0

0

0

0

に
属
し
て
い
る
も
の
と
混
同

し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
両
者
を
、
認
識
体
験
の
た
ん
な
る
心
理
学
的
構
成
物

0

0

0

0

0

0

0

に
〔
…
…
〕

密
接
あ
る
い
は
疎
遠
に
属
し
て
い
る
も
の
と
混
同
し
て
い
る
。」（ibid

.

）
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
志
向
的
内
容
と
志
向
的
対
象
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ

の
上
で
心
理
学
主
義
を
乗
り
越
え
、
諸
学
問
を
基
礎
づ
け
る
学
問
と
し
て
、
か
れ
は

現
象
学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
に
た
い
し
て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
「『
心
理
学
主

義
』
を
認
識
論
的
研
究
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
」（T

rS
.49

）
と

述
べ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
に
賛
同
し
つ
つ
、
自
分
の
心
理
学
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の

批
判
し
て
い
る
心
理
学
主
義
に
あ
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
は
「
心

理
学
的
分
析
と
因
果
説
明
は
、
相
関
概
念
で
は
な
い
」（ibid.

）
と
述
べ
て
、
自
分
の

心
理
学
を
因
果
説
明
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
か
れ
の
言
う
心
理
学
的
分
析
は
、
Ｊ
・

ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
経
験
論
が
、「
観
念
法
則
的
連
関
を
確
定
す
る
目

的
」（ibid.

）
で
探
究
し
た
立
場
と
同
じ
で
あ
り
、か
れ
は
こ
れ
を
「
現
象
学
的
分
析
」

（ibid.

）
と
名
づ
け
て
も
よ
い
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
心
理
学
的
研
究
は
「
も
っ
と
も

普
遍
的
な
超
越
論
的
合
法
則
性
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
超
越
論
的

0

0

0

0

現
象
学

0

0

0

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。」（ibid

.

）
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
自
分
の
見
解
が

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
近
い
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
心
理
学
」

と
い
う
用
語
を
、誤
解
を
招
く
も
の
と
し
て
事
実
上
と
り
さ
げ
た
。心
理
学
に
代
わ
っ

て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
じ
「
現
象
学
」
と
い
う
用
語
を
使
い
、
超

越
論
的
現
象
学
に
も
と
づ
い
た
学
問
体
系
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。こ
の
こ
と
は
、

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
歩
み
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
意
識
と
対

象
と
の
直
接
的
関
係
に
着
目
し
、
基
礎
的
学
問
を
も
と
め
て
い
る
点
で
は
、
ふ
た
り

は
最
初
か
ら
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
心
理
学
な
の
か
、
現
象
学
な
の
か
で
異
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ふ
た
り
の
見
解
が
異
な
る
の
は
、
た
ん
に
用
語
法
上
の
問
題
だ
け
で
は
な

い
。
両
者
は
よ
り
本
質
的
な
部
分
で
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
す
べ

て
を
要
素
に
区
分
し
、
そ
れ
ら
を
基
本
単
位
に
し
て
ふ
た
た
び
組
み
立
て
な
お
す
、

と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
場
合
は
、
す
べ
て
が

全
体
と
し
て
ま
ず
与
え
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
、
中
に
含
ま
れ
た
構
成
部
分
を
分
類
し

て
と
り
あ
げ
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
内
在
に
お
い

て
超
越
を
め
ざ
す
と
い
う
立
場
か
ら
、
内
在
的
な
も
の
と
超
越
的
な
も
の
と
の
連
関

を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
両
者
を
区
別
も
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
内
在
的
な
も
の
と
超
越
的
な
も
の
も
と
も
に
意
識
内
在
に
お
い

て
与
え
ら
れ
、
複
合
的
に
認
識
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ふ
た
り
は
も
と

め
て
い
る
も
の
が
同
じ
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
視
点
や
方
法
が
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

３　

カ
ン
ト
哲
学
の
経
験
主
義
的
・
全
体
論
的
修
正

一
方
で
独
断
論
を
拒
否
し
な
が
ら
、
経
験
に
も
と
づ
い
た
統
一
的
で
体
系
的
な
哲

学
を
め
ざ
し
、
他
方
で
経
験
一
辺
倒
に
な
ら
ず
に
、
純
粋
で
普
遍
的
な
哲
学
を
も
と
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め
る
と
い
う
の
が
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
哲
学
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
カ
ン
ト

か
ら
の
影
響
が
大
き
い
。
カ
ン
ト
哲
学
は
、
根
本
的
な
学
問
と
し
て
の
哲
学
へ
の
志

向
と
、
経
験
の
重
視
と
の
均
衡

0

0

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
独
断
論

と
懐
疑
論
を
と
も
に
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
均
衡

が
崩
れ
れ
ば
、
独
断
論
あ
る
い
は
懐
疑
論
へ
と
陥
り
か
ね
な
い
。
し
か
も
カ
ン
ト
哲

学
で
は
、
こ
の
均
衡
は
か
な
ら
ず
し
も
磐
石
で
は
な
い⑥
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
こ
の

均
衡
を
崩
す
要
因
が
、
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
と
み
な
し
た
。
か
れ
は

カ
ン
ト
哲
学
に
倣
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
ま
だ
独
断
的
前
提
が
残
さ
れ
て

い
る
と
理
解
し
た
。
こ
の
独
断
的
前
提
の
手
が
か
り
は
、
認
識
能
力
に
関
す
る
叙
述

に
見
出
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
で
は
、
異
な
る
ふ
た
つ
の
認
識
能
力
が
区
別
さ
れ
て

い
た
。
ひ
と
つ
は
「
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕
方
を
つ
う
じ
て
、
表
象
を
受
け

と
る
能
力
（
受
容
性
）」（K

drV.B33

）
と
し
て
の
感
性
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
「（
心

の
た
ん
な
る
規
定
と
し
て
の
）
そ
の
表
象
と
の
関
係
に
お
い
て
対
象
が
思
考
さ
れ
る

0

0

0

0

0

」

（K
d

rV
.B74

）
能
力
、「
概
念
の
自
発
性
」（ibid

.

