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273 カッシーラーにおける文化哲学としての哲学的人間学の理念

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
文
化
哲
学
と
し
て
の
哲
学
的
人
間
学
の
理
念

――
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
と
の
比
較
的
視
点
か
ら
――

齊　

藤　
　

伸

は
じ
め
に
――
本
稿
の
目
的
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学

ヘ
ル
ダ
ー
の
人
間
学　
　

本
稿
の
主
な
関
心
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』（
一
九
二
三
―
二
九
）
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ル
ン

ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（E

rnst C
assirer, 1874

―1945
）
後
期
の
著
作
や
遺
稿
を
基
に
し
て
、
彼
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
に
関
す
る
基
本

思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ル
ダ
ー
（Johann G

ottfried H
erder, 1744

―1803

）
は

『
言
語
起
源
論
』（
一
七
七
二
）
に
お
い
て
、
人
間
を
「
言
語
の
生
物
」（G

eschöpf der Sprache

）
と
呼
ん
だ
）
1
（

。
ヘ
ル
ダ
ー
は
人
間
が
人

間
で
あ
る
た
め
に
は
言
語
と
理
性
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、「
言
語
な
し
に
人
間
は
理
性
を
も
た
ず
、

理
性
な
し
に
は
言
語
を
も
た
な
い
。
言
語
と
理
性
な
し
に
は
彼
は
神
の
教
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
神
の
教
示
が
な
け
れ
ば
彼
は
理
性

も
言
語
も
も
た
な
い
）
2
（

」
と
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
言
語
は
、
人
間
自
身
の
う
ち
に
最
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
言
語
を
神
学
的
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
な
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
学
的
な
対
象
と
し
て
扱
っ

た
点
に
彼
の
大
き
な
功
績
が
あ
る
。
本
稿
の
主
た
る
関
心
で
あ
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
彼
自
身
の
探
求
を
最
初
に
カ
ン
ト
の
哲
学
か
ら
出
発
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さ
せ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
語
哲
学
の
「
人
間
学
的
な
問
題
設
定
」
と
い
う
こ
の
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ

う
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
主
著
で
あ
る
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
は
そ
の
手
法
か
ら
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
的
な
意
味

に
お
け
る
「
人
間
学
的
な
」
研
究
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
の
哲
学
は
、
そ
れ
が
後
に
現
代
の

0

0

0

「
哲
学
的
人
間

学
」（philosophische A

nthropologie

）
と
の
遭
遇
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
が
主
眼
を
置
く
の

は
ま
さ
に
こ
の
「
遭
遇
」
以
降
の
彼
の
思
想
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学　
　

現
代
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
を
創
始
し
た
の
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
同
じ
年
に
生
を
受
け
た
マ
ッ
ク
ス
・

シ
ェ
ー
ラ
ー
（M

ax Scheler, 1874
―1928

）
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
一
八
年
に
「
人
間
の
理
念
に
寄
せ
て
」（Zur Idee des M

enschen

）

に
お
い
て
そ
の
構
想
を
示
し
、
一
九
二
八
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』（D

ie Stellung des M
enschen,  

以
下
『
人

間
の
地
位
』
と
略
記
す
る
）
に
お
い
て
そ
の
大
綱
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
と
同
じ
年
に
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
著
作
ほ
ど
た
だ
ち
に
大
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
ケ
ル
ン
大
学
で
彼
の
同
僚
で
あ
っ
た
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
レ
ス
ナ
ー
（H

elm
uth Plessner, 1892

―1985

）

も
ま
た
、「
脱
中
心
性
」（E

xzentrizität

）
の
概
念
を
中
核
と
し
て
論
じ
た
『
有
機
体
の
諸
段
階
と
人
間
――
哲
学
的
人
間
学
入
門
』（D

ie 

Stufen des O
rganischen und der M

ensch

）
を
著
し
た
）
3
（

。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
年
は
、
名
実
と
も
に
ド
イ
ツ
の
思
想
界
に
お
い
て
人
間
学
が
大

き
く
採
り
上
げ
ら
れ
た
年
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
現
代
の
学
問
的
状
況
に
即
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
必
要
性
が
一

般
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿
は
、
い
わ
ば
現
代
の
哲
学
的
人
間
学
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
る
こ
の
一
九
二
八
年
以
降
の
思
想
的
展

