
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
性
の
目
的
論

│
│
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
へ
の
問
い
と
し
て
の
現
象
学
⑴
│
│

島

田

喜

行

は

じ

め

に

フ
ッ
サ
ー
ル
は
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
問
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』⑵
の
な
か
で
哲
学
の
目
的
論
的
構
造
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
目
的
論
的
構
造
の
提
示
は
、
客
観
主
義
哲
学
と
超
越
論
主
義
哲
学
と
が
対
立
し
つ

つ
、
互
い
に
批
判
し
合
い
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
哲
学
史
が
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
ま
た
「
普
通
の
意
味
で
の
歴

史
的
考
察
」
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
（vgl.

V
I,

70
f.

）。『
危
機
』
書
で
は
、
こ
う
し

た
普
通
の
や
り
方
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ば
異
様
な
仕
方
で
近
代
哲
学
の
展
開
を
歴
史
的
に
回
顧
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
新
た

な
二
つ
の
現
象
学
的
還
元
の
道
が
提
示
さ
れ
る
。

私
と
世
界
と
の
相
関
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
現
象
学
的
還
元
と
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
世
界
を
意
味
と
し
て
構
成
す
る

働
き
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
へ
の
還
帰
と
が
も
つ
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
普
通
で
は
な
い
生
き
方
を
す
る
こ
と
が
私
た

ち
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
要
求
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、『
イ
デ
ー
ン
』
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第
一
巻
で
初
め
て
超
越
論
的
現
象
学
を
体
系
的
に
論
じ
た
時
以
来
の
課
題
で
あ
っ
た
（vgl.

V
I,

157
f.

）。
こ
の
異
様
な
生
き
方
を
説
明

す
る
た
め
に
『
危
機
』
書
で
採
用
さ
れ
た
説
明
方
法
が
「『
目
的
論
的
』
歴
史
考
察
」（V

I,
101

）
と
し
て
の
哲
学
の
目
的
論
で
あ
っ
た
。

な
る
ほ
ど
、
哲
学
の
目
的
論
が
「
普
通
の
意
味
で
の
歴
史
的
考
察
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
明

言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
目
的
論
の
提
示
は
超
越
論
的
態
度
と
い
う
異
様
な
生
き
方
を
私
た
ち
に
理
解
さ
せ

る
た
め
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
苦
心
の
一
手
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、〈
哲
学
の
歴
史
と
は
普
遍
的
で
人
間

性
そ
の
も
の
に
固
有
な
理
性
が
明
白
に
な
る
目
的
論
的
運
動
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
担
い
手
と
し
て
、
こ
の
目
的
論
を
遂
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
〉
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ー
ゼ
は
「
独
断
的dogm

atisch

」
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。
理
性
的
な
洞
察
を
そ
の
核
と
す
る

「
哲
学
的philosophisch

」
と
い
う
語
の
対
立
項
で
あ
り
、
実
証
科
学
を
代
表
と
す
る
「
自
然
主
義
的
認
識
論
」
が
も
つ
素
朴
性
に
纏
わ

る
誤
謬
を
批
判
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
「
独
断
的
」
と
い
う
失
敗
を
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
ま
た
こ
こ
で
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
⑶
。
本
論
で
は
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

論
述
の
手
続
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、『
危
機
』
書
に
お
け
る
哲
学
の
目
的
論
を
概
観
す
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
存
在
全

体
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
人
間
性
の
危
機
を
克
服
す
る

た
め
に
、
理
性
批
判
を
通
じ
て
人
間
の
理
性
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す
と
い
う
意
味
で
の
理
性
へ
の
信
を
回
復
す
る
こ
と
が
『
危
機
』
書
の

課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
（
１.

）。
次
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
み
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
生
を
目
的
論
と
い

う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
私
た
ち
が
宗
教
的
地
盤
と
理
性
的
・
哲
学
的
地
盤
と
い
う
二
種
類
の
地
盤
に
根
ざ
し
た
生
に
応

じ
て
二
通
り
の
神
の
在
り
方
を
認
識
す
る
こ
と
、
そ
し
て
後
者
の
生
に
お
い
て
初
め
て
私
た
ち
に
認
識
さ
れ
る
神
の
在
り
方
が
絶
対
的
な

ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
神
と
い
う
理
念
で
あ
り
、
こ
の
理
念
を
テ
ロ
ス
と
し
て
持
つ
学
が
「
変
貌
し
た
現
象
学
と
し
て
の
形
而
上

学
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
２.

）。
続
く
３.

で
は
、
こ
の
際
立
っ
た
意
味
で
の
形
而
上
学
の
学
問
性
格
を
問
う
。
そ
こ
で
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は
、
こ
の
形
而
上
学
が
、
超
越
論
的
現
象
学
に
よ
っ
て
初
め
て
開
示
さ
れ
る
自
然
的
態
度
の
素
朴
性
と
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
営
為
に

固
有
の
素
朴
性
と
い
う
二
通
り
の
超
越
論
的
素
朴
性
を
克
服
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
神
を
目
指
す

学
で
あ
る
こ
と
を
み
る
。
最
後
に
、
３.

で
論
じ
た
現
象
学
的
形
而
上
学
に
固
有
の
学
問
性
格
を
基
に
、『
危
機
』
書
に
お
け
る
理
性
の

目
的
論
を
通
じ
て
私
た
ち
に
提
起
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
が
た
ん
な
る
独
断
的
な
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
た
し
か
に
独

断
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
超
越
論
的
な
理
性
批
判
に
よ
る
哲
学
的
な
生
を
選
択
す
る
か
否
か
と
い
う
問
い
へ
と
私
た
ち

を
導
く
た
め
の
実
存
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
問
い
に
対
し
て
然
り
と
答
え
る
こ
と
か
ら
新
た
な
哲
学
的
な
生
が
開
始

さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
に
先
立
つ
独
断
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
４.

）。

１.

哲
学
の
目
的
論
と
そ
の
課
題

ま
ず
、『
危
機
』
書
に
お
け
る
哲
学
の
目
的
論
と
そ
の
課
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
周
知
の
通
り
、『
危
機
』
書
に
は
、「
現
象
学
的

哲
学
入
門
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、『
危
機
』
書
に
お
け
る
「
現
象
学
的
哲
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
哲
学
な
の
だ
ろ

う
か
。

「
私
た
ち
の
文
化
の
危
機
」
と
「
そ
の
危
機
に
つ
い
て
の
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
学
問
の
役
割
」
と
を
再
考
す
る
こ
と
が
『
危
機
』

書
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
課
題
を
、
危
機
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
「
人
間
の
存
在
全
体
に
意
味
が
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
「
理
性
的
な
洞
察
に
基
づ
い
て
解
答
」
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（vgl.
V

I,
3

f.

