
哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

デ
ィ
ル
ク
イ
は
こ
こ
で、

ー
ル
に
よ
れ
ば、

に
お
い
て
で
あ
る
が、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
長
年
の
構
想
で
あ
る
「
歴
史
的
理
性
批
判」
研
究
か一
応
の
結
実
を
み
た
の
は、

的
世
界
の
構
成』
（
以
下
『
構
成』
と
略
記）

研
究
と
は、

っ
た
の
で
あ
る。

死
の
前
年一
九―
0
年
に
発
表
さ
れ
た
『
精
神
利
学
に
お
け
る
靡
史

シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
ー
研
究
以
来
つ
ね
にテ
ィ
ル
タ
イ
を
悩
ま
せ
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り、
「『
精
神
科
学
序
謁』
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た一
辿
の

や
は
り一
貫
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た」
(

I

ご
く）

ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
決
定
的
基
礎
を
確
立
し
た
記
念
碑
的
労
作
で
あ
り、

の
で
あ
り、

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る
歴
史
的
理
解
を
め
ざ
し
て
『
ヘ
ー
ケ
ル
の
青
年
時
代』
(-
九
0
六
年）
を
書
き
上
げ
た。

ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
と
し
て
独
立
し
た
も
の
て
あ
る
が、

の
中
で
は、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
間
姐
意
識
の
中
心
を
占
め
て
い
た
「
歴
史
的
理
性
批
判」
の
構
築
と
深
く
か
か
わ
り、

フ
ラ
ソ
ス
革
命
を
中
心
と
し
た
ョ
ー
ロ
ノ
パ
の
不
断
の
変
革、

そ
の
研
究
深
化
の
途
上
で
の
不
可
欠
の
作
業
で
も
あ

と
り
わ
け
ド
イ
ツ
国
家
に
お
け
る
変
動
と
動
揺
の
歴
史
過
程
に
あ
っ
て、

ー
ゲ
ル
が
現
実
に
体
験
し
た
自
己
の
精
神
を
形
而
上
学
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
歴
史
的
世
界
の
内
奥
に
ま
で
踏
み
入
り、
新
し
い
歴
史
的
生
の
展
望
を
得
た

こ
と
に、
深
い
共
惑
を
示
し、
こ
の
点
こ
そ
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ヨ
ー
ロ
ノ。ハ
の
学
間
に
対
し
て
行
な
っ
た
こ
と
の
う
ち
で
最
も
偉
大
な、
決
定
的
な
こ
と
で
あ
っ
た」
と
語

J

の
ほ
ぼ一
0
年
ほ
ど
前
か
らテ
ィ
ル
タ
ィ
は
百
び
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
を
迫
ら
れ
て
い
た。

ー
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
抵
判
を
中
心
と
し
て

I
'

．）
う
し
て
テ
ィ
ル
タ
イ
は、

デ
ィ
ル

タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想

水
ヽ

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
展
聞

)
の
研
究
は、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
稿
群
を
徹
朕
的
に
研
究

建

こ
れ
以
後
の
初
期 ノ



と
こ
ろ
で
、

最
も
深
く
ヘ

ー
ゲ
ル

哲
学
を
批
判
的
に

げ
て
い
く
（
形
而
上
学
的
に）

が、

の
人
倫
へ
の
関
係
と
し
て
総
括
し
て
、

ヘ

ー
ゲ
ル
と
課
題
を
共
有
し
つ
つ
、

一

八
八
三
年
刊
行
の

『
精
神
科
学
序
説
』
（
以
下
『
序
説
』

と
略
記）

(
l)
 

豹
を
と
げ
る
に
と
も
な
っ
て
そ
の
扱
い
の
点
で
何
ほ
と
か
変
化
し
つ
つ
、

ヘ

ー
ゲ
ル
と
は
反
対
の
方
向
で

ヘ

ー
ゲ
ル
の
客
観
的
精
神
の
本
質
が
本
来
「
生」

の
境
位
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
見
届
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ

に
お
い
て
中
心
概
念
に
す
え
ら
れ
た
「
生」

は
、

こ
の

『
ヘ

ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
』

を
経
て
、

後
の

『
構
成
』

の
中
に
よ
り
深
化
さ
れ
た
形
で
と

り
入
れ
ら
れ、

『
構
成
』

の
主
題
を
な
す
客
観
的
精
神
の
分
析
の
根
底
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の

『
ヘ

ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
』

に
お
い
て
「
生」

概
念
を
確
認
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

こ
の
書
を
結
ふ
に
あ
た
っ
て
、

題
を、
「
最
大
の
問
題」

を
投
げ
か
け
て
い
る
。
「
新
し
い
人
倫
の
観
念
を
体
系
的
に
作
り
上
げ
る
と
い
う
〔
若
ぎ
ヘ

ー
ゲ
ル
の
〕

課
題
に
は
、

特
別
に
困
雌
な
問
迎
が
あ

っ

た
。

ー
—
|
そ
の
う
ち
で
も
最
大
の
間
題
は
、

す
べ
て
の
歴
史
的
現
実
は
相
対
的
て
あ
る
と
い
う
歴
史
意
識
と、

最
終
的
な
決
定
的
言
葉
お
よ
び
絶
対
的
価
値
を
求
め
る

形
而
上
学
的
欲
求
と
の
間
の
、

矛
盾
で
あ
っ

た
」
(-/•
 
1
8
7)
。

こ
の
「
最
大
の
問
題」

と
は
、

は
、

歴
史
的
世
界
を
新
た
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
テ
ィ
ル
タ
イ
に
も
共
通
す
る、

大
き
な
閲
心
を
払
う
べ

ぎ
問
屈
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ー
ゲ
ル
は
ま
さ
し
く
こ
の
間
題、

す
な
わ
ち
相
対
的
歴
史
主
義
を
克
服
す
る
た
め
の
許
遍
的
原
理
と
は
何
か
と
い
う
課
題
を
め
ぐ
っ
て
、

自
己
の
哲
学
体
系
を
つ

く
り
上

つ
け
よ
う
と
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
和
度
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
て
は
こ
の
点
を、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
ヘ

ー
ゲ
ル

批
判
を
念
頭
に
お
き
つ
つ

考
え
て
み
た
い
。

る
。 れ
は

図
は

っ
て
、

ん
だ
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

こ
の
、

現
実
と
理
念
の
矛
眉
の
問
題
を
い
か
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ

ー
ケ
ル
の
手
稿
群
か
ら
浮
び
上
か
ら
せ
た
青
年
ヘ

ー
ケ
ル
の

の
形
而
上
学
的
性
格
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う。

っ
て
「
生
き
続
け
る
も
の
」

と
は
、

「
生」

概
念
で
あ
る
と
同
時
に、

デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の

デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
ヘ

ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代」

の
思
想
的
営
為
を、

ヘ

ー
ゲ
ル
の
客
観
的
精
神
の
基
屁
を
な
す
歴
史
的
「

生」

て
き
た
。

こ
の
歴
史
的
考
察
が
は
じ
め
て
、

ヘ

ー
ケ
ル
に
「
人
間
粕
神
の
内
面
性
の
歴
史
の
創
始
者」
(I
V.

1
5
7)
 

デ
ィ
ル
ク
イ
に
お
け
る
雁
史
的
理
性
批
判
の
構
想

（
「
生
」

に
と
ど
ま
る）

デ
ィ
ル
タ
イ
も
こ
の
間
題
に
結
着
を

端
的
に
現
実
と
理
念、

事
実
と
価
値
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ

一

八
九
0
年
代
に

精
神
科
学
の

構
想
が
変

「
生」

概
念
の
確
認
で
も
あ
っ

た
と
い
え

の
地
位
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
研
究
喜
を
執
筆
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
本
当
の

ヘ

ー
ケ
ル
に
お
け
る
有
効
な
も
の
と
無
効
な
も
の
を
見
屈
け
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
「
ヘ

ー
ゲ
ル
と
の
闘
い
の
時
代
は
終
っ

た
。

ヘ

ー
ゲ
ル
に
対
し
て
―

つ
の
課

ヘ

ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
あ
る
過
去
な
る
も
の
と
生
ぎ
続
け
る
も
の
と
を
区
別
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
W9

(
L
e
b
e
n)

の
概
念
で
あ
り、

「
過
去
な
る
も
の
」

と
は
そ
の
客
観
的
桔
神

「
生
」

と
「
生
」

に
よ
る
歴
史
の
概
念
把
掴
と
「
生」

し

月

4
ノ

P

イ
エ

ナ
時
代
以
降
の
ヘ

く
）
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と

彼
の
歴
史
的
認
識
の
時
代
か
や
っ



哲
学
・

思
想
論
集

第
七
号

が、

学
問
・

文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
分
化
・

独
立、

と
こ
ろ
で
新
た
な
精
神
科
学
は、

の
自
問
は
打
定
的
に
答
え
ら
れ
る。

的
法
則、

人
間
の
関
係
に
お
け
る
価
値
や
命
令
の
体
系
に
対
す
る
連
関
を
さ
す
が

る
閲
係
を
把
握
す
る
学
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」

の
中
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
話
っ
て
い
る。

そ
の
分
業
的
個
別
化
と
い
う
形
で

1
?
t
 

4ノ
コ
4

ま
ず
テ
ィ
ル
ク
イ
に
お
け
る
精
神
科
学
の
必
然
性
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
息
う。