開
に
着
目
し
、
と
り
わ
け
一
九
二
九
年
に
主
著
の
第
三
巻
を
完
成
さ
せ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
関
係
性
を
も
つ
の

か
が
、
こ
こ
で
の
中
心
的
な
問
い
と
な
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学　
　

シ
ェ
ー
ラ
ー
以
降
の
哲
学
的
人
間
学
は
、
ア
ル
ノ
ル
ト
・
ゲ
ー
レ
ン
（A

rnold G
ehlen, 1904

―1976

）



275 カッシーラーにおける文化哲学としての哲学的人間学の理念

の
よ
う
に
生
物
学
的
な
手
法
を
用
い
て
そ
れ
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
そ
の
本
流
で
あ
る
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
）
4
（

。
と
こ
ろ

が
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
出
発
し
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
を
そ
れ
と
は
異
な
る
方
向
へ
、
つ
ま
り
「
人
文
科
学
」

（K
ulturw

issenschaft

）
あ
る
い
は
晩
年
の
彼
の
言
葉
で
は
「
人
間
文
化
の
哲
学
」（philosophy of hum

an culture

）
と
し
て
そ
れ
を
発

展
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
与
え
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
人
間
性
の
「
本
質
」
と
い
っ
た
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
実
体
的
な
統
一
と
し
て
で
は
な
く
、
機
能
的
な

0

0

0

0

統
一
と
し
て
の
人
間
の
仕
事
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の

文
化
現
象
の
う
ち
に
の
み
そ
れ
が
現
れ
る
と
理
解
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
文
化
を
哲
学
す
る
こ
と
」
が
す
な
わ
ち
彼
の
人
間
学
と
な
る
）
5
（

。

本
稿
で
は
第
一
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
『
人
間
の
地
位
』
で
の
問
題
設
定
を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

に
よ
っ
て
い
か
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
哲
学
的
人
間
学
と
は
い

か
な
る
も
の
で
、
い
か
な
る
思
想
的
価
値
を
有
す
る
の
か
が
第
二
の
問
い
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
単
に
思
想
史
的
な
探
求
に
留
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
現
代
に
お
け
る
哲
学
的
人
間
学
そ
の
も
の
の
意
義
を
も
再
考
す
る
契
機
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅰ
．
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
現
代
の
哲
学
的
人
間
学

統
一
し
た
人
間
観
の
要
請
と
し
て
の
人
間
学　
　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
に
つ
い
て
考
察
を
始
め
る
ま
え
に
、
現
代
の
哲
学
的
人
間
学

の
創
始
者
で
あ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
晩
年
の
「
哲
学
的
世
界
観
」
と
い
う
論
文
に
お

い
て
、
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

哲
学
的
人
間
学
と
は
、
人
間
の
本
質
と
本
質
構
造

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
基
礎
学
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
自
然
の
諸
領
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域
（
無
機
物
、
植
物
、
動
物
）
と
一
切
の
事
物
の
根
拠
と
に
対
す
る
人
間
の
関
係
、
人
間
の
形
而
上
学
的
な
本
質
起
源
や
世
界

に
お
け
る
彼
の
身
体
的
・
心
的
・
精
神
的
な
始
原
、
人
間
を
動
か
す
あ
る
い
は
人
間
が
動
か
す
諸
力
や
権
力
、
人
間
の
生
物
学

的
・
心
的
・
精
神
史
的
・
社
会
的
発
展
や
そ
の
発
展
の
本
質
可
能
性
お
よ
び
現
実
性
の
基
本
方
向
と
基
本
法
則
を
考
究
す
る
基

礎
学
の
こ
と
で
あ
る
）
6
（

。（
本
稿
の
引
用
文
内
で
の
傍
点
は
す
べ
て
原
文
に
よ
る
）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
の
哲
学
的
人
間
学
は
特
定
の
学
問
領
域
に
限
定
し
て
人
間
の
探
求
を
行
う
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
様
々
な
方
面
か
ら
包
括
的
に
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
『
人
間
の
地
位
』
に
お
い
て
、「
こ
れ
ま

で
人
間
が
歴
史
の
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
現
代
に
お
け
る
ほ
ど
に
問
題
的

0

0

0

と
な
っ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
）
7
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
こ
の
表
現
に
は
或
る
程
度
の
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
彼
の
問
題
意
識
に