）。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
課
題
は
「
理
性
の
問
題
」（V

I,
7

）
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
理
性
」
と
は
、「『
絶
対
的
に
』、『
永
遠
に
』、『
超
時
間
的
に
』、『
無
条
件
に
』
妥
当
す
る
理
念
お
よ
び
理
想
に
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対
す
る
名
称
」（ebd.

）
の
こ
と
で
あ
る
。『
危
機
』
書
は
、
こ
の
よ
う
な
理
念
や
理
想
に
対
す
る
名
称
と
し
て
の
理
性
批
判
の
試
み
に
他

な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
問
題
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
の
が
、「
私
た
ち
の
文
化
の
危
機
」
の
真
の
原
因
と
し
て
の
哲
学
の
危
機
で
あ
る
。

「
哲
学
の
危
機
と
は
、
…
…
諸
学
問
の
危
機
で
あ
り
、〔
さ
ら
に
は
〕
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
そ
の
も
の
の
危
機
」（V

I,
10

）
で
あ
る
。

こ
の
危
機
は
、「
古
代
の
人
々
が
ド
ク
サ
に
対
立
さ
せ
た
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
同
じ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
『
理
性
』
へ
の
信
が
崩
壊
す
る

こ
とZ

usam
m

enbruch
des

G
laubens

an
die

,,V
ernunft”

」（ebd.

）
に
由
来
す
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
普
通
の
や
り
方
と
は
異

な
る
哲
学
の
歴
史
的
回
顧
と
と
も
に
な
さ
れ
る
理
性
批
判
を
通
じ
て
こ
の
理
性
へ
の
信
の
回
復
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

で
は
こ
の
理
性
へ
の
信
の
回
復
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
た
だ
「
己
れ
の
真
理
を
獲
得
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
己
れ

を
真
な
る
も
の
に
す
る
た
め
の
戦
闘
と
い
う
形
式
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
理
性
へ
の
信
の
崩
壊
は
、
同
時
に
「
人
間
が

『
己
れ
自
身
へ
のan

sich
selbst

』
信
を
失
う
こ
と
で
あ
り
、
己
れ
に
と
っ
て
真
な
る
存
在
へ
の
信
を
失
う
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら

だ
。
こ
の
戦
闘
は
、
具
体
的
に
は
、「
自
明selbstverständlich

」
な
も
の
を
問
題
に
し
つ
つ
、
己
れ
に
と
っ
て
真
な
る
存
在
へ
の
信
を
崩

壊
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
「
懐
疑
」
と
の
戦
闘
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
（vgl.

V
I,

11
ff.

）。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
戦
闘
に
勝
利
し
、
成
功

を
収
め
た
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
理
性
へ
の
信
頼
を
回
復
さ
せ
、
己
れ
自
身
と
己
れ
に
と
っ
て
の
真
な
る
存
在
へ
の
信
を
取
り

戻
し
、
そ
れ
と
と
も
に
真
正
の
人
間
性
の
意
味
を
明
確
な
仕
方
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
に

は
、
先
の
「
人
間
の
存
在
全
体
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、「
理
性
的
な
洞
察
に
基
づ
い

て
解
答
」
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
危
機
』
書
に
お
け
る
現
象
学
的
哲
学
と
は
、
理
性
批
判
と
と
も
に
、
理
性
へ
の
信
と
私
た
ち
に
と
っ
て
の
真
正

の
人
間
性
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指
す
哲
学
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
理
性
へ
の

信
の
回
復
お
よ
び
真
正
の
人
間
性
の
獲
得
は
、
あ
く
ま
で
も
「
一
つ
の
究
極
的
に
妥
当
す
る
真
理
」（V

I,
269

）
に
向
か
っ
て
そ
の
つ
ど
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無
限
に
己
れ
の
生
を
選
択
し
て
い
く
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
戦
闘
は
「
無
限
の
前
進
の
う

ち
に
あ
るin

unendlichem
Progreß

sein

」（V
I,

275

）、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
不
断
の
戦
闘
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
論
述
に
基
づ
い
て
『
危
機
』
書
に
お
け
る
哲
学
の
目
的
論
の
課
題
を
先
鋭
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
に

「
固
有
の
テ
ロ
ス
」（V

I,
13

）
と
し
て
の
「
一
つ
の
究
極
的
に
妥
当
す
る
真
理
」
と
は
何
か
（
第
一
の
問
い
）、
と
。

『
危
機
』
書
で
は
、
自
明
な
も
の
と
し
て
の
理
性
に
向
け
ら
れ
る
批
判
が
哲
学
の
目
的
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
哲
学
の
目
的
論
と
は
、

「
哲
学
、
と
り
わ
け
近
代
哲
学
の
歴
史
的
な
生
成
に
お
け
る
目
的
論
」（V

I,
71

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
論
は
二
つ
の
側
面
を
も

つ
。
一
方
は
哲
学
（
学
問
）
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
哲
学
者
（
人
間
）
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
本
論
の
は
じ
め
に
で
述
べ
た
テ
ー
ゼ
は
、
哲
学
の
目
的
論
が
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
か
ら
捉
ら
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
提
起
さ
れ
る
。

ま
ず
哲
学
（
学
問
）
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
目
的
論
は
「
理
性
が
潜
在
的latent

な
状
態
か
ら
明
白
に
な
る
無
限
の
運
動
」
で
あ

り
、「
普
遍
的
で
、
人
間
性
そ
の
も
の
に
『
固
有
で
あ
るeingeboren

』
理
性
が
明
白
に
な
る
歴
史
的
な
運
動
」
と
表
現
さ
れ
る
（vgl.

V
I,

13
f.

）。
他
方
、
哲
学
者
（
人
間
）
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
私
た
ち
こ
そ
が
「
そ
の
〔
目
的
論
の
〕
担
い
手T

räger

と
し
て
、
己
れ
自

身
の
意
志
に
お
い
て
、
そ
れ
〔
目
的
論
〕
を
共
に
遂
行
す
る
者
」（V

I,
71

）
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、「
潜
在
的
な
理
性
を
そ
の
諸

可
能
性
の
自
己
理
解
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
真
の
可
能
性
と
し
て
、
形
而
上
学
の
可
能
性
を
洞
察
的
な
も
の
に
す

る
こ
と
」（V

I,
13

）
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
理
性
に
潜
在
的
に
備
わ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
に
関
す
る
可

能
性
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
、
超
越
論
的
現
象
学
の
知
見
を
踏
ま
え
て
言
い
換
え
れ
ば
、
日
常
の
生
に
お
い
て
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
機
能
し

て
い
る
理
性
の
働
き
と
し
て
の
超
越
論
的
主
観
性
を
解
明
す
る
こ
と
を
形
而
上
学
の
為
す
べ
き
仕
事
と
考
え
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ

の
意
味
で
の
形
而
上
学
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
「
普
遍
哲
学
」（ebd.
）
と
同
義
と
み
な
し
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
哲
学
の
歴
史
を
考
察
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
こ
の
哲
学
の
目
的
論
と
そ
の
課
題
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を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
あ
る
。「
私
た
ち
は
、
…
…
学
的
なw

issenschaftlich

、
あ
る
い
は
前
学
問
的
な
『
世
界
観
』
…
…
の
批
判
か

ら
で
は
な
く
、
た
だ
歴
史
の
、
そ
れ
も
私
た
ち
の
歴
史
の
全
統
一
の
批
判
的
理
解
か
ら
だ
け
」（V

I,
72

）
こ
の
目
的
論
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
批
判
的
理
解
か
ら
の
み
、「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
誕
生
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
に
と
っ
て
の
固
有

の
テ
ロ
ス
」（V

I,
13

）
に
な
っ
た
「
哲
学
的
な
理
性
に
基
づ
く
人
間M

enschentum

で
あ
ろ
う
と
意
欲
し
、
ひ
た
す
ら
そ
の
よ
う
な
人

間
で
あ
ろ
う
と
す
る
」（ebd.