テ
ィ
ル
タ
イ
が
構
想
す
る
精
神
科
学
は、

個
別
精
神
諸
科
学
を
哲
学
的
に

基
礎
づ
け
る
学、

個
別
科
学
の
恨
底
に
あ
っ
て
歴
史
的
現
実
の
総
休
を
認
識
し
う
る
学
で
あ
る
。
『
序
説
』

は
そ
の
よ
う
な
学
を
本
格
的
に
論
じ
た
研
究
で
あ
る
が、

生
活
関
係
に
ま
で
社
会
化
さ
れ、

「
個
別
訪
科
学
を
越
え
る
こ
の一
二
重
の
述
関
を
認
識
し、

(

I
 
•

 

8
9
)
 

と。

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「i
;
m
の
関
係」

と
は、

個
別
科
学
の
、

事
実
の
囚
果
的
辿
関、

現
実
支
配
の
一

般

こ
の
「
三
重
の
連
関」

を
ト
ー
タ
ル
な
形
で
認
識
し
う
る
新
た
な
科
学
は
、
「
個
別

科
学
を
越
え
る
学」

で
あ
る。

こ
の
種
の
認
識
を
自
称
す
る
「
尊
大
な
学」、

す
な
わ
ち
歴
史
哲
学
と
社
会
学
は、
「
単
一

な
も
の
の
叙
述
の
中
に
抽
象
の
た
め
の
単
な
る

原
料
し
か
認
め
な
い
が
ゆ
え
に
誤
ま
り
」
(

I

•
 

9
1
)
 

も
の
に
対
す
る
危
機
意
識
で
あ
る。

十
九
世
紀
の
、

で
あ
る。

こ
の
新
た
な
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
描
想
ず
る
精
神
科
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
限
り
で
の
み
、

こ

な
ぜ
個
別
科
学
を
「
越
え
る
」

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
越
え
る
」

こ
と
を
デ
ィ
ル
タ
イ
に
強
い
た
も
の
は
何
で

あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
二
つ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
危
機
意
識
が
働
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
後
半
の
時
代
は、

の
侶
別
の
分
離
独
立
」

の
様
相
が
激
化
し
て
い
く
時
代
状
況
を
前
に
し
て、

―

つ
は
時
代
に
対
す
る
危
機
意
識
で
あ
り、

も
う
―

つ
は
個
別
科
学
そ
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
分
業
が
急
激
に
進
む
時
代
で
あ
る
。

領
邦
国
家
に
分
裂
し
た
ド
イ

ツ
が
ド
イ
ツ
帝
国
と
し
て
統
一

さ
れ
た
の
は
一

八
七
一

年
で
あ
る
が、

こ
の
頃
ず
で
に
ョ
ー
ロ
ッ
。ハ

列
強
は
資
本
主
義
の
新
た
な
段
階
を
む
か
え
て
柏
民
地
獲
得
に
覇
を

争
う
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
状
況
の
中
で
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
い
よ
い
よ
激
化
し
て
い
く
が、

そ
れ
は
単
に
政
治
の
領
域
だ
け
で
な
く、

同
時
に
、

各
文
化

の
独
立、

文
化
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ひ
き
お
こ
し、

普
遍
的
文
化
が
解
休
し
て
個
別
文
化
が
自
己
を
主
張
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
れ
と
軌
を
―

つ
に

し
て
、

伯
民
地
獲
得
に
よ
っ
て
資
本
主
義
的
生
産
様
式
は
、

徹
底
的
な
「
分
業」

と
い
う
様
式
を
と
り、

こ
れ
が
経
済
的
生
産
の
分
業
に
と
ど
ま
ら
ず、

一

切
の
職
業
や

さ
ら
に
は
学
問
の
分
業、

利
学
の
個
別
化
を
と
め
ど
な
く
前
進
さ
せ
て
い
っ
た。

政
治
的
社
会
的
ナ
シ
コ
ナ
リ
ズ
ム
と

分

業
の

様

式

(
2)
 

人
問
の
精
神
領
域
を
も
支
配
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
全
体
か
ら

デ
ィ
ル
タ
イ
は
統
一

科
学
と
し
て
の
粕
神
科
学
を
発
想

す
る
の
で
あ
る。
「
歴
史
的
社
会
的

帰
史
的
事
実
と
法
則
と
判
断
を
導
く
規
則
と
の
間
に
存
す



あ
り
え
な
い 。

す
べ
て
の

t、
ま、

j
,

 

な
る
学
も
現
実
の
抽
象
に
お
い
て
成
り
た
つ
が 、

紅
ど
の、

い
わ
は
一
切
の

＼

）

―

こ

。

r

 

し
て

「
全
体
間
俎
の

に
の
り

越
え
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る 。

し
か
し 、

机
紀
初
頭
に 、

を
取
り

去
っ
て 、

「
あ
り
の
主
ま
の

に〕

抵
抗
し 、

後
に
残
る
も
の
か 、

実
の
全
体
間
屈
を
個
別
的
諸
間
隠
に
分
解
し
て
き
た」

が 、

あ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が

ん
で
い
る
諸
原
因
が 、

現
実
を
そ
の
対
象
と
す
る

に
硲
元
し 、

し
か
し

そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
を
駈
礎
づ
け
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る 。

に-

る
こ
と
で
あ
る 。

そ
こ
に
は 、

こ
れ
ま
で
の
ど
の
時
代
よ
り
も
痛
切
に 、

そ
れ
ら
の
連
関
と
基
礎
づ
け
を
求
め
て
い
る 。

個
々
の
実
証
科
学
の
状
況
の
う
ち
に
桝

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
社
会
の
動
揺
か
ら
生
起
し
た
よ
り

弧
力
な
刺
戟
（
動
因）

と
共
働
し
て 、

こ
の
傾
向
を
推
進
し
て
い
る」
(

I

•
 

4) 。

十
九

を
前
に
し
て 、

テ
ィ

ル
タ
イ
は
自
分
の
学
の
必
然
性
を
こ
の
よ
う
に

(

3

)
 

的
歴
史
的
状
況
か
ら
生
祖
れ
た 、

時
代
と
結
ひ
つ
い
た
概
念
で
あ
っ

た」

と
い
え
る
の
で
あ
る 。

デ
ィ

ル
タ
イ
は
か
く
時
代
の
危
機
怠
識
か
ら
精
神
科
学
を
発
愁
す
る
一

方 、

個
別
科
学
そ
の
も
の
が
は
ら
む
間
題
を
危
機
と
し
て
と
ら
え
る 。

そ
れ
は 、
「
実
り
多
い」

個
別
科
学
か 、

事
実
を
原
子
論
的
に
分
解
し
て
単
に
「

事
実
の
整
理」

を
す
る 、

こ
こ
で

デ
「

ル
ク
イ
に
お
け
る
帰
史
的
理
性
抵
nJ
の
構
愁

そ
う
い

っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に 、

分
裂
は
一

層
激
化
し
深
剣
に
な
っ

て
い
る
時
代
状
況

の
拡
大
も
閉
ざ
さ
れ
る
と
い
う
危
機
意
誂
で
あ
る 。

こ
の
事
態
を
救
う
た
め
に
は 、

債
別
科
学
を
越
え
て
そ
れ
を
恨
底
に
お
い
て
総
合
し
基
礎
づ
け
る
学
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い 。

個
別
科
学
そ
の
ら
の
は
現
実
の
個
別
を 、

現
実
の
部
分
内
容
を
畠
識
す
る
に
す
ぎ
な
い 。

そ
の
個
別
化
さ
れ
部
分
化
さ
れ
亡
忍
識
を
数
醤
的
に
総
和
す

ト
ー
タ
ル
な
現
実
認
識
か
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く 、

そ
こ
に
は 、

そ
れ
ら
の
基
礎
つ
け
が
な
け
れ
は
な
ら
な
い 。

個
別
科
学
は

で
ら
っ
て
）
つ
け
る
こ
と
の
て
ぎ
る
も
の
が 、

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」
(

l

•
 

93)
 

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
諸
科
学
の
概
念
や
命
題
と
現
実
と
の
関
係 、

そ
の
明
証
性 、

そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
確
認
す
る
自
己
省
察
を
要
求
す
る
の
で
あ
る 。

を
要
求
す
る
の
で
あ
る 。

そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
新
た
な
粕
神
科
学
て
あ
る
は
ず
で
あ
る 。

デ
ィ

ル
タ
イ
は 、

個
別
化
し
て
い
く
時
代
の
推
移
に
対
抗
す
る
形
で
個
別
科
学
を
否
定
す
る
の
て
は
な
く 、

そ
れ
ら
諸
叶
学
を
存
立
せ
し
め
て
い
る
共
通
の、

そ
の
抽
象
の
も
と
を
な
ず
恨
狐
．

自
分
の

「
分
裂
こ
そ
哲
学
が
要
求
さ
れ
る
源
屎
で
あ
る」

「
歴
史
的
社
会
的
硯

ま
た
分
解
不
可
能
な
事
実
と

の
で
あ
る 。

デ
ィ

ル
タ
イ
は
個
別
訃
学
の
「
自
己
省
察」

を 、

む
し
ろ
個
刷
科
学
の
存
立
加
盤
を
確
か
な
も
の
に
す
る
べ
く 、

と
の
よ
う
に
し
て
仰
別
科
学
を
「

越
え
る」

の
だ
ろ
う
か 。

ど
の
よ
う
な
度
位
に
お
い
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か 。

そ
れ
は 、

個
別
諸
科
学
の
概
念
や
命
屈

し
か
も
最
も
確
か
な
地
平
に
降
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る 。

の
た
め
の

る
の
で
あ
る 。

こ
の
意
味
で 、

M
・
リ
ー

デ
ル
が

「
あ
り
ま
ま
の

こ
の
限
史
的
社

の

る
よ
う
に 、
「《
精
神
科
学》
は

九
六

刊勺

そ
れ

0) 

し
か

し、

ヵヽ

ま
す
ま
す
分
化

こ
よ
る

/i
 

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
れ
ば 、

個
別
科
学
相
互
の
共
働

の
社
会



う
で
あ
れ
ば、

か
ら
理
解
す
る
」
(
V.