お
け
る
最
た
る
鋭
さ
は
次
の
点
に
、
す
な
わ
ち
彼
が
自
分
自
身
の
時
代
状
況
と
、
か
つ
て
の
時
代
状
況
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
現
代
に
は

現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
手
法
に
従
っ
た
人
間
学
の
必
要
性
を
説
い
た
点
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
8
（

。

人
間
学
の
類
型　
　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
「
人
間
に
つ
い
て
の
学
」（A

nthropologie

）
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
つ
の
異
な
る
分

野
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
）
9
（

。
す
な
わ
ち
、
自
然
人
類
学
、
文
化
人
類
学
、
そ
し
て
哲
学
的
人
間
学
で
あ
る
。『
人
間
の
地
位
』
で
の
シ
ェ
ー

ラ
ー
の
意
図
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
で
も
っ
と
も
古
く
か
ら
、
つ
ま
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
か
ら
存
在
し
た
哲
学
的
人
間
学
を
、
一
つ
の
新

し
い
学
問
と
し
て
問
い
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
人
間
の
地
位
』
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
急
逝
に
よ
っ
て
未

刊
に
終
わ
っ
た
そ
れ
に
続
く
大
著
の
主
要
な
論
点
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
哲
学
的

人
間
学
」
と
い
う
古
く
も
新
し
い
学
問
の
構
想
に
よ
っ
て
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
を
大
ま
か
に
知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。「
哲
学
的
人

間
学
」
は
そ
の
名
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
人
間
と
は
何
か
を
哲
学
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
目
的
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は
「
植
物
な
ら
び
に
動
物
に
対
す
る
関
係
に
お
け
る
人
間
の
本
質
お
よ
び
人
間
の
形
而
上
学
的
特
殊
地
位
）
10
（

」
の
解
明
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼

は
植
物
や
動
物
に
関
す
る
自
然
科
学
的
な
事
実
を
援
用
し
な
が
ら
、
人
間
の
み
に
固
有
な
領
域
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
述
し
た
三

つ
の
「
人
間
に
つ
い
て
の
学
」
を
横
断
す
る
統
一
的
な
視
点
を
設
定
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
簡
略
な
歴
史
的
な
考
察
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
人
間
観
」
を
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
理

解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
1
．ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
。
つ
ま
り
創
造
・
楽
園
・
堕
落
に
集
約
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
。
2
．

人
間
の
自
己
意
識
、
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
に
よ
っ
て
人
間
の
特
殊
地
位
の
概
念
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
的
・
古
代
的
人
間
観
。
そ
し

て
3
．人
間
を
自
然
界
に
お
け
る
最
終
的
な
進
化
形
態
と
見
な
す
近
代
科
学
お
よ
び
発
生
的
心
理
学
の
人
間
観
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
間
観

の
下
で
成
立
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
間
学
」
は
、
人
間
に
関
し
て
お
互
い
に
な
ん
ら
統
一
的
な
見
解
を
も
た
な
い
の
で
）
11
（

、「
わ
れ
わ
れ
は
相

互
に
関
係
し
あ
う
こ
と
の
な
い
自
然
科
学
的
人
間
学
、
哲
学
的
人
間
学
、
神
学
的
人
間
学
を
所
有
し
て
は
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
人
間

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
統
一
的
理
念
を
所
有
し
て
は
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）12
（

と
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。「
人
間
」
を
探
求
す
る
特
殊
科
学
も
ま
た
次
第
に
そ
の
数
を
増

や
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
繋
が
り
を
も
た
な
い
た
め
、
人
間
の
本
質
を
解
明
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
い
っ
そ
う

理
解
し
難
い
も
の
に
さ
せ
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
ま
た
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
指
摘
す
る
こ
の
よ
う
な
人
間
学
の
現
状
理
解
に
同
調
し
て
、

そ
れ
を
「
知
的
中
心
」（intellectual center

）
を
失
っ
た
「
思
想
的
無
政
府
状
態
」
に
あ
る
と
言
う
）
13
（

。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
自
身
の

人
間
学
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
ま
と
ま
り
の
な
い
人
間
観
を
統
一
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
人
間
に
つ
い
て
の
学
」
に
知
的
中
心