）
と
い
う
、
私
た
ち
が
引
き
受
け
る
べ
き
課
題
も
理
解
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
哲
学
的
な
理
性
に
基
づ
く
人
間
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
己
れ
自
身
に
、
己
れ
の
生
全
体
に
、
純
粋
理
性
に
基
づ
く
規
則

を
、
哲
学
に
基
づ
く
規
則
を
自
由
に
与
え
る
」（V

I,
5

）
の
こ
と
が
で
き
る
人
間
、「
自
由
な
理
性
に
お
い
て
、
洞
察
的
な
仕
方
で
己
れ

を
形
成
す
る
者
」（V

I,
6

）
の
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
理
性
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
を
洞
察
的
に
基
礎
づ
け
、
規
範
化
す
る
た
め

に
、
ま
ず
理
性
へ
の
信
を
回
復
す
る
こ
と
が
こ
の
哲
学
の
目
的
論
の
眼
目
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
哲
学
の
目
的
論
は
理
性
の
目
的
論

と
も
呼
ば
れ
る
。

２.
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
文
化
生
の
二
つ
の
地
盤
に
つ
い
て
│
│
宗
教
の
目
的
論
と
理
性
の
目
的
論
│
│

し
か
し
、
た
と
え
こ
の
理
性
批
判
に
基
づ
く
理
性
へ
の
信
の
回
復
と
い
う
眼
目
に
は
同
意
で
き
る
と
し
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
理
性
の

目
的
論
の
テ
ー
ゼ
そ
の
も
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
独
断
的
な
テ
ー
ゼ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
本
論
の
主
導
的
問
い
に
つ
い
て
考

察
す
る
た
め
に
、
前
節
１.

で
先
鋭
化
し
た
第
一
の
問
い
に
も
う
一
つ
問
い
を
追
加
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
な
ぜ
古
代
ギ
リ

シ
ア
に
始
ま
る
普
遍
哲
学
を
「
形
而
上
学
」
と
表
現
す
る
の
か
（
第
二
の
問
い
）、
と
。
以
下
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
性
の
目
的
論
に
つ
い

て
『
危
機
』
書
と
は
別
の
草
稿
を
手
引
き
に
し
て
こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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こ
こ
で
取
り
上
げ
る
草
稿
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
４２
巻
『
現
象
学
の
限
界
問
題
』（
二
〇
一
四
年
）
に
収
め
ら
れ
た
一
八
番
（S.

228−

235
）
と
一
九
番
（S.

248−
251

）
の
草
稿
で
あ
る
。「
宗
教
的
目
的
論
と
理
性
の
目
的
論
。
近
代
に
お
け
る
宗
教
に
媒
介
さ
れ
た
地
盤
に

根
ざ
し
て
い
る
こ
と
の
減
少
と
自
然
科
学
的
な
世
界
考
察
の
増
大
。
実
存
哲
学
と
新
た
な
形
而
上
学
に
よ
る
新
た
な
地
盤
に
根
ざ
し
て
い

る
こ
と
」
と
い
う
編
者
に
よ
る
表
題
を
も
つ
一
八
番
草
稿
は
、「
一
九
三
四
年
頃
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
絶
対
的
目
的
論
」

と
い
う
同
じ
く
編
者
に
よ
る
表
題
を
も
つ
一
九
番
草
稿
も
「
一
九
三
四
年
半
ば
頃
」
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
執
筆
年
代

か
ら
も
、
ま
た
そ
の
内
容
か
ら
も
こ
の
二
つ
の
草
稿
は
『
危
機
』
書
に
お
け
る
理
性
の
目
的
論
と
密
接
に
関
係
す
る
草
稿
で
あ
る
。

ま
ず
一
八
番
草
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
生
が
根
ざ
し
て
き
た
二
つ
の
「
地
盤B

oden

」
が
記
述
さ
れ
る
。
そ
の
二
つ
の
地
盤

と
は
宗
教
的
地
盤
と
理
性
的
（
哲
学
的
）
地
盤
で
あ
る
。「
素
朴
に
地
盤
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
と
は
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
信
で
あ

るN
aive

B
odenständigkeit

ist
im

w
eitesten

Sinn
G

laube

」。
こ
の
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
の
信
か
ら
「
宗
教
へ
の
信
〔
仰
〕」
に
根

ざ
し
た
生
と
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
学
問
に
由
来
す
る
…
…
理
性
へ
の
信
」
に
根
ざ
し
た
生
が
生
じ
て
く
る
（vgl.

X
L

II,
228

f.

）。

前
者
の
生
は
「
宗
教
的
な
主
観
と
し
て
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
で
」
そ
の
者
に
対
し
て
「
い
つ
で
もständig

」
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界

に
お
け
る
生
で
あ
る
。

人
は
信
仰
す
る
こ
と
の
う
ち
で
生
き
て
い
るD

er
M

ensch
lebt

im
G

lauben

。
ま
さ
に
そ
の
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
者
は
世
界
の

な
か
で
生
き
て
い
る
、
そ
の
者
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
を
持
ち
、
そ
の
者
が
宗
教
的
な
主
観
と
し
て
そ
れ
〔
世
界
〕
に
応
答
す
る
か

ぎ
り
で
恒
常
的
に
然
り
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
世
界
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
と
と
も
に
、
相
関
的
な
仕
方
で
そ
の
生

は
、
そ
の
現
存
在
は
、
そ
の
世
界
の
な
か
で
そ
の
者
自
身
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
を
も
つ
（X

L
II,

228

）。
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こ
の
生
に
お
け
る
人
間
と
世
界
の
意
味
は
い
ず
れ
も
「
唯
一
の
神
」（X

L
II,

230

）
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
「
神
の
力civitas

dei

」

（X
L

II,
234

）
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
生
の
な
か
で
人
間
は
、
被
造
物
と
し
て
の
己
れ
自
身
と
世
界
の
有
限
性