）
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
で
あ
る
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性
と
悟
性
と
の
区
別
を
、
と
り
わ
け
自
我

と
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
た
。
つ
ま
り
一
方
で
感
性
は
触
発
に
よ
っ
て
対

象
へ
と
直
接
に
関
係
す
る
能
力
で
あ
り
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
対
象
と
の
直
接

的
関
係
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
作
用
す
る
能
力
で
あ
る
。
他
方
で
悟
性
は
対
象
の
実
在

か
ら
独
立
し
た
思
考
能
力
で
あ
り
、
対
象
と
の
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
作
用
す

る
能
力
で
あ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
両
認
識
能
力
の
区

別
は
、「
法
則
を
も
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
認
識
作
用
と
、
そ
の
法
則
か
ら
独
立
し
た
対
象

と
の
対
立
」（T

rS
.29

）
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
感
性
と
悟
性
の
区
別
は
、
認
識
主
体
と
な
る
自
我
、
そ
し
て
認
識

能
力
か
ら
超
越
し
た
対
象
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
前
提
は
、
た

が
い
に
基
礎
づ
け
あ
う
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
経
験
の
成
立
に
は
意
識
へ
と
作
用
す

る
対
象
が
必
要
で
あ
り
、対
象
に
つ
い
て
の
経
験
に
は
統
一
的
な
意
識
と
し
て
の「
わ

れ
思
うIch

 d
en

k
e

」
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
自
我
と
対
象
が
た
が
い
に
前

提
と
な
り
、
基
礎
づ
け
あ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
カ
ン
ト
の
立
論

の
仕
方
に
「
循
環
」（T

rS.29

）
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
循
環
を
生
じ
さ
せ
る
要
因
に
は
、
独
断
的
に
定
立
さ
れ
た
自
我⑦
と
物
自
体
が

あ
る
。
と
く
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
問
題
視
し
た
の
が
、物
（
自
体
）
の
概
念
の
不
明
瞭

さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
が
物
と
言
う
と
き
、意
識
へ
と
作
用
す
る
物
の
場
合
と
、

経
験
さ
れ
る
物
の
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
不
明

瞭
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
無
批
判
に
定
立
さ
れ
る
超
越
的
物
自
体
を
、
超
越
論

的
仮
象
と
し
て
拒
否
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
か
れ
は
物
を
現
象
と
物
自
体
へ
と
区
別

し
、
経
験
可
能
な
対
象
と
し
て
現
象
を
位
置
づ
け
た
。
そ
れ
で
は
経
験
さ
れ
る
物
が

現
象
だ
と
す
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
の
『
心
』
に
お
い
て
『
物
』
が
『
作
用
し
て
』
感
性

的
現
象
を
『
生
じ
さ
せ
る
』」（T

rS.33

）
と
言
う
と
き
、は
た
し
て
こ
の

0

0

物
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
カ
ン
ト
の
言
う
現
象
な
の
か
、
あ
る
い
は
物
自
体
な

の
か
。
現
象
だ
と
す
れ
ば
、
物
自
体
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
う
の
か
。
物
自
体

だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
意
識
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と

に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
自
身
の
定
義
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
カ

ン
ト
が
現
象
と
物
自
体
を
区
別
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
た
い
す
る
定
義
が
曖
昧
な
ま

ま
な
の
で
、
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
か
れ
が
独
断
論
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
い

切
れ
な
い
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
指
摘
し
た
独
断
的
前
提
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
カ
ン

ト
哲
学
の
「
根
本
的
欠
陥
」（K

.8

）
と
さ
れ
る
の
が
、こ
の
物
自
体
概
念
で
あ
る⑧
。
で

は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
こ
の
「
欠
陥
」
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
解
決
を
図
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
「
直
接
的
所
与
の
連
関
」（T

rS
.44

）
を
経
験
す
る
場
面
に
立
ち

戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
断
的
な
定
立
を
不
要
と
し
、
カ
ン
ト
哲
学
の
均
衡
を
保
持

で
き
る
と
考
え
た
。
こ
の
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
姿
勢
は
、
カ
ン
ト
と
比
べ
て
経
験
を
重

視
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
か
れ
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
を
単
純
に
経
験
論
に
置
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換
し
た
の
で
は
な
い
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
こ
こ
に
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論⑨
を
導
入
す

る
こ
と
で
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
。
か
れ
は
「
諸
現
象
の
合
計
で
は
な
く
、
む
し

ろ
つ
ね
に
諸
現
象
の
法
則

0

0

が
物
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
」（K

.16

）
と
理
解
し
た
。

こ
の
か
れ
の
発
想
は
カ
ン
ト
の
場
合⑩
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
物
は
諸
要
素
の
集
合
体

で
は
な
い
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
一
方
で
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
意
識
に
お
け
る
経
験
、

わ
れ
わ
れ
の
認
識
す
る
仕
方
を
問
い
、
物
が
「
直
接
与
え
ら
れ
る
対
象

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は

わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
体
験

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（T
rS.53

）、
つ
ま
り
経
験
・
体
験
の
直
接
的
所
与
と
し
て

現
出
す
る
と
み
な
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
カ
ン
ト
哲
学
を
継
承
し
、
そ
れ
を
経
験
主
義

的
に
、
心
理
学
的
に
解
釈
す
る
に
と
ど
ま
る
。
だ
が
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
他
方
で
こ
の

直
接
的
所
与
と
し
て
の
物
を
、
意
識
の
「
連
関
の
中
で
相
互
に
成
立
し
て
い
る
」

（ibid.