を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
現
代
の

0

0

0

人
間
学
が
進
む
べ
き
方
向
性
に
関
す
る
考
え

方
で
は
一
致
し
て
い
る
。
続
く
考
察
で
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
に
お
い
て
、「
人
間
」
と
は
い
か
な
る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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「
人
間
」
の
多
義
性
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
人
間
学
の
対
象　
　

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
第
一
に
、「
人
間
」
を
二
つ
の
異
な
る
概
念
に
、
す
な
わ
ち
「
自

然
科
学
的
概
念
」
と
「
本
質
概
念
」（W

esensbegriff

）
と
に
区
別
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
彼
に
よ
る
と
自
然
科
学
的
な
概
念
に
お
け

る
人
間
は
「
脊
椎
・
哺
乳
動
物
系
列
の
頂
点
」
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
の
「
人
間
」
は
、「
動
物
」
と
い
う
概
念
に
包
摂
さ
れ
て
い
て
、
動

物
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
対
し
て
本
質
概
念
に
お
け
る
そ
れ
は
、
人
間
以
外
の
す
べ
て
の
生
物
と
決
定
的
に
対
立
す

る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
第
二
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
差
異
は
、
人
間
と
滴
虫
類
の
差
異
と
な
ん
ら

変
わ
り
が
な
い
。
つ
ま
り
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
本
質
概
念
か
ら
す
れ
ば
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
形
態
学
的
、
生
理
学
的
、
心
理
学
的
な
近
接
性
が
人

間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
間
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
と
滴
虫
類
が
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
と
同
程
度
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、「
人
間
」
と
い
う
概
念
を
決
然
と
区
別
し
た
う
え
で
、
彼
の
人
間
学
が
探
求
す
べ
き
対
象
を

次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
人
間
」
の
こ
の
第
二
の
概
念
は
、
第
一
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
と
起
源
を
有
す
る
に
違
い
な

い
。
私
は
こ
の
第
二
の
概
念
を
、
第
一
の
自
然
科
学
的
概
念
と
対
立
さ
せ
て
人
間
の
本
質
概
念

0

0

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
よ
う
思
う
。
生
物
種

族
の
他
の
ど
の
よ
う
な
特
殊
地
位
と
も
比
較
で
き
な
い
一
つ
の
特
殊
地
位

0

0

0

0

（Sonderstellung

）
を
人
間
そ
れ
自
身
に
与
え
る

こ
う
し
た
第
二
の
概
念
が
、
一
般
に
正
当
な
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ど
う
か
、
こ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
主
題
で
あ
る
）
14
（

。

こ
う
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
は
人
間
と
動
物
の
間
に
「
本
質
的
な
区
別
」
を
設
定
し
、
そ
の
根
拠
を
求
め
る
学
と
な
る
。
し
か
し
そ

の
際
に
彼
は
、
人
間
と
動
物
の
知
能
に
お
け
る
質
的
な
差
異
を
必
要
以
上
に
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
動
物
に
知
的
能
力
を
認
め

な
い
よ
う
な
手
法
や
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
人
間
と
動
物
の
間
で
の
究
極
的
差
異
を
否
定
す
る
よ
う
な
、
極
端
に
ど
ち
ら
か
一
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方
へ
傾
倒
し
た
手
法
の
両
方
を
退
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
よ
る
と
、「
人
間
の
〈
特
殊
地
位
〉
と
称
し
う
る
も
の
は
、
知
能
や
選
択
能

力
を
超
え
た
高
所
に
位
置
し
て
い
る
）
15
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
こ
で
彼
が
「
高
所
に
位
置
す
る
」
と
言
う
人
間
の
特
殊
地
位
と
は

何
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
精
神
」
と
「
世
界
解
放
性
」　　
人
間
の
特
殊
な
地
位
が
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
た

と
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
そ
れ
は
「
理
性
」（
ロ
ゴ
ス
）
の
概
念
で
あ
っ
た
。
人
間
を
理
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
傾
向

は
長
ら
く
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
ま
た
、
理
性
が
人
間
に
固
有
な
機
能
で
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
彼

は
理
性
を
も
包
含
す
る
さ
ら
に
大
き
な
概
念
に
よ
っ
て
人
間
の
特
殊
地
位
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
概
念
こ
そ
が
「
精
神
」