と
そ
れ
に
対
す
る
創
造
主
と
し
て
の
神
の
無
限
性
と
を
端
的
に
知
る
。
し
か
し
、
不
完
全
な
も
の
と
し
て
の
人
間
の
そ
の
知
は
、
無
限
性

と
し
て
の
神
を
完
全
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ

う
し
た
宗
教
へ
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
生
の
勢
力
が
近
代
に
お
い
て
弱
ま
り
、
そ
の
代
わ
り
に
も
う
一
方
の
生
で
あ
る
理
性
へ
の
信
に
根
ざ

し
た
生
が
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

で
は
理
性
へ
の
信
に
根
ざ
し
た
生
と
は
ど
の
よ
う
な
生
な
の
か
。
理
性
へ
の
信
と
は
「
自
律
的
理
性
へ
の
信
、
純
粋
に
己
れ
自
身
か
ら

の
、
反
省
的
な
普
遍
的
省
察
と
そ
の
省
察
に
お
け
る
自
己
規
範
化
と
し
て
│
│
学
的
な
省
察
と
学
問
と
し
て
│
│
人
間
に
対
し
て
真
正
の

人
間
性
に
お
け
る
真
正
の
現
存
在
〔
で
あ
る
こ
と
〕
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
律
的
理
性
へ
の

信
」（X

L
II,

229

）
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
自
律
的
理
性
へ
の
信
に
根
ざ
し
た
生
は
、
別
の
仕
方
で
神
の
無
限
性
を
知
る
と
い
う
点
か
ら
、
宗
教
へ
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
生
か

ら
区
別
さ
れ
る
。
宗
教
へ
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
生
に
お
い
て
私
た
ち
は
、〈
有
限
性
と
不
完
全
性
と
を
そ
の
本
性
と
す
る
被
造
物
と
し
て

の
人
間
と
世
界
に
対
し
て
、
無
限
性
と
完
全
性
と
を
そ
の
本
性
と
す
る
創
造
主
と
し
て
の
神
〉
を
知
る
。
宗
教
に
根
ざ
し
た
生
で
は
、
こ

の
創
造
主
と
し
て
の
神
が
人
間
と
世
界
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
究
極
目
的
（
テ
ロ
ス
）
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
律
的
理
性
へ
の
信

に
根
ざ
し
た
生
に
お
い
て
私
た
ち
は
、〈
絶
対
的
な
理
性
の
具
現
者
と
い
う
意
味
で
無
限
な
る
も
の
で
あ
る
神
〉
を
知
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
後
に
『
危
機
』
書
の
核
の
一
つ
に
な
る
ウ
ィ
ー
ン
講
演
（
一
九
三
五
年
）
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
〔
神
と
い
う
概
念
〕
で
い
ま
や
、
こ
の
〔
神
の
〕
絶
対
性
と
哲
学
的
理
念
性
が
も
つ
そ
れ
〔
絶
対
性
〕
と
の
容
易
に
理
解
で
き
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る
融
合
が
生
じ
る
。
哲
学
か
ら
出
発
す
る
普
遍
的
な
理
念
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
神
は
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
化logifizieren

さ
れ
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手T

räger
des

absoluten
L

ogos

と
さ
れ
る
（V

I,
335

）。

「
自
律
的
な
普
遍
学
は
存
在
の
無
限
性
を
発
見
し
た
。
全
体
性
に
お
け
る
こ
れ
〔
存
在
の
無
限
性
〕
が
そ
の
主
題
的
領
野
で
あ
る
。
こ
の

領
野
は
理
論
的
な
理
性
人
間theoretisch

vernunftm
enschlich

の
領
野
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
人
間
の
理
性
実
践
」
の
領
野
で

も
あ
る
。
こ
の
領
野
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
生
の
も
う
一
つ
の
「
自
明
性
に
お
け
る
地
盤
」
と
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、

こ
の
存
在
の
無
限
性
は
、「
そ
う
は
言
っ
て
も
無
限
の
も
の
へ
の
前
進
の
な
か
で
の
み
完
全
に
『
認
識
可
能
』」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（vgl.

X
L

II,
229

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
の
こ
の
「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
」
と
し
て
の
神
は
、
制
限
さ
れ

た
仕
方
で
し
か
理
性
を
発
揮
で
き
な
い
人
間
が
無
限
の
彼
方
に
見
出
す
理
念
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間
理
性
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
前
進
す
べ

き
全
き
理
性
の
極
と
し
て
の
理
念
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
先
に
提
起
し
た
二
つ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
哲
学
に
固
有
の
テ
ロ
ス
と
し
て
の
「
一
つ
の
究
極
的
に
妥
当

す
る
真
理
」
と
は
何
か
、
と
い
う
第
一
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
こ
う
だ
。
そ
れ
は
、
理
性
へ
の
信
に
根
ざ
し
た
生
に
お
い
て
初
め
て
明

確
な
仕
方
で
私
た
ち
に
現
れ
る
、
完
全
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
神
、「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
」
と
し
て
在
る
神
の
こ
と
で
あ

る
、
と
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
な
ぜ
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
始
ま
る
普
遍
哲
学
を
「
形
而
上
学
」
と
表
現
す
る
の
か
、
と
い

う
第
二
の
問
い
に
対
す
る
答
え
も
導
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
へ
の
信
に
根
ざ
し
て
当
該
の
理
性
を
批
判
的
に
問
題
に
す
る
哲
学
は

こ
の
「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
」
と
し
て
の
神
を
そ
の
唯
一
の
理
念
と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
、
と
⑷
。

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
生
が
根
ざ
し
て
い
る
二
つ
の
地
盤
と
そ
の
地
盤
に
根
ざ
し
た
生
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
フ

ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
自
問
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
生
に
対
す
る
現
象
学
の
役
割
は
何
か
、
と
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
簡
潔
な
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答
え
は
こ
う
だ
。「
哲
学
の
道
は
素
朴
性
を
踏
み
越
え
て
い
くD

er
W

eg
der

Philosophie
geht

über
die

N
aivität

」（V
I,

339

）、
と
。

現
象
学
者
は
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
生
が
根
ざ
し
て
い
る
二
つ
の
地
盤
を
素
朴
に
定
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
在
り
方
と
意

味
に
批
判
の
目
を
向
け
ね
ば
ら
な
い
。「
私
、
現
象
学
的
注
視
者
、
学
者
、
す
べ
て
の
運
命
的
な
も
の
を
と
も
な
っ
た
人
間
性
と
し
て
の

人
間
、
そ
の
歴
史
、
文
化
、
宗
教
、
地
盤
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
と
地
盤
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
そ
の
神
聖
さ
の
程
度
、
救
済
者
、
神
、

そ
し
て
ま
た
唯
一
の
世
界
神W

eltgott

、
こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
み
な
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
な
の
か
」（X

L
II,

232

）。
い
や
そ
う
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
現
象
学
的
注
視
者
の
『
世
界
現
象
』
に
属
す
る
」（X

L
II,

233

）
事
柄
に
他
な
ら
ず
、
現
象
学
者
と
し
て

の
私
が
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
理
性
の
目
的
論
と
い
う
脈
絡
に
お
い
て
、
現
象
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
生
が
根
ざ
し
て
き
た
地
盤
を
問
い
直
す
た

め
の
学
と
し
て
示
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
現
象
学
を「
変
貌
し
た
現
象
学
と
し
て
の
形
而
上
学M

etaphysik
als

eine
verw

andelte

Phänom
enologie

」（X
L

II,
235

）
と
呼
び
、
こ
の
意
味
で
の
現
象
学
が
私
た
ち
に
「
新
た
な
地
盤
に
根
ざ
す
こ
と
を
用
立
て
る
」（ebd.