）
と
み
な
し
た
。
こ
の
と
き
物
は
、諸
現
象
が
法
則
的
に
連
関
し
た
「
複
合
体

0

0

0

」

（T
rS.105

）
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
物
は
、わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
雑
多
に
与
え
ら
れ
て

く
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
つ
ど
物
の
諸
現
象
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

て
経
験
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
物
を
構
成
す
る
各
部
分
は
、
つ
ね
に
他
の
諸
部
分
と

の
連
関
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
物
全
体
と
の
連
関
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
が
物
の
あ
る
部
分
を
経
験
す
る
と
き
、
他
の
諸
部
分
と
の
連
関
を
含
ん
だ
全
体
の

一
部
分
と
し
て
受
け
と
る
。
そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
物
の
他
の
諸
部
分
を

潜
在
的
に
含
め
て
、
物
の
全
体
を
受
け
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
経
験

さ
れ
る
物
の
現
象
は
ま
た
、
別
の
時
間
に
お
け
る
諸
現
象
と
の
連
関
に
お
い
て
与
え

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
現
在
経
験
さ
れ
た
物
の
現
象
は
、
過
去
に
経
験
さ
れ
た
物
の
現

象
と
関
係
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
物
に
つ
い
て
の
現
在
の
経
験
は
、

非
現
在
の
経
験
と
連
関
し
、
そ
の
連
関
の
一
部
分
と
し
て
成
立
す
る
。
物
は
「
統
一

的
連
関
の
部
分
あ
る
い
は
分
肢
と
し
て
の
み
知
ら
れ
る
」（T

rS.53

）
の
で
あ
る
。

物
が
つ
ね
に
複
合
体
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
き
、
各
分
肢
の
連
関
は
恣
意
的
で
も

な
け
れ
ば
偶
然
的
で
も
な
い
。
物
の
諸
現
象
が
同
一
物
を
さ
し
て
い
る
と
言
え
る
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
象
の
関
係
に
何
ら
か
の
必
然
的
法
則
性
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
た
と
え
ば
現
在
と
過
去
の
経
験
に
つ
い
て
、
両
者
が
同
じ
物
だ
と
言
え
る
の

は
、
両
経
験
の
内
容
に
「
類
似
性

0

0

0

」（T
rS

.39

）
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る⑪
。

こ
の
類
似
性
と
は
、
あ
る
条
件
で
現
在
現
出
し
て
く
る
物
の
内
容
が
、
非
現
在
に
お

い
て
も
き
ま
っ
た
内
容
で
現
出
す
る
事
態
を
さ
す
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、「
経

験
は
比
較
さ
れ
結
び
つ
い
た
表
象
の
全
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（K
.61

）
と
さ
れ
、
比
較
を
つ
う
じ
て
類

似
性
が
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
経
験
に
お
い
て
、
あ
る
条
件
で
物
の
現
象
が
つ
ね
に
き

ま
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
じ
物
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

別
の
現
象
が
与
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
物
が
現
出
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
物
は
、
意
識
の
外
部
に
素
朴
に
実
在
す
る
の
で
は
な
く
、

特
定
の
条
件
で
現
出
す
る
法
則
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
則
と
し
て
の

物
は
、
意
識
に
お
い
て
現
出
し
て
く
る
仕
方
と
し
て
、
意
識
に
つ
ね
に
内
在
的
な
の

で
あ
る⑫
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、カ
ン
ト
哲
学
に
残
さ
れ
た
独
断
的
前
提
を
解
消
す
る
た
め
に
、

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論
を
援
用
し
つ
つ
、
物
を
法
則
的
に
連
関
す
る
複
合
体
な
い
し
は

法
則
そ
の
も
の
と
と
ら
え
た
。
物
は
意
識
の
経
験
連
関
に
お
い
て
一
元
的
に
把
握
さ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
現
象
と
物
自
体
と
の
区
別
を
不

要
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

二　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
へ
の
影
響

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
わ
か
る
の
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
意
識
の
経
験
、
体
験
連

関
の
中
で
問
い
、
問
い
の
対
象
を
内
在
的
に
位
置
づ
け
、
つ
ね
に
意
識
に
立
ち
戻
る

こ
と
に
徹
底
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
の
思
想
は
、独
断
論
的
な
思
考
を
退
け
、

あ
く
ま
で
意
識
に
お
い
て
そ
の
認
識
を
問
う
一
元
論
的
で
内
在
主
義
的
な
意
識
の
哲

学
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
か
れ
の
発
想
が
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド

ル
ノ
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ふ
た
り
は
、
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と
も
に
大
学
時
代
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の

作
品
に
影
響
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
作
品
を
手
が
か
り
と

し
て
、
こ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

１　

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
へ
の
影
響

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
教
授
資
格
論
文
「
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
結
合
子
と
し
て

の
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』」
で
は
、カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
体
系
的
統
一
の
問
題
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
理
論
哲
学
を
実
践
哲
学⑬
か
ら
区
別
し
、
両
哲
学
の

橋
渡
し
と
し
て
判
断
力
の
批
判
を
導
入
し
て
い
た
。
ま
た
理
論
哲
学
の
機
械
論
的
原

理
で
は
説
明
で
き
な
い
自
然⑭
の
偶
然
性
、
あ
る
い
は
自
然
の
偶
然
的
集
合
を
、
判
断

力
に
よ
る
主
観
的
判
定
や
理
念
に
よ
る
統
一
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ

に
た
い
し
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、カ
ン
ト
の
要
素
還
元
主
義
的
な
思
考
を
退
け
て
、

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
か
ら
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論
の
方
法
を
引
き
継
い
だ
。
か
れ
は
自
然
を

「
孤
立
し
た
諸
々
の
物
か
ら
な
る
た
ん
な
る
混
沌
以
上
の
も
の
」（H

G
S2.107

）
で
あ

り
、「
全
体G

an
ze

と
し
て
の
自
然
」（H

G
S2.108

）
だ
と
述
べ
て
い
る
。
か
れ
に
よ

れ
ば
「
乱
雑
な
感
性
的
諸
要
素
だ
け
が
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
本
当
で
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が
感
性
的
諸
要
素
に
つ
い
て
そ
も
そ
も

語
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
も
と
も
と
相
互
的
な
も
のZ

u
ein

an
der

の

中
に
含
ま
れ
て
与
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
相
互
的
に
あ
る
も
の
か
ら
何
ら
か
の
構
成

部
分
が
作
為
的
‐
抽
象
的
に
引
き
離
さ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
意
識
の
連
関
に
お
い
て
登
場
す
る
ど
の
よ
う
な
感
性
的
な
布
置