（G
eist

）
で
あ
る
。『
人
間
の
地
位
』
に
お
け
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
単
に
技
術
的
な
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
賢
い
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
と
、
技
術
家
と
し
て
の
エ
ジ
ソ
ン
の
間
に
は
程
度
の
相
違
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
）
16
（

。
し
か
し
な
が
ら
「
精
神
」
を
も
つ
存
在
で
あ
る
人

間
は
、
動
物
と
は
本
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

精
神
的
な
存
在
者
の
根
本
的
規
定
と
は
、
た
と
え
こ
の
存
在
者
が
心
理
学
的
に
ど
の
よ
う
な
性
質
で
あ
る
に
し
て
も
、
有
機
的

0

0

0

な
も
の
か
ら
の
彼
の
実
存
の
面
で
の
解
放

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、「
生
」
と
生
に
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
――
し
た
が
っ
て
ま
た
お
の
れ
の

衝
動
に
基
づ
く
「
知
能
」
――
桎し
っ
こ
く梏
や
抑
圧
や
依
存
か
ら
彼
が
、
な
い
し
は
少
な
く
と
も
彼
の
現
存
在
の
中
心
が
自
由
に
な
り
、

解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
）
17
（

。

こ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
に
お
い
て
は
、
人
間
は
有
機
的
な
世
界
と
は
一
線
を
画
す
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
環
境

（U
m

w
elt

）
に
埋
没
し
て
「
我
を
忘
れ
て
」
生
き
る
他
の
す
べ
て
の
動
物
に
対
立
し
て
い
る
。
人
間
は
衝
動
や
環
境
に
束
縛
さ
れ
な
い
た
め
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に
、
環
境
か
ら
自
由
で
あ
り
、
彼
の
有
名
な
概
念
に
よ
っ
て
表
現
す
れ
ば
「
世
界
解
放
的
」（w

eltoffen

）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
は
、「
人0

間
と
は

0

0

0

、
無
制
限
に

0

0

0

0

〈
世
界
解
放
的

0

0

0

0

0

〉
に
行
動
し
得
る
と
こ
ろ
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X
で
あ
る

0

0

0

」）18
（

と
言
う
。

し
か
し
こ
の
「
世
界
解
放
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
純
に
人
間
自
身
が
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
事
態
だ
け
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
人
間
に
独
特
な
あ
り
方
は
、
他
の
動
物
と
は
異
な
り
環
境
（U

m
w

elt

）
に
埋
没
す
る

こ
と
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
次
元
に
お
い
て
そ
れ
を
対
象
化
す
る
。
そ
の
た
め
金
子
晴
勇
に
よ
る
と
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
う
世
界
解
放
的
な

人
間
は
、「
自
己
意
識
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
身
体
的
・
心
的
性
質
を
も
対
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
――
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
世
界
を

超
越
し
た
と
こ
ろ
に
自
己
の
作
用
中
枢
を
も
ち
、
一
切
の
行
動
に
作
用
統
一
を
与
え
る
）
19
（

」。
こ
の
精
神
の
中
枢
と
な
る
作
用
が
「
人
格
」
で

あ
り
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
中
期
の
思
想
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
精
神
に
お
け
る
人
格
の
議
論
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
を
考
察
す

る
う
え
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
詳
細
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
の
で
こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
シ
ェ
ー

ラ
ー
の
人
間
学
が
、
本
稿
の
主
な
関
心
で
あ
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
に
眼
を
転
じ
た
い
。

Ⅱ
．
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
哲
学
的
人
間
学

晩
年
の
著
作
『
人
間
』
と
哲
学
的
人
間
学　
　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
人
間
の
地
位
』
に
よ
る
問
題
提
起
を
受
け
て
、
そ

の
翌
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889

―1976

）
と
の
有
名
な
「
ダ
ヴ
ォ
ス
討
論
」
に
臨
み
、
一
連
の
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
対
す
る
自
ら
の
考
え
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
講
演
内
容
は
最
初
に
「
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
に
お
け
る
精
神
と
生
命
」
と
い

う
題
で
そ
の
要
旨
が
発
表
さ
れ
、
後
に
完
全
な
論
文
と
し
て
は
「
現
代
哲
学
に
お
け
る
〈
精
神
〉
と
〈
生
命
〉」
と
し
て
公
に
さ
れ
た
）
20
（

。
そ

の
な
か
で
彼
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
主
張
が
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
が
極
端
な
心
身
の
二
元
論
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