4)

 

域
に
限
ら
れ
る
。

あ
る
」
(
V.

5)
。

条
件
で
あ
る
が、

(

I
 •
 

1
2
6)

 哲
学
・

思
想
論
集

認
識
の
学
で
あ
り
う
る
よ
う
な、

第
七
号

題
を
も
っ
て
い
ま
す
」
(
V.

4
3
4)
 
と
語
っ
て
い
る
が、

生
は
生
で
あ
っ
て
、

そ
の
学
の

構
成
と
は
、

さ
て
、

形
而
上
学
的
理
念
に
よ
る
現
実
描
成
も
単
な
る
原
子
論
的
分
析
に
よ
る
現
実
構
成
も
拒
否
し
て
、

骰
も
確
か
な
土
台
と
し
て
の

―

つ
の

抽
象
と
し
て
の
学
を
構
成
し
て
、

一

切
の
息
惟
活
動
は
生
の
部
分

『
序
説
』

刊
行
の
前
年
一

八
八
二
年
に
デ
ィ
ル
ク
イ

デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
科
学
を
構
想
す
る
際
の
晶
本
概
念
て
あ
る
。

そ

そ
れ
が
再
び
形
而
上
学
に
い
き
っ
く
の
で
も、

単
な
る
事
実
分
析
に
終
る
の
で
も
な
く、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
生
」

に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
周
知
の
命
題
を
掲
け
て
い
る
。

す
な
わ
ち、

「
思
考
は
生
の
背
後
に
は
戻
り
え
な
い
」
(
V.

5)
「
生
を
生
そ
の
も
の

と
い
う、

繰
り
返
さ
れ
る
命
題
で
あ
る
。

こ
の
命
題
に
は
と
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
の
認
識
は
生
の
領

カ
ソ
ト
の
、

人
間
の
認
識
を
可
能
的
経
験
の
批
界
に
限
定
し
た
方
法
を
評
価
し
な
が
ら
も、

し
た
カ
ン
ト
の
学
説
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。
「
生
を
現
わ
れ
(
S
c
h
ei
n)

と
考
え
る
こ
と
は
形
容
矛
盾
(
c
o
nt
ra
cl.i
ct
o
 i
n
 a
dj
e
ct
o)

 

何
も
の
か
の
「
現
わ
れ
」

で
は
な
い
。

こ
の
「
何
も
の
か
」

を
想
定
す
れ
ば、

そ
れ
は
生
の
荊
提
で
あ
り、

し
か
し、

生
は
い
か
な
る
先
行
者
も
い
か
な
る
条
件
も
も
た
な
い
実
在
性
(
R
e
alit
at)

で
あ
る
。

は、

こ
の

『
序
説
』

に
つ
い
て
「
そ
の
第
二
部
は、

私
の
思
想
連
関
の
う
ち
で、

あ
り、

形
而
上
学
的
背
後
世
界
の
否
定
を
意
味
す
る
が、

「
あ
り
の
ま
ま
の
事
象」

を、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
生
」

し

コ.-

4
ノ
―

し
か
も
現
実
総
体
を
カ
バ

ー
し
う
る

一

体
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
て
あ
ろ
う
か
。
「
生
」

と
そ
こ
か
ら
の
学
の
描
成
を
辿
っ
て
み
よ
う。

し
か
し、
テ
ィ
ル
タ
イ
は、

生
そ
れ
自
休
を
単
な
る
現
象
とて

‘

そ
の
か
ぎ
り
生
の

そ
の
休
系
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
の
立
場
に
比
較
で
き
る
よ
う
な
―

つ
の
課

ヘ
ー
ケ
ル
の
「
意
識
の
経
験」

に
お
け
る
意
識
の
自
己
形
成
の
ご
と
く、

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

生
の
背
後
に
人
間
の
思
惟
活
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
別
の
思
惟
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず、

ぎ
な
い
。

こ
の

命
題
に
は、

近
代
の
意
識
哲
学
へ
の
批
判
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ

る）

し
か
し、

絶
対
知
や
慈
識
哲
学
を
媒

介
に
し
て
は
も
は
や
解
決
さ
れ
え
な
い
直
接
的
確
信
の
世
界

生
と
体
験
—
|'
に
ど
こ
ま
で
も
定
位
し
て
、

そ
の
か
ぎ
り
の
謡
味
で、

こ
の
実
在
の
現
象
学
を
叙
述
し

と
形
而
上
学
に
対
す
る
批
判
が
含
絋
さ
れ
て
い
る
。

生
の
背
後
へ
の
糊
及
不
可
性
は、

「
何
よ
り
も
ま
ず
歴
史
的
社
会
的
現
実
が
そ
の
完
全
な
実
在
の
ま
ま
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
」
(

I

•
 

1
2
4)

 

一

機
能
に
す

た
め
の
不
可
欠
の
言
明
で

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は、

形
而
上
学
は
「
ヨ

ー
ロ
ソ
。ハ

民
族
の
精
神
的
発
展
に
お
け
る
―

つ
の
必
然
的
段
階」

で
あ
っ
て
、

単
な
る
科
学
的
論
証
や
科
学
一

元
主
義
に
よ
っ
て
押
し
の
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、

(
L
e
b
e
n)

と
よ
ふ
の
で
あ
る
。

こ
土」

は、

と
語
っ
て
い
る
。

形
而
上
学
的
精
神
の
放
を
打
破
す
る

「
生
」

か
ら
再
び



自
己
産
出
の
過
租
を、

―

つ
の
「
歴
史
」

と
し
て
示
し
て
み
せ
た
ご
と
く、

デ
ィ
ル
タ
イ
も、

る
。

生
の
世
界
は
歴
史
的
世
界
で
あ
り、

生
の
学、

の
哲
学
と
は、

し
た
が
っ
て
歴
史
の

ら
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
」
(
VTI.
8
6)
。

人
間
精
神
の

成
し
て
い
る
」
(

I.
1
7)
。

生
は
意
味
の
世
界
と
し
て
自
然
科
学
で
尺
さ
れ
な
い
が、

の
全
連
関
に
か
か
わ
る
以
上、

生
の
認
識
論
的
な
梱
成
と
い
う
点
で
自
然
科
学
は
枡
除
さ
れ
え
な
い
の
て
あ
る
。

と
こ
ろ
で
テ
ィ
ル
タ
イ
は、

前
記
二
命
隠
と
と
も
に
、

生
に
内
在
す
る
も
う
―

つ
の
本
質
を
あ
ら
わ
す
命
閣
を
掲
げ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

生
の
歴
史
性
に
つ
い
て
で
あ

る
。
「
生
に
は、

そ
の
第
一

の
範
疇
的
規
定
と
し
て・・・・・・
歴
史
性
(
N
eit
li
c
h
k
eit)

が
含
ま
れ
て
い
る
」

v
e
rl
a
uf)

と
い
う
表
現
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
」
(i
bi
d.
)

と
語
っ
て
い
る
。

し
た
か
っ
て
、

生
と
は
歴
史
的
生
で
あ
る
。

生
は
ど
こ
ま
て
も
歴
史
性
に
浸
透
さ

れ
て

あ

統
一

体
全
体
が
自
然
の
全
連
関
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

語
り、

「
精
神
科
学
は
自
然
認
識
に
制
約
さ
れ
て
お
り
」、

デ
ィ
ル
ク
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想

「
精
神
の
諸
事
実
は
自
然
の
諸
事
実
の
上
限
で
あ
り、

し
た
が
っ
て
、

イ
は
自
然
科
学
の
世
界
観
を
生
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し、

の
自
己
形
成
を
生
そ
の
も
の
の
歴
史
性
に
お
い
て
構
成

す

る

の

で

あ

で
あ
る
と
い
え
る。

ヘ

ー
ゲ
ル
の

『
現
象
学
』

が
精
神
の
自
己
展
開

(

\'I
L
 1
9
2)
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は、

「
人
生
の
流
れ
(
L
e
b
e
n
s
ー

何
ら
形
而
上
学
的
背
後
批
界
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く、

は
物
理
的
事
実
で
は
尽
し
え
な
い
。

赤
い
リ
ン
ゴ
の
絵
は

た
め
に
は
、

形
而
上
学
が
こ
れ
ま
で
持
続
し
て
き
た
十
分
な
理
由、

根
拠
を
根
本
か
ら
認
識
し、

徹
底
し
て
考
え
ぬ
き、

自
然
の

い
色
の
か
た
ま
り
で
は
な
く、

」
の
科
学
は
人
間
の
営
む
精
神
生
活
を
自
然
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
。

そ
の
上
で
解
消
す
る
の
で
な
け

れ

ば

な

ら

な

い
、

と
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
命
題
は
、

形
而
上
学
に
対
す
る
生
の
彰
な
る
反
定
立
を
表
明
し
た
も
の
で
は
な
く、

形
而
上
学
批
判
以
上
の
も
の
、

形
而
上
学
の

重
み
に
均
り
合
う
だ
け
の
も
の
を
「
生」

の
中
に
こ
め
た、

デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
い
わ
ば
決
意
の
表
明
を
含
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
。

生
か
自
然

は
精
神
的
生
の
下
位
条
件
を
構

し
か
し
ま
た
こ
の
命
題
は、

形
而
上
学
を
打
破
し
て
科
学
中
心
主
義
あ
る
い
は
朴
学
主
義
に
立
ち
帰
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も、