K
on

stellation

も
、あ
の
抽
象
的
に
獲
得
さ
れ
た
『
諸
要
素
』
の
属
性
を
集
め
た
と

こ
ろ
で
く
ま
な
く
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（H

G
S2.119

）。
自
然
の
多
様
は
、

感
性
に
お
い
て
す
で
に
連
関
の
諸
部
分
と
し
て
、
必
然
的
法
則
を
備
え
た
全
体
の
一

部
分
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
悟
性
が
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ら
は
理
性
が
理
念
に
よ
っ
て
包
摂
し
な
く
と
も
、
す
で
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、「
現
実
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
た
ん

に
集
合
体
お
よ
び
集
合
体
の
総
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
な
見
解
は
、
維
持

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
箇
所
で
は
、
カ
ン
ト
が
橋
を
か
け
よ
う

と
し
た
あ
の
『
見
渡
せ
な
い
深
淵
』
は
ま
っ
た
く
な
い
。
す
な
わ
ち
理
念
は
現
実
に

お
い
て
実
在
化
さ
れ
て
見
出
さ
れ
、
現
実
は
理
念
へ
と
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
必

要
な
の
は
、
合
一
す
る
た
め
の
統
制
的
原
理
と
い
う
橋
で
な
い
」（H

G
S2.108-109

）。

こ
の
よ
う
に
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
理
論
哲
学
の
枠
内
で
対
象
を
統
一
的
に
把
握
で

き
、
実
践
哲
学
と
の
区
別
も
、
結
合
子
と
し
て
の
『
判
断
力
批
判
』
も
不
要
だ
と
考

え
た
の
で
あ
る
。２　

ア
ド
ル
ノ
へ
の
影
響

ア
ド
ル
ノ
の
教
授
資
格
申
請
論
文「
超
越
論
的
霊
魂
論
に
お
け
る
無
意
識
の
概
念⑮
」

は
、「
無
意
識
の
概
念
を
超
越
論
的
方
法
へ
と
立
ち
戻
っ
て
指
示
す
る
こ
と
」

（A
G

S1.104

）、
つ
ま
り
「
無
意
識
の
超
越
論
的
理
論
」（ibid.

）
の
構
築
を
課
題
と
し

て
い
る
。
無
意
識
の
概
念
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
物
自
体
概
念
と
同
様
に
、
意
識
か

ら
超
越
し
て
実
体
化
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
ア
ド

ル
ノ
は
、
無
意
識
概
念
を
意
識
の
経
験
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。

無
意
識
概
念
は
た
ん
に
無
意
識
的
と
し
て
意
識
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
何
か
意
識
に
お
い
て
現
出
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
意
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
は
た
ら
き
に
気
づ
か
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、

「
い
っ
さ
い
の
無
意
識
的
な
も
の
は
、例
外
な
く
必
然
的
に
意
識
的
な
も
の
へ
と
関
係

づ
け
ら
れ
て
」（A

G
S1.203

）
お
り
、
い
わ
ば
意
識
化
さ
れ
て
は
じ
め
て
語
ら
れ
う
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
端
的
に
意
識
の
連
関
に
超
越
的
だ
と
さ
れ
る
諸
事
実
は

〔
…
…
〕
つ
ね
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
諸
事
態
、あ
る
い
は
認
識
で
き
て
い
な
い
諸
事

態
と
名
づ
け
ら
れ
る
」（A

G
S1.120

）。
無
意
識
概
念
は
、
意
識
と
何
ら
か
の
か
か
わ

り
を
も
つ
が
現
在
体
験
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
積
極
的
に
語
ら
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れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、「
無
意
識
の
概
念
そ
の
も
の
は〔
…
…
〕

積
極
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
意
識
の
否
定
を
つ
う
じ
て
の
み
規
定
さ

れ
」（A

G
S1.118

）、「
つ
ね
に
意
識
に
内
在
的
」
で
「
つ
ね
に
心
的
な
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
る
」（A

G
S1.120

）。
こ
の
よ
う
に
、
無
意
識
概
念
は
消
極
的
・
否
定
的
に
、
意

識
的
で
な
い

0

0

0

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
意
識
の
連
関
に
お
い
て

把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
意
識
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

だ
が
無
意
識
の
概
念
は
こ
の
よ
う
に
消
極
的
に
語
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ド

ル
ノ
は
無
意
識
の
概
念
に
つ
い
て
、
独
断
的
実
体
化
を
回
避
し
つ
つ
も
、
よ
り
積
極

的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
際
か
れ
は
、「
超
越
論
的
方
法
と
決
定
的
に
一

致
す
る
」（A

G
S1.269

）
と
い
う
精
神
分
析
を
導
入
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
と
フ
ロ
イ
ト
の
思
想
を
結
び
つ
け
た
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、「
心
的
諸
過
程
は
、

そ
れ
自
体
で
無
意
識
的
で
あ
り
、
意
識
的
諸
過
程
は
心
的
生
全
体
の
た
ん
に
個
々
の

作
用
で
あ
り
、
一
部
分
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（F

G
W

.X
I.14

）
と
さ
れ
る
。
前
述
の

消
極
的
理
解
に
お
い
て
は
、
無
意
識
概
念
は
意
識
的
で
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

こ
で
は
心
的
な
も
の
を
総
じ
て
無
意
識
的
と
位
置
づ
け
、
そ
の
一
部
分
が
顕
在
化
し

て
意
識
的
な
も
の
に
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
無
意
識
概
念
が
作
用
し

て
意
識
と
関
係
す
る
こ
と
は
、
ふ
た
つ
の
意
図A

bsich
t

の
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
は
心
的
過
程
に
お
け
る
「
妨
げ
ら
れ
る
意
図
」（A

G
S1.250

）

と
し
て
の
意
識
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
妨
げ
る
意
図
」（ibid.