）

も
の
で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
変
貌
し
た
現
象
学
で
あ
る
現
象
学
的
形
而
上
学
と
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
の
か
⑸
、

ま
た
そ
れ
が
私
た
ち
に
用
立
て
る
新
た
な
地
盤
と
は
何
な
の
か
。
一
九
番
草
稿
を
手
引
き
に
考
え
て
み
よ
う
。

３.

現
象
学
的
形
而
上
学

一
九
番
草
稿
に
お
い
て
、
超
越
論
的
現
象
学
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
が
登
場
す
る
以
前
に
、
理

性
へ
の
信
に
根
ざ
し
た
生
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
自
律
的
な
理
論
と
し
て
の
学
問
と
実
践
的
自
律
の
規
範
と
し
て
の
学
問

は
拒
絶
」
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
素
朴
で
あ
る
と
み
る
。
な
る
ほ
ど
「
ギ
リ
シ
ア
的
な
自
律
的
学
問
に
由
来
す
る
文
化
と
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し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
破
産
は
目
的
論
的
に
必
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
」。
し
か
し
、
そ
れ
は
突
破
さ
れ
る
べ
き
素
朴
性
で
あ
る
「
超

越
論
的
素
朴
性
」
を
正
し
く
理
解
す
る
方
法
│
│
こ
の
方
法
こ
そ
超
越
論
的
現
象
学
で
あ
る
の
だ
が
│
│
が
欠
け
て
い
た
限
り
で
必
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。「
超
越
論
的
現
象
学
は
完
全
な
仕
方
で
見
抜
か
れ
た
自
己
理
解
と
世
界
理
解
の
た
め
の
必
然
的
な
道
と
し

て
理
解
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
特
徴
は
、「
絶
対
的
な
『
先
入
見
の
な
い
』
方
法
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
歩
み
全
体
は
、「
無
限
な
も
の
へ
と
前
進
し
続
け
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
現
実
化
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
（vgl.

X
L

II,
249

）。

こ
の
無
限
な
も
の
へ
と
前
進
し
続
け
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
現
実
化
さ
れ
た
超
越
論
的
現
象
学
は
「
素
朴
性
を
克
服
す
る
。
し
か
し
そ

の
素
朴
性
は
、〔
現
象
学
に
よ
っ
て
〕
そ
の
す
べ
て
の
真
正
の
明
証
性
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
」（X

L
II,

249

）。
こ
の
現
象
学
に
よ
る

素
朴
性
の
克
服
と
正
当
化
は
、
第
一
に
「
実
証
科
学positive

W
issenschaft

」（ebd.

）
へ
の
批
判
と
し
て
、
そ
し
て
第
二
に
、「
実
証
宗

教positive
R

eligion

」（X
L

II,
254

）、「
素
朴
な
宗
教
的
生
」（X

L
II,

249

）
へ
の
批
判
と
し
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
前
節
の
最
後
で
み
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
、
現
象
学
的
注
視
者
と
し
て
の
私
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
批
判
的
反
省
と
し
て
、「
超

越
論
的
生
の
全
体
性
」（ebd.

）
に
固
有
の
素
朴
性
に
対
す
る
批
判
も
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
現
象
学
は
二
通
り
の
意
味
で

超
越
論
的
素
朴
性
を
克
服
し
、
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
の
意
味
と
し
て
、「
客
観
主
義
」
な
い
し
「
自
然
主
義
」
的
な
世
界
の
見
方
が
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
克

服
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
る
自
然
的
態
度
か
ら
超
越
論
的
態
度
へ
の
態
度
変
更
と
と
も
に
、
超
越
論
的
主
観
性
の
解

明
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
意
味
と
し
て
、「
無
限
な
も
の
へ
と
可
動
し
て
い
く
意
味
付
与
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
主

観
性
」
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
批
判
的
に
検
討
し
正
当
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
（vgl.

X
L

II,
249

）。
た
し
か
に
私
た
ち
は
現
象
学

的
還
元
に
よ
っ
て
超
越
論
的
現
象
学
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
も
し
私
た
ち
が
こ
の
超
越
論
的
現
象
学
に
い

わ
ば
漫
然
と
し
た
仕
方
で
従
事
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
超
越
論
的
現
象
学
に
固
有
の
素
朴
性
を
問
わ
な
い
ま
ま
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
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危
険
が
残
る
。
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
現
象
学
の
現
象
学
」
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
こ
の
危
険
性
に
気
づ

い
て
い
た
こ
と
を
示
す
証
左
で
あ
る
⑹
。

で
は
、
こ
の
二
通
り
の
意
味
で
の
超
越
論
的
素
朴
性
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
い
何
が
新
た
な
地
盤
と
し
て
私
た
ち
に
用

立
て
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
答
え
は
こ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
私
た
ち
は
「
新
し
い
超
世
界
〈
的
な
意
味
〉〔
編
者
に
よ
る

補
足
〕、
超
人
間
的
な
意
味
、
超
超
越
論
的
主
観
的
なübertranszendental

subjektiv

意
味
で
の
絶
対
的
な
も
の
と
い
う
理
念
を
、
絶
対

的
に
理
想
的
な
極
理
念
と
し
て
」
獲
得
す
る
の
だ
、
と
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
獲
得
さ
れ
る
「
絶
対
的
な
も
の
と
い
う
理
念
」
を
す
で

に
み
た
「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
」
と
端
的
に
呼
び
換
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、「
超
越
論
的
学
問
性
と
い
う
全
く
新
し
い
学
問
性
」

（V
I,

70

）
と
い
う
学
問
性
格
を
持
ち
、
最
終
的
に
は
超
越
論
的
生
の
全
体
性
に
纏
わ
る
二
通
り
の
素
朴
性
の
克
服
と
正
当
化
を
目
指
す

超
越
論
的
現
象
学
こ
そ
「
絶
対
的
目
的
論
」
と
し
て
「
変
貌
し
た
現
象
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
に
他
な
ら
な
い
（vgl.

X
L

II,
249

f.