デ
ィ
ル
ク

「
も
し
知
党
や
認
識
に
よ

っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

人
間
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
―

つ
の
物
理
的
事
実
で
あ
ろ
う
し、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、

単
に
自
然
科
学
的
認
識
に
よ
っ
て
と

味
が
あ
る
。

ま
た
科
学
的
一

元
的
な
法
則
·

原
理
は、

有
意
味
な
人
間
憔
界
か
ら
抽
象
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
、

生
の
背
後
に
仮
設
さ
れ
た
―

つ
の
約
束

い
。

私
た
ち
は
存
在
者
を
意
味
と
し
て
受
け
と
る
の
で
あ
り、

あ
と
に
な
っ
て
應
味
を
賦
与
す
る
の
で
は
な
い
。

意
味
そ
の
応
の
と
し
て
あ
る
世
界
を
総
体
と
し
て
対
象

と
す
る
の
は
、

精
神
科
学
で
あ
っ
て
自
然
科
学
で
は
な
い
。
「
精
神
科
学
は
精
神
的
客
体
を
連
解
し、

自
然
科
学
は
物
的
対
象
を
認
識
す
る
」
(
VJ
!.
8
6)
。

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
か
か
る
科
学
批
判
に
よ
っ
て
自
然
科
学
を
ま
っ
た
＜
誹
除
す
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
「
自
然
こ
そ
精
神
科
学
の
土
台
で
あ
る
」
(-'1
1.
1
1
9)
と

「
自
然
科
学
を
基
礎
に
し
て
い
る
」
(

l
•
 

1
7
 ff)

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も、

生
の

し
＼
）
ノ

に

す

ぎ

な

そ
こ
に
は



る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
根
底
に
あ
る
生
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
ま
ず、

さ
て
、

生
は
生
そ
の
も
の
で
あ
り、

生
は、

歴
史
性
を
本
質
と
し
て
い
る、
「
あ
り
の
ま
ま
の
事
象」、

直
按
的
確
信
の
批
界
で
あ
る
が、

で
、

生
の

「
哲
学」、

歴
史
の
「
哲
学」

な
意
識
哲
学
へ
の
批
判
を
含
意
し
つ
つ
、

で
、

歴
史
的
世
界
の

と
は、

す
な
わ
ち、

第
七
号

以
上
の
四
点、

す
な
わ
ち
形
而
上
学
の
克
服、

意
識
哲
学
哲
学、

自
然
科
学
と

に
は
な
り
え
な
い
。

学
た
り
う
る
た
め
に
は
範
略
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
周
知
の

体
験
と
は
、

生
の
う
ち
に
あ
っ
て
意
識
内
容
が
自
己
に
と
っ
て
存
在
し
て
く
る、

ヒ
ュ

ー
ム
流
の
観
念
連
合
の
理
論
の
下
に

そ
の
根
源
的
様
煎
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り、

一

方
の
項
に
生
が
あ
り、

他
方
に
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
意
識
主
体
の
項
が
あ
っ
て
、

そ
の
両
者
を
休
験
か

媒
介
す
る
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
く、

む
し
ろ
こ
れ
と
は
逆
に、

体
験
が

の
ニ
レ
メ
ン
ト
・

源
屎
な
の
で
あ
っ
て
、

体
験
に
お
い
て
生
は
意
識
内
容
を
得
る
の
で
あ

る
。

も
し
体
験
が、

こ
れ
ま
で
の
意
識
哲
学
の
よ
う
に、

単
な
る
表
象
的
な
事
実
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
場
合
に
は
「
認
誡
主
観
の
血
管
を
流
れ
て
い
る
の
は
現
実
の

な
ま
の
血
液
で
は
な
く、

単
な
る
思
惟
活
動
と
し
て
の
理
性
の
簿
め
ら
れ
に
液
体
に
す
ぎ
な
い
」

で
い
え
は、

体
験
は、

主
観
と
客
観
の
枠
糾
に
お
け
る
表
象
的
事
実
で
は
な
く、

む
し
ろ
、王
観
と
客

観
の
成
立
根
拠
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
デ
ィ
ル
ク
イ
は、

「
駈
史
的
批
界
の
原
細
胞
は
体
験
で
あ
る
」
(

N―
I.
1
6
1)

 

は、

明
ら
か
に
近
代
意
識
哲
学
に
お
け
る
認
識
の
枠
組
を
踏
み
越
え
て
い
る
と
い
え
る
。

手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

デ
カ
ル
ト
以
米
の
四
洋
意
識
哲
学
の
三
つ
の
神
詰
を
打
破
し
た、

(I,
 
X
V
III)。

体
験
は
、

そ
こ
に
に
お
い
て
は
じ
め
て
思
惟
活
動
が
可

M
・

リ
ー
デ
ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、

デ
ィ
ル
ク
イ
は
こ
の
「
体
験」

概
念
を

(
4)
 

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
リ
ー
デ
ル
が
あ
げ
て
い
る
「
三
つ
の
神
晶」

の
エ
レ
メ
ン
ト
を
機
械
的
に
従
屈
さ
せ
る
よ
う
な、

的
意
識
と
い
う
神
話、

他
の
一

っ
は、

主
観
ー
客
観
モ
テ
ル
の
根
屁
を
な
し
て
い
る
物
心
二
元
論
と
い
う
神
話、

L
L

4ノ
プ し

か
し、

こ
れ
は
そ
の
ま
ま

「
休
験」
(
E
rl
e
b
e
n)

と
「
表
現
」

と
晶
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
休
験」

概
念

そ
う
い
う
連
合
理
論
に
お
け
る、

孤
独
し

識
要
素
と
い
う
神
話、

も
う
―

つ
は、

主
観
ー
客
観
モ
デ
ル
の
下
で、

意
識
に
は
そ
の
内
容
か
単
な
る
現
象
に
す
き
な
い
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う、

自
己
閉
鎖

こ
の
よ
う

し
か
も、

意
識
哲
学
を
の
り
こ
え
る
新
た
な
精
神
科
学
構
築
の
た
め
の
中
心
概
念
に
す
え
ら
れ
て
い

る
の

て

あ
る
。

と
こ
ろ

「
原
細
胞」

と
し
て
と
り
わ
け
「
体
験」

に
力
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は、

後
期
の
デ
ィ
ル
ク
イ
に
お
い
て
で
あ
る
か、

そ
こ
に
は、

ら
く
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。
「
体
験」

は、

『
序
説
』

に
お
い
て
は
な
お
「
内
的
経
験」
(I
n
n
er
e

Er
fa
h
ru
n
g)
 

哲
学
・

思
想
論
集

能
に
な
る
と
い
う、

思
椎
活
動
の
む
し
ろ
根
拠
で
あ
る
。

別
の

る、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
の
基
本
概
念
で
あ
る
。

だ
か
ら

(
A
u
s
d
r
u
c
k)

と
「
了
解」
(
V
e
rst
e
h
e
n)

で
あ
る
。

の
関
係、

歴
史
性
と
い
っ

た
こ
と
を
確
か
め
て
お
き
た
い
と
思
う。

お
そ

、

且
ニ―

と
し
ぅ
心
且
�

J

の
三
つ
の
神
丁Ill
で
あ
る
。
「
体
験」

は、

い
わ
ば
意
識
主
体
を

成

立
せ

し

め



さ
て 、
「
生
の
客
観
態」
は
精
神
科
学
の
対
象
で
あ
る
が 、

い
て
「
生
の
客
観
態」
は
精
神
科
学
の

り 、
そ
し
て
た
だ 、

了
解
が
同
時
に

く
背
景
に
は 、

し
て
そ
れ
が 、

し
か
し 、

の
対
象
と
な
る 。
「
体
験 、
他
者
の
了
解 、

）
の
領
域
に
お
い
て
の
み
了
解
す
る
の
で
あ
る」
（
ニI.
1
4
6
 f) 。

了
解
そ
の
も
の
が
す
で
に
共
同
性
な
の
で
あ
る 。

「
学
の」

「
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
表
出
は
ど
れ
も 、

了
解
で
も
あ
り
う
る
た
め
に
は 、

現・
了
解
が
―
つ
の
円
環
構
造
(Nirkel)
を
な
し
て 、

「
生
の
客
観
態」
(
Objektivation
des
 Lebens)
 

ま
た
共
同
性
を 、

了
解
は
「
共
同
性」
に
お
け
る
了
解
と
し
て 、

了
解
の
普
遍
性
か
可
能
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い 。
L

れ
に
つ
い
て
デ
ィ

ル
タ
イ
は 、

い
わ
ば
渾
然一
体
と
な
っ
て
い
る
の
が 、
「
生
の
現
実」
で
あ
る 。

義
的
な
意
味
を
お
び
た
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が 、
こ
れ
が
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
論
考』
(-
八
九
四）

一
八
九
0
年
代
の
変
貌
の
時
期
を
経
て一
九
0
0
年
か
ら
学
の
新
た
な
再
構
成
が
目
ざ
さ
れ
る
過
程
で 、

）
れ
の
構
造
が
示
さ

さ
ら
に
は
客
観
的
精
神
の
主
体

了
解
の
「
共
同
性」

と
が
で
き
る 。
「
体
験」
は 、
近
代
意
識
哲
学
批
判
と
フ
ッ

サ
ー

ル
か
ら
の
影
響
と
が
交
叉
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
内
容
を
え
て
い
る 、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る 。

さ
て 、
生
は
体
験
と
と
も
に
表
面
化
さ
れ
外
化
さ
れ
る 。
体
験
に
お
い
て
生
の
表
出
（
外
化）
（
LebensauGerung)
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
を 、
デ
ィ

ル
ク
イ
は

と
よ
ぶ 。
そ
し
て
了
解
と
は 、
こ
の
「
生
の
客
観
態」
に
か
か
わ
り 、
こ
れ
を
了
解
す
る
の
で
あ
る 。
こ
の 、

わ
は
生
の
現
実
化
さ
れ
た
形
態
を
了
解
し
つ
つ 、
同
時
に
そ
の
了
解
が
自
己
の
体
験
と
し
て
あ
る
と
い
う
あ
り

方
で 、
生
は
自
己
自
身
を
動
的
に
形
成
す
る
の
で
あ
る 。

し
た
が
っ
て 、
「
体
験
と
了
解
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
ご
と
の
総
体
が 、
人
類
を
包
括
す
る
連
閲
と
し
て
の
生
で
あ
る」
（一in .
1

3
1
)。
体
験・

(
Ge
meinsa
mkeit)
を
語
る 。
「
生
統一
の
共
同
性
は 、
精
神
科
学
に
お
け
る
特
殊
な
も
の
と一
般
的
な
も
の
の
い
っ
さ
い
の
関
係
の
出
発
点
で
あ
る」
(

\'
I[ .