）
と
し
て
の
無
意

識
、
つ
ま
り
抑
圧
で
あ
る
。
た
と
え
ば
何
か
言
お
う
と
意
識
し
た
が
、
意
識
し
て
い

な
い
別
の
こ
と
を
口
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
錯
誤
行
為
が
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
は
心
的
過
程
に
お
け
る
「
ふ
た
つ
の
意
図
の
干
渉
を
つ
う
じ
て
発
生
す

る
」（F

G
W

.X
I.54

）。
こ
う
し
た
こ
と
は
「
何
か
を
語
ろ
う
と
し
て
現
前
し
て
い
る
意

図
」（F

G
W

.X
I.60

）
が
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
別
の
意
図
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

で
、「
語
り
手
が
、
そ
の
妨
害
す
る
傾
向
を
口
に
出
さ
な
い
と
決
心
し
た
後
で
、
言
い

ま
ち
が
い
が
起
こ
る
」
の
で
あ
り
、「
抑
圧
さ
れ
た
傾
向
が
、
語
り
手
の
意
志
に
反
し

て
口
に
出
る
」（ibid.

）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
的
過
程
に
お
い
て
、
無
意
識
的

な
意
図
は
、
意
識
的
な
意
図
を
妨
げ
る
傾
向
を
も
っ
て
出
現
し
て
く
る
。
ア
ド
ル
ノ

は
フ
ロ
イ
ト
の
こ
う
し
た
見
解
を
踏
襲
し
て
、
意
図
と
い
う
観
点
か
ら
無
意
識
概
念

を
理
解
し
た
の
で
あ
る⑯
。

お
わ
り
に

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
独
断
論
を
退
け
、
経
験
を
重
視
し
つ
つ
、
諸
学
問
の
根
本
と

な
る
哲
学
の
構
築
を
め
ざ
し
た
。
こ
う
し
た
か
れ
の
構
想
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
は
じ

め
と
し
た
同
時
代
人
に
よ
る
論
駁
を
受
け
た
が
、
か
れ
の
教
え
子
で
あ
っ
た
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア

ド
ル
ノ
の
論
文
は
、い
わ
ゆ
る
大
学
時
代
の
習
作
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、

後
の
ふ
た
り
の
思
想
か
ら
断
絶
し
た
も
の
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
事
実
的
・
現
実
的

な
も
の
や
経
験
と
い
う
場
面
へ
と
目
を
向
け
る
と
い
う
、
若
き
ふ
た
り
の
考
え
る
仕

方
が
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
影
響
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
ふ

た
り
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
指
導
の
も
と
で
論
じ
た
問
題
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
か

ら
脱
却
し
、
自
ら
の
思
想
を
展
開
さ
せ
た
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
実
践
的
関
心
に
も

と
づ
い
て
社
会
や
文
化
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
強
め
た
。
か
れ
の
関
心
か
ら
提

起
さ
れ
る
諸
課
題
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
的
な
理
論
哲
学
、
純
粋
に
認
識
論
的
な
立
場

を
超
え
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
ア
ド
ル
ノ
は
、
無
意
識
概
念
の
実
体
化
へ
の
拒

否
と
と
も
に
、
社
会
関
係
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
の
実
体
化
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

化
も
退
け
よ
う
と
し
た
。
か
れ
は
そ
れ
を
「
無
意
識
の
脱
呪
術
化
」（A

G
S1.320

）
と

名
づ
け
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
流
の
認
識
論
的
射
程
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
課
題
を
見
よ

う
と
し
た
。
実
体
化
を
拒
否
し
て
、
意
識
内
在
に
お
い
て
意
識
的
で
な
い
も
の
を
見

よ
う
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
た
。
意
識
に
お

け
る
十
全
な
認
識
か
ら
免
れ
る
事
態
、
意
識
的
で
な
い
諸
事
態
へ
の
洞
察
は
、
後
年
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の
非
同
一
的
な
も
の
の
思
想
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
献
お
よ
び
略
号

H
an

s C
orn

eliu
s;

P
sych

ologie als E
rfah

ru
n

gsw
issen

sch
aft. L

eipzig 1897.

（
文
中P

E
.

と
略
記
）

E
in

leitu
n

g in
 d

ie P
h

ilosoph
ie. 2.A

u
fl., L

eipzig, B
erlin

 1911.

（
文
中E

idP
h

.

と
略
記
、
原
著
第
二
版
の
頁
数
を
表
記
す
る
）

T
ra

n
scen

d
en

ta
le S

ystem
a

tik. U
n

tersu
ch

u
n

gen
 zu

r B
egrü

n
d

u
n

g d
er 

E
rken

n
tn

isth
eorie. M

ü
n

ch
en

 1916.

（
文
中T

rS.

と
略
記
、
原
著
の
頁
数
を
表

記
す
る
、
以
下
同
）

K
om

m
en

tar zu
 K

an
ts K

ritik der rein
en

 V
ern

u
n

ft. E
rlan

gen
 1926.

（
文
中

K
.

と
略
記
）

M
ax H

orkh
eim

er;

Ü
ber K

ants K
ritik der U

rteilskraft als B
indeglied zw

ischen theoretischen 

u
n

d prak
tisch

en P
h

ilosoph
ie.

（1925

）in h
rsg. v. A

lfred S
ch

m
idt u

n
d 

G
unzelin S

chm
id N

oerr; G
esam

m
elte S

ch
riften

. B
an

d2, F
rankfurt am

 

M
ain 1987, S.75-146.

（
文
中H

G
S2.

と
略
記
、
全
集
版
の
頁
数
を
表
記
す
る
、
以
下

同
）

T
h

eodor W
. A

dorn
o;

D
er B

egriff des U
nbew

ußten in der transzendentalen S
eelenlehre.

（1927

）in 
hrsg. v. R

olf T
iedem

ann; G
esam

m
elte S

ch
riften

. B
an

d1, F
rankfurt am

 

M
ain 1973, S.77-322.

（
文
中A

G
S1.

と
略
記
）

Im
m

an
u

el K
an

t;

K
ritik d

er rein
en

 V
ern

u
n

ft. 1.A
u

fl.

（1781

）in
 h

rsg. v. K
ön

ig
lich

 

P
reu

ß
isch

en
 A

k
a

d
em

ie d
er W

issen
sch

a
ften

; K
a

n
ts gesa

m
m

elte 

S
ch

riften
.

（
以
下A

k.

）B
an

d
 IV, B

erlin
 1903-1911, S.1-252.

（
文
中K

drV.

と
略
記
、
原
著
第
一
版
の
頁
数
を
表
記
し
、
頁
数
の
前
にA

を
付
記
す
る
）

K
ritik d

er rein
en

 V
ern

u
n

ft. 2.A
u

fl.