0

0
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し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
そ
う
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
二
元
論
を
超
克
す
べ
く
試
み
て
い
て
、
た
と
え
人
間
の
精
神
と
生
命
が
異
な
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
も
両
者
を
ま
っ
た
く
断
絶
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
心
身
論
を
展
開
す
る
）
21
（

。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
踏
み
込
ん
だ
か
た
ち
で
独
自
の
哲
学
的
人
間
学
が
論
じ
ら
れ
始
め
る
の
は
彼
の
晩
年
に
至
っ
て
か
ら
で

は
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
が
提
起
し
た
問
題
は
当
初
よ
り
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
自
身
の
問
題
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
の
論
文
が
示

し
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
現
代
の
自
然
科
学
的
な
成
果
を
採
用
し
つ
つ
、「
高
所
に

0

0

0

位
置
す
る
」
と
い
う
人
間
の
形
而
上
学

的
な
基
礎
づ
け
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
の
と
は
異
な
り
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
の
形
而
上
学
的
な
要
素
を
可
能
な
限
り
排
除
し
た
う
え
で
内0

的
な

0

0

精
神
の
機
能
を
問
う
「
人
間
文
化
の
現
象
学
」（phenom

enology of hum
an cultur

）
22
（e

）
を
確
立
し
よ
う
と
試
み
る
。

と
こ
ろ
で
、
彼
の
遺
稿
集
の
編
纂
・
出
版
が
進
む
に
つ
れ
て
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
彼
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』

第
三
巻
（
一
九
二
九
）
の
結
論
部
分
と
し
て
書
か
れ
た
草
稿
に
は
、
こ
の
年
代
に
お
い
て
は
や
く
も
「
哲
学
的
人
間
学
の
根
本
問
題
と
し
て

の
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
」
と
い
う
章
が
用
意
さ
れ
て
い
た
）
23
（

。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
一
九
二
七
年
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
か
ら
出
発
し
た

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
が
出
版
さ
れ
、
当
時
の
思
想
・
哲
学
の
世
界
に
大
反
響
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
が
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
現
象
学
的
手
法
そ
の
も
の
へ
の
接
近
を
見
せ
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
と
は

対
照
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
24
（

。

晩
年
の
著
作
『
人
間
』
に
与
え
ら
れ
た
二
つ
の
副
題　
　

彼
が
生
前
に
刊
行
し
た
最
後
の
著
作
は
「
人
間
文
化
の
哲
学
へ
の
序
論
」
と
副

題
が
付
け
ら
れ
た
『
人
間
』（A

n E
ssay on M

an: A
n Introduction to a Philosophy of H

um
an C

ulture

）
で
あ
っ
た
）
25
（

。
そ
れ
は
亡
命
後

の
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
た
め
、
英
語
圏
の
読
者
へ
向
け
ら
れ
た
彼
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
全
体
へ
の
入
門
書
的
な
位
置
づ
け
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
著
作
は
ス
ザ
ン
ヌ
・
K
・
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
る
『
言
語
と
神
話
』
の
英
訳
書
と
共
に
、
彼
の
思
想
を
英
語
圏
に

紹
介
す
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
副
題
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
哲
学
の
研
究
か
ら
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出
発
し
た
彼
の
思
想
は
、
最
終
的
に
は
「
人
間
文
化
」
と
い
う
お
よ
そ
人
間
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
柄
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
彼
が
「
人
間
文
化
の
哲
学
」
と
い
う
表
題
に
よ
っ
て
何
を
意
図
し
て
い
た
の
か
を
正
し
く
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
の
著
作
の
当
初
の
原
稿
を
参
照
す
る
と
、
そ
こ
に
は
異
な
る
表
題

が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
最
初
に
し
た
た
め
た
こ
の
著
作
の
原
稿
は
「
哲
学
的
人
間
学
」（A

 Philosophical 

A
nthropology

）
と
題
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
彼
が
こ
こ
で
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
自
身
の
「
哲
学
的
人
間
学
へ
の
序
論
」

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
以
下
、
本
稿
で
は
『
人
間
』
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
こ
の
草
稿
を
『
哲
学
的
人
間
学
』
と
呼
ぶ