）。

４.
実
存
的
な
意
志
決
断
の
問
い
と
と
も
に
開
始
さ
れ
る
現
象
学
的
形
而
上
学

し
か
し
、
こ
の
形
而
上
学
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
超
超
越
論
的
主
観
的
な
意
味
で
の
絶
対
的
な
も
の

と
い
う
理
念
」
は
実
際
い
か
な
る
仕
方
で
獲
得
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
彼
自
身
の
命
脈
が
尽
き
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
完
全
な
仕
方
で
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
の
現
象
学
的
形
而
上
学

が
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
実
存
的
な
選
択
と
決
断
に
委
ね
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、『
危
機
』
書
の
記
述
に
立
ち
戻
っ
て
明

ら
か
に
し
た
い
。
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こ
こ
で
の
重
要
な
手
引
き
は
谷
徹
に
よ
る
次
の
指
摘
の
う
ち
に
あ
る
。
谷
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
形
而
上
学
」
に
は
本
論
で
明
ら
か
に

し
た
「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
」
と
し
て
の
神
を
そ
の
理
念
と
し
て
持
つ
学
と
い
う
意
味
に
加
え
て
さ
ら
に
別
の
含
意
が
あ
る
、
と

述
べ
て
い
る
。

晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
新
た
な
意
味
で
の
「
形
而
上
学
」
を
構
想
し
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
語
法
で
は
「
形
而
上
学
」
は
、

「
事
実
」
を
扱
う
。
し
か
し
、
通
常
の
「
事
実
」
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
で
あ
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
本
質
」
に
よ
っ
て
可
能
性
の

枠
組
み
を
決
め
ら
れ
て
い
る
。
…
…
「
事
実
」
は
「
本
質
」
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。「
本
質
」
に
反
す
る
も
の
は
「
事
実
」

と
し
て
成
立
で
き
な
い
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
本
質
」
に
さ
え
先
行
す
る
「
事
実
」
を
見
出
し
た
（vgl.

H
ua

X
V

S.
385

）。
そ
れ
は
、
典
型
的
に
は
、
超
越
論
的
自
我
の
「
事
実
」
で
あ
る
。
超
越
論
的
自
我
が
「
事
実
」
と
し
て
存
在
し

て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
本
質
」
な
ど
問
題
に
な
り
よ
う
が
な
い
。
そ
う
い
う
特
別
な
事
実
は
「
原
事
実
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ

う
し
た
「
原
事
実
」
を
問
う
、
新
た
な
意
味
で
の
「
形
而
上
学
」
が
要
求
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
⑺
。

谷
は
こ
の
新
た
な
意
味
で
の
「
形
而
上
学
」
の
問
題
の
な
か
に
人
間
と
し
て
の
私
の
在
り
方
を
問
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、「
こ
の
『
我
あ
り
』
は
、
そ
れ
を
語
る
私
に
と
っ
て
、
…
…
私
の
世
界
の
志
向
的
な
原
根
拠
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
、

私
が
持
ち
こ
た
え
る
べ
き
原
事
実
、
哲
学
者
と
し
て
の
私
が
一
瞬
た
り
と
も
目
を
そ
ら
し
て
は
な
ら
ぬ
原
事
実
で
あ
る
」（H

ua

X
V

II,
S.

243
f.

）。「
我
あ
り
」
は
「
形
而
上
学
」
の
問
題
な
の
で
あ
る
（
同
上
書
、
六
六
八
頁
）。
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周
知
の
通
り
、『
危
機
』
書
の
な
か
で
集
中
的
に
取
り
扱
わ
れ
た
問
題
の
一
つ
が
「
人
間
的
主
観
性
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
で
あ
っ
た

（vgl.
V

I,
155

f.

）。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
こ
の
世
界
の
中
で
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
個
別
具
体
的
な
私
が
、
同
時
に
超
越
論
的

主
観
性
の
機
能
主
体
と
し
て
の
超
越
論
的
エ
ゴ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
超
越
論
的
現
象
学
を
一
度
で
も
遂
行
し
た
者
で
な
け
れ
ば
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
問

題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
た
と
え
超
越
論
的
現
象
学
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
降
も
う
二
度
と
超
越
論
的
現
象
学

に
従
事
す
る
つ
も
り
が
な
い
者
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
そ
れ
自
体

と
し
て
、
初
め
か
ら
万
人
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
ま
さ
に
私
の
焦
眉
の
問
題
と
し
て
立
ち

現
れ
て
く
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
あ
る
意
志
決
断
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
己
れ
の
生
に
お
い
て
、
超
越
論
的
現
象

学
に
基
づ
く
生
を
歩
み
続
け
る
か
否
か
と
い
う
意
志
決
断
が
要
求
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
危
機
』
書
の
な
か
で
、
こ
の
意
志
決
断
が

私
の
実
存
に
と
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
現
象
学
者
が
原
事
実
と
し
て
問
題
に
す
る
場
合
の
〈
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
〉
に
と
っ
て
極
め
て

重
大
な
決
断
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
現
象
学
以
前
と
以
後
で
は
、
私
と
世
界
と
の
関
係
が
、
こ
の
世
界
の
中
で
生

き
て
い
る
私
の
在
り
方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
い
っ
そ
う
具
体
的
に
言
え
ば
、
現
象
学
者
が
問
う
原
事
実
と
し
て
の
私
の

在
り
方
と
は
、
現
象
学
以
前
に
は
決
し
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
、
現
象
学
者
に
よ
っ
て
し
か
自
覚
さ
れ
え
な
い
、
超
越
論
的
主
観
性

の
機
能
主
体
と
し
て
世
界
の
存
在
と
意
味
に
対
す
る
責
任
を
も
つ
一
人
の
人
間
と
し
て
の
私
の
在
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
私
の
在
り
方
の
根
本
的
変
化
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
人
類
そ
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
最
も
偉
大
な
実
存
の
変
化
」
と
表
現

し
て
い
る
。

〔
超
越
論
的
現
象
学
は
〕
本
質
的
に
、
完
全
な
人
格
の
変
化
を
達
成
す
る
よ
う
に
召
命
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
さ
し
あ
た
り
、
宗
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教
的
回
心
と
も
比
べ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
越
え
て
、
人
類
そ
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
最

も
偉
大
な
実
存
の
変
化
と
い
う
意
味
さ
え
も
内
蔵
し
て
い
る
（V

I,
140

）。

こ
れ
に
関
し
て
、
先
に
取
り
上
げ
た
一
八
番
草
稿
の
な
か
で
「
変
貌
し
た
現
象
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
現
象
学
的
還
元
に

つ
い
て
論
じ
る
際
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
名
と
と
も
に
実
存
哲
学
に
言
及
し
つ
つ
、
現
象
学
的
形
而
上
学
が
実
存
哲
学
へ

と
改
鋳
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

〔
超
越
論
的
素
朴
性
を
克
服
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
と
と
も
に
な
さ
れ
る
〕「
自
然
か
ら
」
…
…
エ
ゴ
へ
の