1

4
1
)。

こ
の
客
観
的
精
神
の
国
に
お
い
て
は
あ
る
共
同
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る 。

あ
ら
ゆ
る
言
語 、
命
屈 、
挙
動 、
礼
儀
作
法 、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
晶 、
あ
ら
ゆ
る
院
史
上
の

は 、
あ
る
共
同
性
が
そ
れ
ら
の
中
に
自
己
を
表
山
し
て
い
る
も
の
と
了

解
す
る
も
の
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
の
み 、
了
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る 。
個
々
人
は
つ
ね
に
こ
の
共
同
性
の
領
域
に
お
い
て
休
験
し
思
惟
し
行
為
す
る
の
で
あ

麿
史
作
用
の
主
体
と
し
て 、

と
し
て
雁
史
的
に
把
握
す
る
こ
と

i
こ
こ
に
精
神
的
批
界
の
知
識
か
成
立
す
る」
（
二[ .
1

9
6
)。
精
神
科
学
の
カ
バ
ー

す
る
領
域
は 、

で
あ
る 。
超
越
的
主
体
を
拒
否
し
て 、
あ
く
ま
で
「
生
を
し
て
生
に
語
ら
し
め
る」
徹
底
し
た
限
史
内
在
主
義
の
立
場
が 、

一
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
客
験
的
精
神
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に 、

デ
ィ

ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想

他
方
で
フ
ッ

サ
ー

ル
の
『
論
理
学
研
究』

と
こ
ろ
で 、
「
生
の
客
観
態」

一
般
的
共
通
で
あ
り 、
そ
こ
に
お

了
解
の
及
ぶ
範
間
と一
致
す
る
の

こ
こ
に
あ
る 。

こ
れ
が
帰
史
認
識
の
韮
礎
論
の
内
容
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
く
た
め
に
は 、

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
「
作
用
連
関」
(\,Virkungszusa
m
menhang)
は
そ
の
た
め
の
カ
テ
コ
リ
ー

で
あ
る 。
「
あ
ら
ゆ
る
雁
史
は
作
用
連
閃
を
把
掘
し
な
け
れ
ば
な

（一
九
0
0
—-

）

一
層
深
化
さ
れ
て 、

に
な
る
と 、
「
体
験」
と
い
う
表
現
を
得
て
く
る 。

1
0
0
 

の
「
私
の」

の
影
瞥
が
あ
る
と
み
る

\.,、

「
原
細
胞」
と
さ
れ
て
い そ



た
構
造
連
関、

よ
う
な、

が
っ
て
、

作
用
連
関
の

に
関
す
る
共
時
的
・

通
時
的
分
析
を
通
し
て
得
ら
れ
た、

作
用
連
閃
の
同
型
性
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の

作
用
連
関
の
形
態
—
|t
つ
ま
り、

的
精
神」

の
方
向
と
を、

と
に
よ
っ
て、

連
続
的
で
あ
り
つ
つ

時
代
区
分
的
で
も
あ
る
全
体
と
し
て
把
掴
で
ぎ
る
」
(
Vl
f.

1
7
7)
 

「
生
の
客
観
態」

と
は
作
用
連
関
の
現
実
形
態
で
あ
る
ー
ー
i

の
分
析
に
よ
る
歴
史
的
世
界
の

構
成
に
は、

デ
ル
と
さ
れ
つ
つ
、

し
か
し
ヘ

ー
ゲ
ル
批
判
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
は、

作
川
連
関
は
あ
く
ま
で
反
省
的
概
念
で
あ
っ
て、

規
定
的
な
法
則
性

哲
学
・

思
想
論
集

て
い
る
関
係
と
政
治
的
全
体
の

お
け
る
共
同
性
と
を
」

明
ら
か
に
し、

「
さ
ら
に、

る
。
「
あ
る
一

定
の
時
期
の
個
別
的
作
用
連
関
を
分
析
的
に
取
り
出
し、

っ
て
歴
史
の
研
究
と
は、

こ
の
同
型
的
同
質
的
作
用
連
関
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

諸
々
の
国
民、

歴
史
の
各
時
期
に
お
い
て、

)
の
連
関
が
相
互
に
作
用
を
及
ぼ
し
合
っ
て
、

ら
な
い
」
(
<―I.
2
4
6)
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば、

生
は
つ
ね
に
辿
闊
と
し
て
あ
る
か
、

そ
の
土
台
と
な
る
目
的
連
関
な
ど、

共
同
性
の
領
域
（
共
同
休、

文
化
休
系
な
ど）

心
的
構
造
に
し
た
が
っ
て
価
値
を
生
み
出
し
目
的
を
実
現
す
る、

熊
限
に
鉛
綜
し
た
複
合
的
な
作
用
連
関
は、

歴
史
的
机
界
の
別
の
面、

ゆ
る
事
象、

事
件
は
作
用
連
関
の
形
態
の
流
れ
に
お
い
て
あ
り、

脱
史
的
圃
界
は
そ
れ
に
お
い
て、

そ
こ
に
は
あ
る
操
作
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
操
作
概
念
か
「
同
型
性
」
(
Gl
ei
c
hf
 orrni
c
h
k
ei
 
t

)
 

し
か
も
こ
の
分
析
は、

そ
こ
に
合
ま
れ
る
発
展
契
機
を
呈
示
し、

1

0
 

つ
ま
り
時
間
の

ヘ

ー
ゲ
ル
の
「
客
観

の
で
あ
る
。

か
く
し
て

の
方
向
と
そ
こ
で
の
変
化

さ
ら
に
こ
の
個
別
迎
閃
を
構
造
的
全
休
に
結
び
つ
け

い
わ
は
共
間
的
分
析
と
通
間
的
分
析
に
よ
っ

て

な

さ

れ

一

辿
の
歴
史
的
事
件
出
来
事
の
形
を
と
る
作
用
辿
関、

作
用
を
受
け
つ
つ
、

同
時
に
そ
れ
に
働
ぎ
か
け、

作
用
を
し
返
す
と
い
う
「
能
動
と
受
動、

作
用
と
反
作
用
と
い
う
関
係
」
(
vn.

1
9
7)
 

れ
る
。

‘、、

し
た
カ

で
あ
る
。

テ
ィ
ル
タ
イ
は、

作
川
辿
閃
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
代、

―

つ
の
統
一

的
な
ま
と
ま
り
の
あ
る
全
休
を
形
成
し
て
い
る
。

テ
ィ

そ
の
よ
う
な
辿
関
は、

対
象
把
梱、

現
実
認
識、

価
値
決
定、

日
的
定
立
と
い
っ

さ
ら
に
こ
の
連
閃
に
よ
っ
て
目
的
が
実
現
さ
れ
る

の
内
的
構
造
的、

相
互
的
作
用
的
な
連
閃
と
し
て
あ
る
。

人
間
は
共
同
性

の
領
域
に
お
い
て
事
実
を
認
識
し、

価
値
を
決
定
し、

目
的
を
定
立
し
実
現
し
て
い
く
と
い
う
個
人
的
行
為
を
実
行
す
る
か、

そ
れ
は、

共
同
性
か
ら
働
き
か
け
ら
れ、

の
中
で
、

靡
史
的
世
界
を
生
き

る
歴
史
的
行
為
と
な
る
。

こ
の
関
係
が
作
用
連
閃
で
あ
る
。

作
用
連
閃
は、

あ
る
法
則
に
し
た
か
っ
て
必
然
的
に
原
因
か
ら
結
果
が
で
て
く
る
自
然
の
囚
果
連
閃
と
は
ち

ま
さ
し
く
粕
神
の
構
込
て
あ
る
。

個
人
の
生
の
流
れ
は
侶
々
の
作
川
辿
閃
に
し
た
か
っ
て
、

内
的
連
閲
に
結
び
つ
け
ら
れ、

そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
と
結
び
つ

き、

共
同
休、

文
化
休
系、

社
会
団
休
と
い
う
い
個
人
的
な
所
産
物
に
ま
で
巡
ん
て
い
く。

歴
史
の
あ
ら

ル
タ
イ
に
と
っ
て
歴
史
と
は、

「
生
の
客
観
態」

の
構
造
で
あ
る
こ
の
作
川
連
閲
の
時
間
的
推
移
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し、

歴
史
枇
界
の
時
間
と
空
間
の
広
が
り
の
中
か
ら
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
と
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ね
に
く
り
返
さ
れ
る
同
型
的
構
凸
を
も
つ
、