（1787

）in
 A

k. B
an

d
 III, B

erlin
 1904-

1911.

（
文
中K

drV.

と
略
記
、
原
著
第
二
版
の
頁
数
を
表
記
し
、
頁
数
の
前
にB

を

付
記
す
る
）

K
ritik d

er praktisch
en

 V
ern

u
n

ft.

（1788

）in
 A

k. B
an

d
 V

, B
erlin

 1908-1913, 
S.1-164.

K
ritik d

er U
rteilsk

ra
ft.

（1790

）in
 h

rsg. v. K
ön

iglich
 P

reu
ß

isch
en

 

A
kadem

ie der W
issen

sch
aften

; K
an

ts gesam
m

elte S
ch

riften
. B

an
d

 V
, 

B
erlin

 1908-1913, S.165-485.

（
文
中U

.

と
略
記
、
原
著
の
頁
数
を
表
記
す
る
）

P
rolegom

en
a zu

 ein
er jed

en
 kü

n
ftigen

 M
etaph

ysik, d
ie als W

issen
sch

aft 

w
ird

 au
ftreten

 kön
n

en
.

（1783

）in
 A

k.B
an

d
 IV, B

erlin
 1903-1911, S.253-

384.

（
文
中A

k.

と
略
記
、
全
集
版
の
巻
数
と
頁
数
を
表
記
す
る
、
以
下
同
）

G
ru

n
d

legu
n

g zu
r M

etaph
ysik d

er S
itten

.

（1785

）in
 A

k. B
an

d
 IV

, B
erlin

 

1903-1911, S.385-464.
E

rste E
in

leitu
n

g in
 d

ie K
ritik d

er U
rteilskraft.

（1790

）in
 A

k. B
an

d
 X

X
, 

B
erlin

 1942, S.193-252.
E

dm
u

n
d H

u
sserl; 

L
og

isch
e U

n
tersu

ch
u

n
g

en
. Z

w
eiter B

a
n

d
. U

n
tersu

ch
u

n
g

en
 zu

r 

P
h

än
om

en
ologie u

n
d

 T
h

eorie d
er E

rken
n

tn
is. Z

w
eiter T

eil.

（1901

）hrsg. 
von

 U
. P

an
zer; G

esam
m

elte W
erke. B

an
dX

IX
/1, H

aag. 1992

（H
u

a.X
IX

/1

と
略
記
、
全
集
版
の
頁
数
を
表
記
す
る
、
以
下
同
）

S
igm

u
n

d F
reu

d;

V
orlesu

n
gen

 zu
r E

in
fü

h
ru

n
g in

 d
ie P

sych
oan

alyse.

（1916-1917

）in
 h

rsg. v. 

A
n

n
a F

reu
d; G

esam
m

elte W
erke. B

an
d

 X
I, 9.A

u
fl., L

on
don

 1998.

（
文
中

F
G

W
.X

I.

と
略
記
）

注①　

物
理
学
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
・
キ
ル
ヒ
ホ
フ
か
ら
の
影
響
が
強
く
、「
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の

講
義
は
、
わ
た
し
の
学
問
的
発
展
に
と
っ
て
決
定
的
」（H

an
s C

orn
eliu

s; L
eben

 

u
n

d L
eh

re. in
 h

rsg. v. R
aym

u
n

d S
ch

m
idt; D

ie d
eu

tsch
e P

h
ilosoph

ie d
er 

G
egen

w
art in

 S
elbstd

arstellu
n

gen
. B

an
d

2, H
am

bu
rg 1921, S.83

）だ
っ
た

と
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
。

②　

超
越
論
的
仮
象
は
、
理
性
が
自
ら
作
り
出
し
た
（
主
観
的
）
理
念
を
、
客
観
的
だ
と

み
な
す
こ
と
で
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
心
理
学
的
仮
象
、
宇
宙
論
的
仮
象
、

神
学
的
仮
象
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
た
。
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③　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
純
粋
理
性
の
体
系
（
学
問
）、
つ
ま
り
体
系
的
連
関
に
お
い
て

あ
り
、
純
粋
理
性
に
も
と
づ
く
（
真
お
よ
び
見
か
け
の
）
全
哲
学
的
認
識
」（K

d
rV

.

B869

）、「
批
判
を
含
ん
だ
全
純
粋
哲
学
」（ibid.

）
が
形
而
上
学
で
あ
る
。
ち
な
み
に

三
『
批
判
』
書
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
あ
ら
ゆ
る
純
粋
認
識
に
関
す
る
理
性
の
能
力
を

研
究
す
る
予
備
学

0

0

0

（
予
備
演
習
）」（ibid.

）
と
さ
れ
る
。

④　

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
独
断
の
ま
ど
ろ
み
に
た
い
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
そ
の
端
緒
を

Ｒ
・
デ
カ
ル
ト
に
見
出
し
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
は
「
考
え
る
と
い
う
疑
い
え
な
い
事

実
」（K

.3

）
を
、「
意
識
経
過
と
い
う
疑
い
え
な
い
事
実
」（ibid

.

）
を
発
見
し
て
い

た
。
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
に
お
い
て
、
意
識
経
過
の
事
実
に
た
い
す
る
分
析
に

よ
っ
て
独
断
へ
の
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
た
。と
り
わ
け
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
自
然
主
義
的

諸
概
念
へ
の
批
判
を
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
高
く
評
価
し
、
こ
れ
が
カ
ン
ト
哲
学
に
継
承

さ
れ
た
と
指
摘
し
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、「〔
…
…
〕ヒ
ュ
ー
ム
の
研
究
は
懐
疑
論
的

0

0

0

0

成
果
で
終
わ
っ
て
い
る
」（E

idP
h

.204
）。
こ
の
成
果
は
、
自
然
主
義
的
諸
概
念
を
主

観
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
性
質
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
永
遠
に
転
変
す
る
わ
れ

わ
れ
の
意
識
内
容
あ
る
い
は
知
覚
の
流
れ
以
外
に
何
も
与
え
ら
れ
な
い
」（ibid.