向
け
変
え
、
神
の
前
で
の
か
の
自
己
責
任
を
も
つ
エ
ゴ
へ
の
向
け
変
え
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま

に
変
貌
し
つ
つ
実
存
哲
学
へ
と
通
じ
て
い
る
（X

L
II,

234

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
結
び
つ
き
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
哲
学
を
神
と
の
関
係
に
お
け
る
私

の
責
任
に
根
ざ
し
た
哲
学
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
神
と
は
、
宗
教
へ
の
信
仰
に
根
ざ
し
た
生
に
お
け
る
意
味
で
の
神
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
理
性
へ
の
信
に
根
ざ
し
た
生
に
お
け
る
「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
」
と
し
て
在
る
神
の
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら

二
つ
の
意
味
で
の
神
を
前
に
し
た
自
己
責
任
を
自
覚
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
超
越
論
的
現
象
学
（
現
象
学
的
形
而
上
学
）
が
実
存
哲
学
へ

と
変
貌
す
る
鍵
な
の
で
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
超
越
論
的
現
象
学
が
完
全
な
人
格
の
変
化
を
達
成
す
る
よ
う
に
召
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
宗
教
的
回
心
以
上
の
、
人
間

に
と
っ
て
最
も
偉
大
な
実
存
の
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
の
余
地
の
な
い
事
実
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
超
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越
論
的
現
象
学
が
本
当
に
そ
の
よ
う
な
実
存
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
た
め
の
力
を
有
す
る
か
否
か
は
、
超
越
論
的
現
象
学
が
完
成
し
た
後

で
な
け
れ
ば
判
定
不
可
能
な
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
論
的
現
象
学
は
、「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い

手
」
と
し
て
の
神
を
そ
の
理
念
と
し
て
持
つ
限
り
、
無
限
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
を
一
歩
一
歩
前
進
し
続
け
る
不
断
の
戦
闘
で
し
か
あ
り
え

な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。

〔
理
性
の
目
的
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
〕
歴
史
的
な
遡
行
的
省
察
は
、
…
…
歴
史
的
存
在
者
と
し
て
、
存
在
す
る
者
と
し
て
、
人
が

本
来
的
に
目
指
し
て
い
る
自
明
な
も
の
へ
と
向
か
う
最
も
深
い
自
己
省
察
で
あ
る
。
そ
の
自
己
省
察
は
決
断
の
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
…
…
か
の
歴
史
的
自
己
省
察
か
ら
い
ま
理
解
さ
れ
、
解
明
さ
れ
た
課
題
を
続
行
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（V

I,
74

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
理
性
の
目
的
論
を
通
じ
て
提
示
し
た
テ
ー
ゼ
│
│
〈
哲
学
の
歴
史
と
は
普
遍
的
で
人
間
性
そ
の
も
の
に
固
有
な
理
性
が

明
白
に
な
る
目
的
論
的
運
動
で
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
担
い
手
と
し
て
、
こ
の
目
的
論
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
テ
ー
ゼ

│
│
は
独
断
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
テ
ー
ゼ
の
正
否
は
、
現
象
学
的
形
而
上
学
と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
が
完
成
し
た

後
で
な
け
れ
ば
確
定
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
テ
ー
ゼ
は
次
の
よ
う
な
意

味
で
た
ん
な
る
独
断
的
な
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、「
理
性
と
は
何
か
」
と
い
う
哲
学
の
根
本
問
題
に
対
す
る
現
象
学

的
批
判
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
私
と
世
界
と
の
不
断
の
志
向
的
相
関
関
係
こ
そ
が
生
の
本
質
構
造
で

あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
理
性
的
な
洞
察
に
よ
っ
て
解
明
し
た
後
に
な
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
新
た
な
生
の
選
択
へ
と
私
た
ち
を
導
く

た
め
に
提
示
さ
れ
る
実
存
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
超
越
論
的
現
象
学
に
よ
る
無
限
の
批
判
を
通
じ
て
も
う
一
度
理
性
へ
の

信
を
回
復
す
る
た
め
の
生
き
方
を
選
ぶ
か
否
か
と
い
う
実
存
的
な
意
志
決
断
へ
と
私
た
ち
を
導
く
た
め
に
提
示
さ
れ
る
、
哲
学
的
な
生
に
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先
立
っ
て
私
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
独
断
的
な
テ
ー
ゼ
な
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

『
危
機
』
書
に
お
け
る
理
性
の
目
的
論
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
の
危
機
を
理
性
へ
の
信
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
性
の
目
的
論
と
い
う
脈
絡
に
お
い
て
、
現
象
学
は
、
第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
生
が
根
ざ
し

て
き
た
二
つ
の
地
盤
に
容
易
に
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
仕
方
で
付
着
し
て
い
る
素
朴
性
を
克
服
す
る
方
法
を
持
つ
学
と
し
て
、
第
二

に
、
現
象
学
そ
の
も
の
に
付
着
し
て
い
る
素
朴
性
を
も
自
覚
的
に
克
服
す
る
学
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
己
れ
が
根
ざ
し
て

い
る
も
の
へ
の
徹
底
的
な
問
い
直
し
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
超
越
論
的
生
の
全
体
性
に
付
着
し
た
素
朴
性
の
克
服
に
も
着
手
す
る
こ
と

に
な
る
現
象
学
は
、
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
の
担
い
手
で
あ
る
神
の
在
り
方
を
そ
の
唯
一
の
理
念
と
し
て
持
つ
こ
と
か
ら
形
而
上
学
と
呼
び
か

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
名
称
は
、
現
象
学
が
無
限
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
終
わ

る
こ
と
の
な
い
不
断
の
戦
闘
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
十
分
に
自
覚
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
人
間
性
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
、
も
う
一
度
理
性
へ
の
信
を
回
復
す
る
生
き
方
を
目
指
す
か
否
か
を
実
存
的
な
問

い
と
し
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
選
択
と
決
断
に
委
ね
た
の
で
あ
っ
た
⑻
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
理
性
の
目
的
論
と
と
も
に
提

示
し
た
テ
ー
ゼ
は
、
超
越
論
的
現
象
学
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
可
能
性
が
切
り
開
か
れ
る
新
た
な
哲
学
的
な
生
へ
の
選
択
と
決
断
へ
と
私

た
ち
を
導
く
た
め
の
独
断
的
な
テ
ー
ゼ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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注⑴

本
論
で
はB

odenständigkeit

に
は
「
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。『
独
和
大
事
典

第
２
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
、

四
〇
二
頁
）
に
は
、「bodenständig

」
は
「
土
着
の
、
は
え
ぬ
き
の
、
そ
の
地
特
有
の
、
そ
の
地
を
動
か
な
い
、
そ
の
地
に
し
ば
ら
れ
た
」）
と
い

う
訳
語
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑵

H
usserliana

B
d.