と
い
う。

こ
れ
に
よ
っ
て
似
合
的
な
単
一

な
構
凸
に



盾
を
い
か
に
統
一

的
に
把
掴
す
る
か
が、

学
的
歴
史」

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が、

り
返
し
語
り、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
唯
一

の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
雁
史
哲
学
の
根
本
主
姐
で
あ
る
。

そ
の

際、

を
与
え、

理
念
構
成
は
歴
史
の
理
解
を
深
め
る
」
(
<[
I.
 88)

と
述
べ
て
い
る
。

か
ら、

歴
史
を
貫
く
同
型
的
作
用
連
関
を
浮
び
上
ら
せ、

方、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、

作
用
連
関
は
一

貫
し
て
個
人
の

価
値
生
産
的、

な
「
理
念」

の
歴
史
的
世
界
へ
の
適
用
で
は
な
く、

史
創
始
の
根
底
で
あ
る
と
し
つ
つ
、

同
時
に
個
人
を
こ
え
た
統
一

的
必
然
的
法
則
を
認
め
る
点
で
、

上
学
的
全
体
意
志
に
よ
っ
て｝
導
か
れ
る
の
で
は
な
い
と
す
る
点
で
、

同
型
性、

法
則
を
求
め
る
。

そ
の

素
材
は
事
実
と
し
て
の
人
間
の
認
識
の
陀
史
て
あ
り、

そ
の

究
極
は、

こ
の

す
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
相
対
主
義
の
立
場
を
貫
ぎ、

そ
し
て
、

し
か
も
基
本
的
前
提
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
わ
ば
「
哲
学」

し
た
が
っ
て
、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
膨
大
な
歴
史
研
究
を

進
め

る
一

方、

い
わ
は
作
用
連
関
の

類
型
学
と
も
い
え
る
独
自
の
領
域
を
切
り
間
い
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
歴
史
哲
学
講
義』

を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
、

自
分
の
帰
史
哲
学
を、
冨
根
本
的
（
資
料
的）

に
身

理

性

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
分
の

精
神
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
「
体
系
的
方
法」

と
「
歴
史
的
方
法」

の
結
合
で
あ
る
こ
と
を
く

歴
史
的
知
識
が
発
展
し
た
経
過
は、

こ
の
世
界
の
理
念
構
成
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り

そ
の
反
省
的
総
合

そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
世
界
を
―

つ
の

統
一

と
し
て

世
界
観
の

類
型

構
成
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
他

れ
ぞ
れ
の
個
人
に
お
い
て
交
叉
す
る
」
(
Vll.
1
7
1)
。

も
ち
ろ
ん
個
人
は
時
代
精
神
に
浸
透
さ
れ、

共
同
的
な
精
神
に
浸
透
さ
れ
た
歴
史
的
個
人
で
あ
る
。

普
遍
的
規
定
的

か
か
る
個
人
の
生
産
的
飢
造
性
が、

デ
ィ
ル
タ
イ
の

構
成
の
根
底
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は、

個
人
の
創
造
性
が
歴

ヘ
ー
ケ
ル
か
ら
決
別
す
る
。

精
神
科
学
は
「
認
識
過
程
の
個
人
を
こ
え
た
迎
閲
の
中
に
、

必
然
性、

『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代』

の

末
尾
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
間
屈、

す
な
わ
ち
励
史
相
対
主
義
と
絶
対
的
価
値
の
矛
盾
の
問
題
を、

テ
ィ
ル
タ
イ
は
絶
対
的
価
値
を
切
り

歴
史」

お
よ
び
「
反
省
的
胤
史」

か
ら
区
別
し
て
、
「
哲

こ
の
「
哲
学
的
恨
史」

と
い
う
表
現
は
本
来
形
容
矛
盾
な
の
で
は
な
い
か
と
自
問
し
て
い
る。
「
歴
史」

は
所
与
と

存
在
に
か
か
わ
る
の
に
対
し
て
、
「
哲
学」

は
所
与
と
存
在
を
越
え
た
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
思
侃
に
お
い
て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。

の
自
己
実
現
過
程
で
あ
る、

と
い
う
思
想
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
「
哲
学
が
持
参
す
る
咀
一

の
思
想
は、

(
5)
 

が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
」

と
い
う
「
歴
史
の
理
性
観」

は、

「
理
念
構
成
と
歴
史
的
知
識
と
は
相
互
に
影
響
を
及
ぽ
す。

デ
ィ
ル
ク
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想

こ
の
「
歴
史」

と
「
哲
学」

の
間
の
矛

ヘ
ー
ケ
ル
は
こ
の
矛
届
を、

全
歴
史
過
程
は
―

つ
の
普
遍
的
な
理
念
（
理
性）

‘
.

‘.

 

た
ん
に
理
性
と
い
う
考
え
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

の
歴
史
に
お
け
る
形
成
法
則
で
あ
る
」
(

I
•
 

1
2
8)
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の

徒
で
あ
る
と
い
え
る
が、

目
的
連
閃
的
精
神
と
連
関
づ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

1

0
 

そ
れ
は
決
し
て
―

つ
の
形
而

「
す
べ
て
の
作
用
連
関
は
そ



わ
ち、

つ
ま
り、

第
七
号

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
最
広
義
に
解
釈
す
れ
ば、

る
こ
と
に
な
る。

こ
の
両
者
の
間
を、

デ
ィ
ル
タ
イ
の

し、 史
」

に
定
位
す
る
か
と
い
っ
た、

「
力
強
い
現
実」

は
坪
め
ぎ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か。

歴
史
に
対
す
る
視
座
の
と
り
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
て、

を
よ
せ
て、

現
実
を
「
哲
学
」

化
す
る
の
で
あ
る
が、

デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
わ
ば
「
帰
史」

の
側
か
ら、
「
哲
学」

を
現
実
化
し
た
と
い
え
る。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
欠
陥
は、

普
遍
的
理
念
は
本
来
匝
史
的
現
実
か
ら
導
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
諸
段
階
を、

理
念
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
構
成
し
た
こ
と
に
あ
る。

は
「
漠
然
と
し
た
直
観
」

の
形
で
提
起
さ
れ
た
非
学
的
な
理
念
で
覆
わ
れ
る
こ
と
に
な
る。

こ
う
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は、

「
時
間
的
・

経
験
的
・

歴
史
的
連
関
を
不
間
に
し
て
い
る」
（
ニI.
1
47)

こ
と、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
形
而
上
学
的
に
構
成
す
る
が、

の
苦
悩、

生
あ
る
す
べ
て
の
者
の
は
か
な
さ
な
ど、

こ
れ
ら
感
情
」

を
含
む
生
の
実
在
の
全
体
的
連
閲
に
「
瀾
源
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
」
（
ニI.
1
50)、

こ
の

現
実」
(

I
•
 

96)

 

関
与
さ
せ
る
こ
と、

あ
る
い
は、

間
題
は

口
「
普
遍
的
理
性
意
志
か
ら
共
同
体
を
構
成
し
た
こ
と」
（
二L
15
0)

こ
と、

こ
の
点
に

わ
れ
わ
れ
は
与
え
ら
れ
た
対
象
を
分
析
す
る
」

（
二-.
150)

に
定
位
す
る
徹
底
的
な
歴
史
内
在
主
義
の
立
場
か
ら
み
れ
は、

し
か
し、

普
遍
的
理
念
か
ら
歴
史
過
程
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は、

デ
ィ
ル
タ
イ
の

活
動
に
も
と
づ
い
て
歴
史
を
構
成
す
る
こ
と
が、

哲
学
・

思
想
論
集

lJ
寺
こ
を
月
（
互
芦／）

ヰi、~-

・`
3
,＇
 

`

、:
j

こ
こ
：
｀

ま
f
ii
ー

し
IeL-

|

'

ヘ
ー
ケ
ル
の
根
本
的

を
さ
ら
に
人
間
の
生
（
歴
史
的
現
実）

に

か
か
る
「
肯
学
」

か
ら
「
恨
史
」

を
み
る
か、

も
し
く
は
「
屈

靡
史
的
精
神
の
諸
段
階
は
こ
の
理
念
と
現
実
の
歴

し
た
が
っ
て
歴
史

は
る
か
に
麿
史
的
現
実
の
真
実
を
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か。

む
し
ろ、

あ
る
哩
念
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

か
え
っ
て
現
実
の
真
実
を
表
現
し
う
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

は
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
の
「
哲
学
と
歴
史」

と
は、

デ
ィ
ル
タ
イ
の

「
歴
史
を
研
究
す
る
人
が
歴
史
を
創
る
当
人
で
あ
る」
(
Vl
!.
278)

 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
必
ず
し
も
現
実
を
棺
象
し
て
は
い
な
い。

む
し
ろ
「
力
強
い
現
実」

こ
そ
ヘ
ー
ケ
ル
の
哲
学
へ
の
衝

(
6
)
 

動
を
動
か
し
て
い
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る。

周
知
の
一

八
0
0
年
十
一

月
一

日
の
シ
ェ
リ
ソ
グ
宛
書
簡
の
中
で
表
明
さ
れ
た
若
き
ヘ
ー
ケ
ル
の

「
人
間
の
低
位
の
欲
求
」

11
生
の
批
界
を
学
間
（
哲
学）

に
よ
っ
て
砧
礎
づ
け
る
こ
と、

「
哲
学」

と
「
歴
史」

の
往
路
と
帰
路
の
墓
張
を
い
か
に
糾
持
し
て
哲
学
を
遂
行
す
る
か
と
い
う
哲
学
の
発
想
は、

み
て、

自
分
の
客
観
精
神
の
扱
い
を、
「
わ
れ
わ
れ
は
今
と
な
っ
て
は、

史
的
状
況
と
の
作
用
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が、

「
哲
学」

と
「
歴
史」

の
間
を
い
か
に
統
一

的
に
と
ら
え
る
か
に
あ
る
の
で

る
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
は
恨
史
の
観
客
で
あ
る
以
前
に、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
み
す
ぼ
ら
し
く、