）
こ

と
に
な
る
。さ
ら
に
因
果
性
に
つ
い
て
も
主
観
的
内
容
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
原0

因
と
結
果
の
必
然
的
結
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（ibid.

）
に
つ
い
て
説
明
で
き
な
く
な
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
た
い
し
て
、心
理
学
的
方
法
に
よ
る
意
識
経
過
の
分
析
を
打
ち
出
し

た
点
で
積
極
的
に
評
価
す
る
一
方
で
、結
局
は
懐
疑
論
の
帰
着
す
る
点
に
つ
い
て
は
否

定
的
評
価
を
下
し
た
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
と
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
問
題
点
は
、す
べ

て
を
感
覚
的
印
象
に
還
元
し
、し
か
も
そ
れ
ら
の
印
象
が
対
象
の
孤
立
し
た
要
素
と
み

な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
れ
ら
の
要
素
は
連
合
の
法
則
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら

れ
る
が
、あ
く
ま
で
蓋
然
的
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
は
哲
学
を
学
問
論
的
に
理

解
す
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
と
っ
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

⑤　

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
心
理
学
は
「
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
前
提
を
排
除

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た

心
的
諸
事
実
の
純
粋
に
経
験
的
な

0

0

0

0

0

0

0

理
論
の
基
礎
づ
け
」（P

E
.III

）
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、「
心
理
学
の
認
識
論
的
土
台
」（ibid.

）
を
列
挙
し
叙
述
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

⑥　

そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
改
版
や
叙
述
そ
の
も
の
の
動

揺
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
純
粋
理
性
批
判
』
の
公
刊
当
時
、
著
書
に
た
い
す

る
多
く
の
誤
解
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
改
版
に
際
し
て「
難
解
さ
と
曖
昧
さ
を

で
き
る
だ
け
取
り
除
く
」（K

drV.B
X

X
X

V
II

）こ
と
を
試
み
た
。
た
だ
し
そ
れ
に
よ
っ

て
誤
解
を
生
む
原
因
が
す
べ
て
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。カ
ン
ト
の
叙
述
や
用
語

法
に
動
揺
が
残
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
に

さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

⑦　

自
我
に
た
い
す
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
理
解
に
つ
い
て
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
改

版
へ
の
評
価
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
が
注
目
す
る
の
が
、分
析
論
で
の

叙
述
変
更
で
あ
る
。
第
一
版
で
は
、感
性
か
ら
悟
性
へ
の
経
験
認
識
の
過
程
に
沿
っ
た

叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
第
二
版
で
は
、
認
識
主
体
で
あ
る
悟
性
、

自
我
（「
わ
れ
思
う
」）
の
能
力
に
軸
足
を
お
き
、自
発
的
な
認
識
作
用
と
し
て
の
悟
性

の
積
極
的
な
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
自
身
、こ
の
改
版
は
あ
く
ま
で
叙
述

の
仕
方
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
か
ら
す
れ
ば
、

「〔
…
…
〕
こ
の
改
変
は
本
質
的
に
内
容
の
欠
点
と
な
っ
て
い
る
」（K

.70

）
と
し
て
、

カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
均
衡
を
崩
し
、独
断
的
前
提
の
維
持
に
つ
う
じ
る
変
更
だ
と
さ

れ
る
。
こ
の
点
で
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
二
版
よ
り
も
、第
一
版

を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。

⑧　

カ
ン
ト
は
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
い
て
、ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
の
た
め
に
物
自
体

概
念
を
「
積
極
的
な
意
義
を
も
っ
て
ふ
た
た
び
導
入
し
て
い
る
」（K

.9

）。
こ
れ
が
カ

ン
ト
の
「
実
践
哲
学
の
ま
っ
た
く
誤
っ
た
基
礎
」（ibid.

）
を
な
し
て
い
る
。
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、こ
う
し
た
物
自
体
概
念
の
導
入
が
改
版
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
お

り
、「
第
二
版
は
本
質
的
に
第
一
版
に
た
い
す
る
欠
点
を
際
立
た
せ
て
い
る
」（ibid.

）。

⑨　

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
心
理
学
を
中
心

に
展
開
さ
れ
た
全
体
論
的
思
考
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、全
体
が
部
分
の
合

計
以
上
の
性
質
を
も
つ
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
知
ら
れ
、メ
ロ
デ
ィ
や
運
動
す
る
物
体
の
知

覚
と
い
う
事
例
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
対
象
は
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
全
体
、ゲ

シ
ュ
タ
ル
トG

estalt

と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
個
々
の
も
の
は
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
質G

estaltqu
alität

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、つ
ね
に
全
体
と
の
連
関
に
お
い
て
妥
当
性
を
も
つ
。
た
と
え
ば
メ
ロ
デ
ィ
は
全

体
と
し
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、個
々
の
音
を
取
り
出
し
て
分
析
し
て

も
、そ
の
メ
ロ
デ
ィ
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
こ
う
し
た
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
理
論
の
思
考
を
自
ら
の
哲
学
に
応
用
し
た
。

⑩　

カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
物
は
感
性
的
多
様
と
し
て
与
え
ら
れ
、悟
性
に
よ
っ
て
統
一

的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
経
験
さ
れ
る
物
は
現
象
と
し
て
そ
の
つ
ど
理
解
さ
れ
る
。
こ
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う
し
た
諸
々
の
現
象
か
ら
区
別
さ
れ
て
、諸
現
象
を
同
一
の
そ
れ
と
し
て
集
約
す
る
物

自
体
が
、
不
可
知
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
思
考
は
、

物
を
感
性
的
諸
要
素
の
集
合
体
と
み
な
す
、要
素
還
元
主
義
的
な
発
想
で
あ
る
。
こ
の

発
想
に
も
と
づ
い
て
、認
識
能
力
や
認
識
対
象
が
分
析
さ
れ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
場

合
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
諸
要
素
が
集
ま
っ
て
成
立
し
、
何
か
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
細
分
化
し
て
構
成
要
素
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
明
ら
か
に
な

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⑪　

両
内
容
が
類
似
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
そ
の
個
別
的
内
容
に
た
い
す