こ
と
と
す
る
）
26
（

）。

『
哲
学
的
人
間
学
』
の
原
稿
を
仕
上
げ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
そ
れ
を
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ヘ
ン
デ
ル
な
ど
彼
の
周
囲
に
い
た
ア
メ
リ
カ
人
研

究
者
た
ち
と
推
敲
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
著
者
で
あ
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
了
承
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
「
人
間
文
化
の
哲
学
」
と

改
題
し
て
、
い
っ
そ
う
明
瞭
で
読
み
易
い
著
作
に
す
べ
く
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
27
（

。
両
者
は
多
く
の
部
分
で
重
複
し
た
内
容
と

な
っ
て
い
る
が
、
分
量
と
い
う
点
で
は
細
か
な
引
用
な
ど
を
削
ぎ
落
と
す
な
ど
し
た
結
果
、
重
要
な
論
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
必
要

最
低
限
の
議
論
の
み
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
『
人
間
』
で
は
割
愛
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
元
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
で

は
現
代
の
哲
学
的
人
間
学
と
、
彼
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
草
稿
か
ら
は
彼
の
本
来
の
意
図

を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
次
に
、
彼
が
出
版
し
た
『
人
間
』
と
、
遺
稿
と
し
て
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
両
方
を
参
照
し
つ

つ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
人
間
学
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
人
間
』
と
『
哲
学
的
人
間
学
』　　
周
囲
の
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
た
ち
か
ら
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
の
英
語
版
を
出
す
よ
う
に
請
わ

れ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
か
つ
て
の
業
績
を
単
純
に
再
生
産
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
新
た
に
芸
術
論
や
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
以

降
の
研
究
成
果
を
盛
り
込
ん
だ
か
た
ち
で
の
ま
っ
た
く
新
し
い
著
作
を
執
筆
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
そ
の
計
画
が
上
述
し
た
『
哲
学
的
人
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間
学
』
で
あ
っ
た
が
、
討
議
を
重
ね
た
結
果
、
最
終
的
に
そ
れ
は
「
人
間
文
化
の
哲
学
」
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
計

画
に
お
け
る
彼
の
意
図
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
お
け
る
基
本
思
想
を
紹
介
す
る
こ
と
と
、
一
九
二
八
年
の
「
遭
遇
」
以
降
に
彼

が
温
め
て
き
た
独
自
な
哲
学
的
人
間
学
を
世
に
問
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
（Jakob von 

U
exküll, 1864

―1944

）
に
よ
る
生
物
学
的
な
概
念
を
、
新
た
に
人
間
学
的
な
概
念
へ
と
変
形
さ
せ
つ
つ
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

を
新
し
く
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
定
義
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
出
版
さ
れ
た
『
人
間
』
で
は
第
二
章
が
彼
の
人
間
学
的

な
成
果
を
集
約
し
た
結
論
的
な
論
述
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
の
『
哲
学
的
人
間
学
』
で
は
い
っ
そ
う
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ

ち
ら
を
主
要
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
彼
の
主
張
を
考
察
し
た
い
。

哲
学
的
人
間
学
の
対
象
と
し
て
の
「
普
遍
的
な
主
観
」　　
プ
ラ
ト
ン
は
『
国
家
編
』
に
お
い
て
人
間
の
問
題
を
解
く
た
め
の
鍵
は
、
私

た
ち
「
個
人
」
の
経
験
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
「
国
家
」
の
な
か
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
な
ぜ
な

ら
彼
に
と
っ
て
人
間
の
「
本
性
」
な
る
も
の
は
、
個
人
の
う
ち
に
は
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
に
小
さ
い
と
し
て
も
、
国
家
の
な
か
に
「
大
文

字
」
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
国
家
あ
る
い
は
政
治
的
な
生
活
が
人
間
の
す
べ
て
で
は
な
い
が

ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
方
を
否
定
す
る
。
人
間
が
国
家
や
政
治
的
な
形
態
を
な
す
以
前
に
も
人
間
に
特
徴
的
な
活
動
そ
の

も
の
は
確
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
本
当
の
意
味
で
包
括
的
な
「
人
間
性
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の

先
へ
と
遡
っ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
、「
人
間
」
が
示
す
も
っ
と
も
古
い
固
有
な
特
徴
は
神
話
的
思
考

（m
ythische D

enken

）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
私
た
ち
は
、
一
度
そ
の
最
古
の
思
考
形
式
に
ま
で
遡
っ
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
高
度
に
発
達