V
I.

（
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
細
谷
恒
夫
・
木
田
元
訳
、
中
央
公
論

社
、
一
九
七
四
年
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
人
間
性
の
危
機
と
哲
学
」『
３０
年
代
の
危
機
と
哲
学
』
清
水
多
吉
・
他
訳
、

平
凡
社
、
一
九
九
八
年
。）
以
下
、『
危
機
』
書
と
略
記
す
る
。
ま
たH

usserliana

（
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
）
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
引
用
の
直

後
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
明
記
す
る
。

⑶

V
gl.

III/1,
54

f.

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
の
な
か
で
、「
認
識
論
的
な
先
入
見
」
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
頓
着
な
態
度
を
「
独
断
的

態
度
」
と
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
う
し
た
先
入
見
の
正
否
を
決
定
す
る
態
度
を
「
哲
学
的
態
度
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
こ
の
語
の
語
源
で
あ
る

「
ギ
リ
シ
ア
語
〈
ド
グ
マ
〉（dogm

a

）」
は
「
思
わ
れ
る
（dokei

）
こ
と
」
で
あ
り
、「
後
に
理
論
・
教
説
を
意
味
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
…
…
不

当
な
独
断
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」。
し
か
し
「
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
者
が
、
…
…
暖
か
さ
な
ど
不
可
避
的
に
被
る
受
動
的
情
態

（
パ
ト
ス
）
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
（
広
義
の
ド
グ
マ
）
と
、
理
論
の
対
象
た
る
不
明
瞭
な
物
事
を
承
認
す
る
こ
と
（
狭
義
の
ド
グ
マ
）

の
二
つ
を
区
別
し
、
狭
義
の
ド
グ
マ
を
不
当
な
る
も
の
と
し
て
斥
け
て
以
来
」、
独
断
主
義
者
は
「
不
当
な
判
断
を
性
急
に
下
す
者
」
を
意
味
す

る
よ
う
に
な
る
、
ま
た
カ
ン
ト
は
独
断
主
義
を
「
無
批
判
に
思
弁
に
従
事
す
る
純
粋
理
性
の
第
一
歩
」
と
規
定
し
、
批
判
吟
味
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
考
え
た
（
金
山
弥
平
「
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」『
岩
波

哲
学
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
一
一
七
七
│
一
一
七
八
頁
参
照
）。

⑷

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
「
形
而
上
学
」
と
い
う
語
は
多
義
的
で
あ
る
。
本
論
の
こ
こ
で
の
神
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
「
形
而
上
学
」
の
意
味
は
、

『
危
機
』
書
に
お
け
る
以
下
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
。「
も
し
人
間
が
『
形
而
上
学
的
』
な
問
題
、
特
に
哲
学
的
な
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
そ

れ
〔
人
間
〕
は
理
性
的
存
在
者
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
…
…
。〔
さ
ら
に
〕
神
の
問
題
は
、
明
ら
か
に
、
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
理
性
の
目
的

論
的
源
泉
と
し
て
の
、
世
界
の
『
意
味
』
の
目
的
論
的
源
泉
と
し
て
の
『
絶
対
的
』
理
性
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
」（V

I,
7

）。

⑸

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
形
而
上
学
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
以
下
の
研
究
が
詳
し
い
。L

andgrebe,
L

.,
D

er
W

eg
der

P
hänom

enologie.

D
as

P
roblem

einer
ursprünglichen

E
rfahrung

,
G

ütersloh,
1971

（4.
A

uflage
）,Funke,

G
.,

P
hänom

enologie-M
etaphysik

oder
M

ethode,

B
ouvier,

1979

（3.
verbesserte

A
uflage

）,Z
ahavi,

D
.,

“phenom
enology

and
m

etaphysics.”,
in

:
D

.
Z

ahavi,
S.

H
einäm

aa
&

H
.

R
uin

（eds.

）,M
etaphysics,

F
acticity,

Interpretation.
P

henom
enology

in
the

N
ordic

C
ountries,

K
luw

er,
2003

、
里
美
軍
之
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
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け
る
認
識
論
的
な
も
の
と
形
而
上
学
的
な
も
の
」『
現
象
学
的
研
究

季
刊
│
創
刊
号
』
現
象
学
研
究
会
編
、
せ
り
か
書
房
、
一
九
七
二
年
。
ま

た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
降
の
現
象
学
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
と
し
て
は
、
谷
徹
『
意
識
の
自
然
│
│
現
象
学
の
可

能
性
を
拓
く
│
│
』勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、Tengelyi,

L
.,

W
elt

und
U

nendlichkeit.
Z

um
P

roblem
phänom

enologischer
M

etaphysik,
K

arl

A
lber,

2014

な
ど
が
あ
る
。

⑹
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
、「
最
初
の
現
象
学
」
は
、「
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
ま
だ
あ
る
素
朴
さ
（
必
当
然
的
な
素
朴
さ
）
を
ま
と
っ
て
い
る
」

た
め
に
さ
ら
な
る
「
超
越
論
的
現
象
学
的
な
認
識
（
さ
し
あ
た
り
超
越
論
的
な
経
験
）
の
批
判
へ
の
還
帰
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（vgl.
I,

178
）。
ま
た
『
危
機
』
書
に
は
、「
現
象
学
的
還
元
は
、
そ
の
全
体
地
平
を
獲
得
す
る
た
め
に
、『
現
象
学
的
還
元
の
現
象
学
』
を
必
要
と

し
た
」（V

I,
250

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑺

谷
徹
、
前
掲
書
、
六
六
七
頁
。

⑻

こ
の
点
に
関
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
危
機
』
書
執
筆
の
意
図
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
新
し
い
課
題
と
普
遍
的
で
必
当
然
的
な
地
盤
を

と
も
な
っ
た
、
新
し
い
哲
学
の
実
践
可
能
性
」
を
示
す
た
め
に
、「〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
自
身
が
、
歩
ん
で
き
た
道
の
り
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
現

可
能
で
あ
り
、
頑
丈
な
地
盤
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
が
数
十
年
か
け
て
検
査
し
て
き
た
そ
の
道
の
り
を
案
内

す
る
」（V

I,
16

f.

）
の
だ
、
と
。
さ
ら
に
『
危
機
』
書
第
三
二
節
に
お
い
て
も
、「
こ
の
道
は
、
わ
た
し
〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
が
実
際
に
歩
ん
で
き

た
道
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
い
か
な
る
と
き
で
も
再
び
歩
く
こ
と
が
で
き
る
」（V

I,
123

）
道
で
あ
る
と
い
う
先
の
引
用
と
同
じ
趣
旨
の
発
言
が
繰

り
返
さ
れ
て
お
り
、
現
象
学
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
選
択
と
決
断
に
よ
っ
て
実
際
に
歩
む
べ
き
道
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

― １９１ ― フッサールの理性の目的論