生
に
は
精
神
的
連
関
か
働
い
て
い
る
と
い
う、

ま
ず
も
っ
て
附
史
的

在
で
あ
る」

と
す
れ
は、

こ
れ
は、
「
理
念
と
現
実」

あ
る
い
は
「
価
値
と
事
実」

の
間
姐
に
か
か
わ
っ
て
く

1
0
三

の
発
想、

す
な

る
よ
う
に、

本
当
の
と
こ
ろ
欠
陥
で
あ
ろ
う
か。

と
こ
ま
で
も
現
実
の
人
間

不
十
分
で
あ
る」
(

1
•
 

96)
。

「
力
強
い

る
の
で
あ
る。
「
熊
気
力、

賠
い
衝
動
の
力、

迷
妄
と
幻
想

生
の
実
在
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
客
観
精
神
の
狭
さ
を、

(—) 



る
。

し
か
も
周
知
の
ご
と
く、

な
動
機
で
あ
っ
た
。

こ
の
発
想
は、

後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、

絶
対
精
神
に
す
べ
て
を
委
ね
て
学
を
糾
持
し
よ
う
と
す
る
汎
神
論
的
楽
観
主
義
と
も
い
う
べ

き
立
場
に
お
い
て

の
決
意
表
明
の
時
期
に
、

命」
(
S
c
hi
c
ks
al)

の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る。
「
運
命」

と
は、

若
ぎ
ヘ
ー
ケ
ル
に
お
い
て
、

人
間
が
自
由
な
主
体
と
し
て
自
己
の
主
観
性
を
貰
徹
し
よ
う
と
す
る
と

き
（
例
え
ば、

イ
エ
ス
は
愛
の
純
粋
性
を
貫
こ
う
と
し
た）
、

必
然
的
に
客
体
（
例
え
は、

避
的
に
で
あ
れ、

そ
の
か
か
わ
り
に
お
い
て、
「
純
粋
な
主
観
性」

は、

主
体
の
意
志、

意
欲
に
か
か
わ
ら
ず、

(
7)
 

し
て
現
わ
れ
る
と
い
う、

主
体
の
自
由
に
強
い
る
「
関
係
の
必
然
性」

を
物
語
る
概
念
で
あ
る。

普
遍
的
で
純
粋
な
人
間
本
性
が
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

人
間
本

性
は
つ
ね
に
時
代
と
客
体
に
規
定
さ
れ
て
あ
り、

そ
こ
で
は
「
純
粋
な
」

自
己
は、

史
的
世
界
に
お
け
る
自
由
な
主
体
の
行
為
に
対
し
て、

と
し
て
で
て
く
る
も
の
は、

彼
ら
が
目
ざ
し、

一

貫
し
て
そ
の
哲
学
の
底
を
流
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

さ
て
、

こ
の
一

八
0
0
年

そ
れ
と
は
何
ほ
ど
か
異
質
な
「
規
定
さ
れ
た
」

自
己
を
表
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

歴

か
か
る
異
質
性
を
強
い
る
も
の
が
「
連
命」

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
運
命」

の
構
造
は、

歴
史
哲
学
に
お
い
て

か
つ

成
就
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、

彼
ら
か
知
り、

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

歴
史
は、

人
間
の
願
望
や
情
熱
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
な
か
ら、

間
の
行
為
か
ら
独
立
し
た
自
立
的
運
動
を
展
開
す
る
。

人
間
の
主
体
性
が
歴
史
の
自
立
的
連
動
に
際
会
し
て
ま
み
れ
る、

人
間
の
悲
劇
を、

(
9)
 

幅、

諸
固
家
の
知
恵、

諸
個
人
の
徳
行
を
血
祭
り
に
あ
げ
た
屠
殺
台」

と
表
現
し
た
の
で
あ
る。

幸
福、

自
由、

平
和
な
ど
何
で
あ
れ、

そ
の
迎
念
の
実
現
の
た
め
に
全

実
存
を
か
け
た
人
間
の
主
体
的
行
動
も、

歴
史
に
お
い
て
は
―

つ
の
悲
劇
と
し
て、

実
存
を
剥
秤
さ
れ
て
あ
た
か
も
「
も
の
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に、

歴
史
の
自
己
実
現

、
、

の
「
手
段
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に、

物
化
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
矛
盾）

が
あ
る
と
い
う
こ
と、

あ
る
い
は、

人
間
は
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
は
自
己
を
卦
人
間
化
11
疎
外
す
る
形
で
し
か
理
念
を
実
現
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
洞
察

し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て、

こ
の
理
念
と
現
実
（
「
哲
学」

と
「
歴
史」）

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は、

こ
の
疎
外
関
係
に
よ
る
理
念
の
「
逆
立
」

が、

る
背
景
に
は、

歴
史
の
「
み
え
ざ
る
手」

で
あ
る
「
世
界
精
神」

の
発
想
が
あ
る
。

は
、

歴
史
に
お
け
る
「
不
合
理
な
も
の
」

と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

こ
の

は、

は
る
か
に
薄
め
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
も
の
の
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想

や
は
り、

か
つ

欲
す
る
も
の
と
は、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

人
間
た
ち
の
行
動
に
よ
っ
て
一

般
に
結
果

(
8)
 

ま
だ
何
か
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
」

と
い
う

そ
の
願
望
や
意
欲
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し、

人

ヘ
ー
ゲ
ル
は、

人
間
の
描
く
理
念
の
世
界
と
現
実
の
歴
史
過
程
と
の
間
に
は
逆
立
の
関
係

の
間
の
疎
外
関
係
を
歴
史
の
構
造
的
本
質
で
あ
り、

恒
常
的
本
質
で
も
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

理
念
の

し
た
が
っ
て、

客
観
的
精
神
の
分
析
に
つ
い
て
は、

「
不
合
理
な
も
の
」

と
は

「
世
界
史
に
お
い
て
は

そ
の
「
純
粋
な
主
観
性」

と
は
何
か
ち
が
っ
た
も
の
と

ユ
ダ
ヤ
的
現
実）

に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
ず、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
も
ち
き
っ
た
主
要
な
問
題
は、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
世
界
精
神」

と

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
諸
民
族
の
幸

戦
闘
的
に
で
あ
れ、

「
進
歩」

と
し
て
表
象
さ
れ

現
実
逃

「
哲
学」

と
「
犀
史
」

を
問
う
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば、

そ
れ
は
「
運

1

0
四



第
七
号

践
理
性
の
圏
内
に
身
を
お
い
て
い
る。

あ
る
い
は
む
し
ろ

る、 会
の
何
か
有
機
体
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い」

歩」
へ

、

(ibid.)
と
語
っ
て
い
る。

個
人
的
感
情
の
問
題
を、

い
う
普
遍
的
原
理
を
媒
介
と
し
て、

こ
の
疎
外
関
係
|
|、
論
理
的
に
は
弁
証
法
的
方
法
—
�
を
基
軸
に
し
て、

ゴ
リ
ー
を、

他
方
で、

法、

道
徳、

経
済
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て、

こ
れ
を
総
括
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る。

つ
ま
り、

否
定
を
も
う
一
度
否
定
し
て
否
定
を
肯
定
に
転
例
す
る
「
批
界
精
神」

と
は、

問
題
は
つ
ね
に
残
る
も
の
の、

そ
の
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
で、

(

I
 •
 100)。

歴
史
の
進
歩
は
悲
劇
（
犠
牲）

哲
学
・

思
想
論
集

個
人
と
歴
史
的
全
体
と
の
連
閲
的
統一
と
し
て
定
式
化
す

た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て、
「
逆
立」
を
「
進

い
っ
た
い
い
か
な
る
現
実
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か、

と
い
う

か
え
っ
て
客
観
的
紡
神
の
現
実
的
形
態
を
描
き
出
し
た
と
い
え
よ
う。

そ
こ
に
は、

絶
対
的
理
念
を
否

定
し
て
そ
れ
を
現
実
の
う
ち
に
解
消
す
る
と
い
う、

単
な
る
現
実
主
義
に
よ
っ
て
は
処
理
し
き
れ
な
い
間
題
捉
起
か
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。v

ヘ
ー
ケ
ル
が
原
理
と
し
て
提
示
し
た
以
上、

こ
れ
に
原
理
的
に
対
決
す
る
も
の
で
な
け
れ
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。