る
法
則
性
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。以
後
そ
の
法
則
に
適
う
内
容
が
与
え
ら
れ
れ
ば
同

じ
内
容
だ
と
み
な
さ
れ
、異
な
る
内
容
が
与
え
ら
れ
れ
ば
法
則
が
修
正
さ
れ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
法
則
は
、個
別
的
で
あ
る
と
同
時
に
意
識
に
お
け
る
法
則
と
し
て
統
一
的
で
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
則
は
永
遠
不
変
の
同
一
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

（vgl., T
rS.194

）。

⑫　

物
は
、法
則
と
し
て
必
然
的
性
格
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
物
が
意
識
に
内
在
し

て
い
る
と
は
い
え
、そ
れ
を
恣
意
的
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
物
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
規
制
す
る
も
の
、
意
識
の
は
た
ら
き
に
制
約
を
加
え
る

も
の
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

⑬　

本
稿
で
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
論
文
で
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
、理
論
哲
学
を
『
純

粋
理
性
批
判
』、
実
践
哲
学
を
『
実
践
理
性
批
判
』
の
立
場
と
す
る
。
そ
も
そ
も
カ
ン

ト
に
お
い
て
理
論
哲
学
は
「
自
然
の
形
而
上
学
」、実
践
哲
学
は
「
人
倫
の
形
而
上
学
」

と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、予
備
学
と
し
て
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批

判
』
と
は
厳
密
に
言
え
ば
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
は
、そ
れ
ら
が
区
別
さ
れ
る
も
の
だ
と
は
理
解
し
て
い
る
。
だ
が
か
れ
は
論
文
で

『
批
判
』
書
を
中
心
に
議
論
し
て
い
る
。

⑭　

カ
ン
ト
は
自
然
に
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
自
然
と
名
づ
け
て
い
る
諸
現
象
に
お
け

る
秩
序
や
規
則
性
」（K

drV
.A125

）
と
述
べ
た
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が

自
然
を
何
と
名
づ
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、ふ
た
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
ひ
と

つ
は
自
然
を
現
象
と
す
る
解
釈
で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
は
自
然
を
秩
序
や
合
法
則
性
と

す
る
解
釈
で
あ
る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
前
述
の
箇
所
を
引
用
し
な
が
ら
、
自
然
を

「
規
則
そ
の
も
の
」（H

G
S2.87

）
と
解
釈
し
た
。
こ
の
解
釈
は
、コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
物

を
法
則
と
理
解
す
る
立
場
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

⑮　

こ
の
論
文
は
、
事
前
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
か
ら
勧
告
を
受
け
、
最
終
的
に
提
出
が
見
送

ら
れ
て
い
る
。
自
ら
の
思
想
に
沿
う
あ
ま
り
、独
自
性
に
乏
し
い
と
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が

評
価
し
た
た
め
だ
と
さ
れ
る
が
、決
定
的
な
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
ド

ル
ノ
は
後
に
、
Ｐ
・
テ
ィ
リ
ヒ
の
指
導
の
も
と
で
、
あ
ら
た
に
教
授
資
格
論
文
を
執
筆

し
、
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル　

美
的
な
も
の
の
構
築
』

（K
ierkegaard

. K
on

stru
ktion

 d
es Ä

sth
etisch

en
.

（1933

）in
 h

rsg. v. R
olf 

T
iedem

an
n

; G
esam

m
elte S

ch
riften

. B
an

d
2, F

ran
kfu

rt am
 M

ain
 1962

）

で
あ
る
。

⑯　

こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
理
解
は
、自
我
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
妥
当
す
る
。
カ
ン
ト
は

自
我
を
、考
え
る
自
我
と
客
観
と
し
て
の
自
我
に
区
別
し
た
。
考
え
る
自
我
は
認
識
の

主
語
と
し
て
前
提
と
な
り
、客
観
と
し
て
の
自
我
は
経
験
を
つ
う
じ
て
成
立
す
る
。
こ

の
ふ
た
つ
の
自
我
を
混
同
し
て
合
理
的
心
理
学
が
生
じ
た
の
で
、カ
ン
ト
は
両
者
を
区

別
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
自
我
を
、あ
く
ま
で
経

験
を
つ
う
じ
て
規
定
さ
れ
た
自
我
、す
な
わ
ち
経
験
的
自
我
と
し
た
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ

れ
ば
、
合
理
的
心
理
学
に
よ
る
論
証
は
、「
た
し
か
に
そ
の
形
式
に
よ
れ
ば
『
証
明
』

さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
事
実
上
は
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
け
っ
し
て
意
識
連
関
の
諸

要
因
を
分
析
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」（A

G
S1.160

）
と

さ
れ
る
。
認
識
の
た
ん
な
る
主
語
と
し
て
の
自
我
は
、自
我
自
身
の
形
式
的
推
理
で
そ

の
成
立
が
証
明
さ
れ
、
経
験
か
ら
独
立
し
て
自
我
自
身
が
積
極
的
に
定
立
可
能
で
あ

る
。
だ
が
こ
れ
は
自
我
の
独
断
的
前
提
で
あ
り
、実
体
化
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の

よ
う
に
自
我
が
実
体
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、「『
わ
れ
思
う
』
は
、
た
ん
に
思
想

の
表
象
さ
れ
た
主
観
の
形
式
的
統
一
＝x

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
〔
…
…
〕
経
験
的

意
識
経
過
に
お
け
る
わ
た
し
の
諸
体
験
の
、
事
実
上
の
統
一
も
意
味
す
る
」

（A
G

S1.163

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
の
意
識
の
統
一
は
、実
際
の

わ
た
し
の
諸
体
験
の
統
一
に
ほ
か
な
ら
ず
、わ
た
し
の
体
験
の
連
関
か
ら
独
立
し
て
ど

の
よ
う
な
妥
当
性
も
も
た
な
い
」（A

G
S1.162

）。
し
た
が
っ
て
自
我
は
「
経
験
的
に
、

す
な
わ
ち
可
能
的
経
験
の
領
域
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、わ
た
し
の
諸
体
験
の
連
関
と
し

て
経
験
的
人
格
的
意
識
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」（A

G
S1.176

）
の
で
あ
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）