し
か

し、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
れ
は、

そ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
は
い
な
い。

テ
ィ
ル
タ
イ
も
探
い
注
意
を
払
っ
て
い
る。
「
と
う
し
て
歴
史
に
お
け
る
進
歩
の
手
段
が、

局
の
と
こ
ろ、

個
人
の
犠
牲
的
献
身
に
あ
る
の
か、

…
…
す
な
わ
ち
人
倫
に
あ
る
の
か、

こ
の
こ
と
は、

隠
史
か
わ
れ
わ
れ
に
課
す
最
も
深
い
心
迎
学
的
問
題
で
あ
る」

に
あ
る
と
さ
れ
つ
つ、

こ
こ
で
は、

こ
れ
は
人
間
の
共
同
性
の
構
造
と
し
て
で
は
な
く、

は、

愛
す
る
人、

文
化
体
系、

人
倫
に
対
す
る
自
己
霰
牲
的
献
身
を
あ
げ
て
い
る
|
ー＇
と
し
て、

1

0
五

し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
批

「
犠
叶
的
献
身」
ー
—'
デ
ィ
ル
タ
イ

心
理
学
的
問
題
と
さ
れ
る。
こ
れ
に
つ
づ
け
て、

テ
ィ
ル
ク
イ
は

間
が
そ
の
孤
独
な
心
の
中
で
運
命
と
戦
い
つ
つ、

自
己
の
良
心
の
深
部
に
お
い
て
体
験
す
る
こ
と
は、

そ
の
人
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て、

世
界
過
程
や
人
間
社

ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
は、
「
感
動
的
生
の
現
実
を、

単
な
る
―
つ
の
影
絵
に
お
い
て
し
か
見
て
い
な
い
の
で
あ
る」
(

I
•
 

101)。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
価
値
（
理
念）
の
実
現
と
い
う
い
う
点
で
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
に
期
待
す
る
こ
と
に
な
る。

テ
ィ
ル
タ
イ
は、

．．．
 権
力
の
意
志
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
残
虐、

恐
怖、

破
壊
に、

な
い
だ
ろ
う
か」
(
VII.
170)

と
肯
定
的
に
問
い
つ
つ、

理
性
に
期
待
を
つ
な
ぐ。

か
く
て、
「
国
家
権
力
の
残
虐
性
に
つ
い
て
の
訴
え
は
ま
れ
で
あ
る」

ヘ
ー
ゲ
ル
が
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
み
た
人
間
の
悲
劇
（
儀
牲）

を

判
は、

客
餞
的
精
神
の
世
界
の
構
造
関
係
を、

か
か
る
心
雌
主
義
的
立
場
か
ら、

「
人
間
の
最
高
の
価
伯
に
屈
す
る
諸
体
験
は
：

ま
た
国
内
か
ら
み
れ
は
支
配
と
服
従
の
関
係
に
存
す
る
あ
ら
ゆ
る
圧
迫
と
強
制
に
関
連
し
て
は
い

し
か
し、

最
高
価
値
実
現
に
お
い
て
直
面
す
る
「
人
類
の
最
も
困
雌
な
課
題」
に
つ
い
て
は、
「
カ
ソ
ト
が
す
で

に
み
て
い
た
よ
う
に」

と
語
り、

そ
れ
ら
恣
意
と
権
力
領
域
は
「
全
体
意
志
と
全
休
意
志
が
下
す
弥
制
力
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い」

と
い
う
よ
う
に、

人
間

(ibid.)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る。
こ
こ
で
は
テ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ソ
ト
の
実

フ
ィ
ヒ
テ
の
活
動
的
自
我
に
依
っ
て
い
る。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
「
こ
の
点
に
お
い
て、

一
方
て、

家
族、

市
民
社
会

フ
ィ
ヒ
テ
の
最
も
深

「
人 結

国
家、

歴
史
と
い
う
カ
テ



1
)
 

デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
歴
史
的
理
性
批
判
の
楠
想
に
お
い
て、

に
不
断
に
接
近
し、

そ
の
形
而
上
学
体
系
を
批
判
し
つ
つ

同
時
に
そ
の
体
系
を
モ
デ
ル
に
し
て、

客
観
的
精
神
11
「
生
の
客
観
態」

ヘ
ー
ゲ
ル
が
客
観
的
精
神
に
お
け
る
理
念
と
現
実
の
間
を
間
題
化
す
る
と
こ
ろ
で、

デ
ィ
ル
タ
イ
は、

ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は、

客
観
的
精
神
に
か
か
わ
る
諸
間
題
は
心
理
学
や
個
人
の
感
情
の
問
泊
で
は
な
か
っ
た。

そ
れ
は、

生
と
「
生
の
客
観
懇」

の
間、

人
間
の
創
造
的

行
為
と
そ
の
所
産
と
し
て
の
共
同
性
の
間、

す
な
わ
ち
人
間
の
描
く
理
念
と
歴
史
的
現
実
の
間
の
矛
盾
を、

で
あ
っ
た。

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は、

客
観
的
精
神
の
う
ち
に、

現
実
の
い
っ
さ
い
の
関
係
を、

す
な
わ
ち
家
族、

市
民
社
会、

国
家、

教
会、

法、

道
徳、

術、

宗
教、

哲
学
な
ど
を
含
み
入
れ、

(
VII.
1
8
7)

と
い
う
信
念
を
徹
底
し
て
い
く
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
歴
史
的
粧
界
の
構
成
は、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は、
「
哲
学
的
意
図
に
お
い
て
哲
学
的
補
助
手
段

を
用
い
た
歴
史
研
究
で
あ
り
う
る
だ
け
」
(

I
.

9
2)

 

は
な
く、
「
歴
史」

お
よ
び
「
現
実」

の
、

る
―

つ
の
機
能
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
面
を
も
つ
が、

歴
史
性
の
哲
学
は
あ
っ
て
も、

未
だ
歴
史
哲
学
の
問
題
は
未
済
の
ま
ま
で
あ
る、

ィ
ル
ク
イ
は、

と
も
あ
れ、

そ
し
て、
「
歴
史
の
意
味
は、

諸
時
代
を
通
じ
て
統
一

し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
力
の
重
要
な
相
互
関
係
の
中
で
の
み
求
め
ら
れ
う
る
」

で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

精
神
科
学
は、
「
歴
史
と
哲
学」
「
現
実
と
理
念」

と
い
う
課
題
を
持
参
し
て
い
る
の
で

し
か
も
そ
の
「
構
成」
(
A
uf
b
a
u)

で
十
分
だ
っ
た
の
で
あ
る。

わ
れ
わ
れ
に
銘
記
す
べ

き
出
発
点
を
与
え
た
の
で
あ
る。
「
わ
れ
わ
れ
は
世
界
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
意
味
を
も
生
に
持
ち
こ
み
は
し
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
は
っ

ぎ
り
と
い
え
る
こ
と
は、

意
味
と
意
義
は
人
間
と
そ
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

だ
が
そ
れ
は、

て
で
は
な
く、

歴
史
的
人
間
に
お
い
て
で
あ
る。

と
い
う
の
も、

人
間
は
歴
史
的
（
存
在）

一
八
九
0
年
代
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
が
変
化
し
て
い
く
要
囚
と
し
て、

M
・
リ
ー
デ
ル
は、

新
し
い
心
理
学
論
文
の
登
場、

新
ヵ
ソ
ト
派
の
認
識
論
の
登
場、

ヴ
ィ
ソ
デ
ル
バ
ン

ド、

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
歴
史
方
法
論
の
登
場
な
ど
を
あ
げ
て
い
る。
V
gl

W
elt
 in
 de
n
 Geistes
wisse
nsc
h
afte
n,
 S
u
h
r
k
a
m
p,
 1
9
8
1,
 

S.
 
5
3,
 

Jo
ur
n
al
 of
 t
he
 histor
y
 of
 lde
as,
 
11
 
(
1
9
5
0
),
 

p.
 
11
1
 f.
 

い
意
図
が
わ
か
る
の
で
あ
る
」
(
VJI.
1
5
7)
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
描
想

か
か
る
「
構
成」

に
お
い
て
は、

人
間
の
創
造
的
行
為
は
あ

し
か
し、

も
し
歴
史
悟
学
が
本
質
的
に
人
間
の
価
値
飢
造
の
行
為
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば、

こ
こ
に
は、

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る。

デ

だ
か
ら
で
あ
る
。
(
V[
I.
29
1)
。

M
a
n
fre
d
 Rie
del,
 Ei
nl
eit
u
n
g.
 I
n·
\Vil
h
el
m
 Dit
h
e
y,
 
Der
 A
uf
b
a
u
 cler
 gesc
h1c
htlic
he
n
 

H
aj
o
 H
ol
bo
rn,
 
Wil
h
el
m
 Dilt
h
e
y
 a
n
d
 t
h
e
 c
riti
q
u
e
 of
 hist
o
ric
al
 re
aso
n.
 
I
n
 

一

個
の
人
間
に
お
い

言
語、

芸

い
か
に
統
一

的
に
把
握
す
る
か
と
い
う、

歴
史
哲
学
的
問
題

カ
ソ
ト
の
不
変
的
超
時
間
的
理
性
概
念
を
批
判
し、

そ
し
て
そ
れ
だ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
の
客
観
的
精
神
の
体
系

の
連
関
を
分
析
し
た
が、

-

0
六

ヘ

し
か
し、

カ
ソ
ト
・

フ
ィ
ヒ
テ
の
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
に
遠
る
の
で
あ
る。
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W. Dilthey's Conception of the Critique of Historical Reason (I)

-Mainly on a critique of Hegel's Philosophy—― 

Tatsuo MrzuNo 

The theme of the critique of historical reason seems consistent through Dilthey's 

th叩ght from "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (1883) to "Aufbau der geschichtli

chen·welt in den Geisteswissenschaften" (1910). This conception was realized in a form of 

philosophy of history based on'life','experience''dynamic unity'(Wirkungszusammenhang) 

chiefly by a critique of Hegel's system of objective spirit and his philosophy of history. 

In this essay I consider a problem of whether or not the contradiction between idea 

and reality, value and fact which Dilthey discovered in the thought of young Hegel and 

、vhich ·was the main inner subject in Hegel's philosophy of history was dealt with and 

solved in Dilthey's philosophy of life, that is, the problem of the possibility of a philosophy 

of history in Dilthey's thought. 

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
理
性
批
判
の
構
想

〇
八
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