し
た
人
間
の
文
化
全
体
を
再
度
捉
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
「
人
間
に
つ
い
て

の
学
」
が
支
配
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
方
向
、
す
な
わ
ち
主
観
的
な
内
観
の
手
法
か
経
験
的
な
自
然
科
学
的
な
手
法
か
と
い
う
二
者
択
一
に

よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
う
え
で
の
哲
学
的
人
間
学
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
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と
そ
れ
が
対
象
と
す
べ
き
も
の
は
単
に
具
体
的
な
特
定
の
個
人
で
も
、
あ
る
い
は
抽
象
化
さ
れ
て
空
間
と
時
間
か
ら
乖
離
し
た
人
間
で
も
な

く
、「
普
遍
的
な
主
観
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
、
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
も
〈
普
遍
的
な
主
観
〉
を
定
義

す
る
こ
と
に
成
功
し
な
い
な
ら
ば
、
特
定
の
、
あ
る
い
は
個
々
の
主
観
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。〈
人
間
性
〉
の
一
般
的
な
特
性
を

確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
人
間
の
世
界
へ
の
入
口
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
）
28
（

」
と
。

彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
普
遍
的
な
主
観
」
は
、
単
に
抽
象
化
さ
れ
た
理
念
や
形
而
上
学
的
な
空
想
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
「
仕
事
」、
す
な
わ
ち
文
化
の
う
ち
に
の
み
現
れ
る
機
能
的
な
統
一
を
示
す
何
か
で
あ
り
、
文
化
を
生

み
出
す
精
神
の
能
動
的
な
機
能
で
あ
る
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
う
ち
に
の
み
現
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に

と
っ
て
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
で
の
探
求
が
必
然
的
に
哲
学
的
人
間
学
の
探
求
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も

ま
た
、
彼
が
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
に
お
い
て
強
調
し
た
の
と
同
じ
特
徴
が
、
す
な
わ
ち
人
間
の
「
本
質
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
決
し
て
実
体
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
機
能
的
な

0

0

0

0

も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

言
語
、
芸
術
、
宗
教
「
で
あ
る
」
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
「
意
味
す
る
」
も
の
は
、
言
葉
や
芸
術
作
品
、
あ
る
い
は
宗

教
的
儀
式
や
信
条
の
分
析
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
葉
、
作
品
、
信
条
は
共
通
の
帯
で
束
ね
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
帯
は
、
そ
れ
が
ス
コ
ラ
の
思
想
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
「
実
体
的
な
紐
帯
」（vinculum

 

substantiale

）
で
は
な
く
、
そ
れ
は
い
わ
ば
「
機
能
的
な
紐
帯
」（vinculum

 functionale

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
発
話
、
神
話
、

芸
術
、
宗
教
の
基
礎
的
な
機
能

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
す
べ
て
の
無
数
で
際
限
の
な
い
形
状
や
発
話
の
背
後
に
探
し
求
め

ね
ば
な
ら
な
い
）
29
（

。
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こ
う
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
と
同
じ
手
法
で
、
人
間
に
特
徴
的
な
活
動
が
そ
こ
に
収
斂
さ
れ
る
べ

き
中
心
点
を
求
め
て
進
ん
で
い
く
。
そ
し
て
こ
こ
で
彼
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
精
神
の
機
能
的
な

0

0

0

0

観
点
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
私
た
ち
が
こ
れ
ら
の
一
見
す
る
と
大
き
く
互
い
に
分
岐
し
た
文
化
現
象
を
単
に
鑑
賞
す
る
こ
と
だ
け
で
満

足
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
を
共
通
し
た
分
母
に
還
元
す
る
こ
と
な
ど
到
底
望
み
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
が
探
求

す
る
も
の
は
、「
効
果
の
統
一
で
は
な
く
行
為
の
統
一
、
つ
ま
り
産
物
の
統
一
で
は
な
く
創
造
過
程
の
統
一
）
30
（

」
で
あ
る
。
続
く
章
で
は
、
彼

が
実
際
に
そ
う
し
た
統
一
を
い
か
に
見
出
す
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅲ
．
新
た
な
人
間
の
定
義
を
求
め
て

人
間
学
の
問
い
と
人
間
の
定
義　
　
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
を
定
義
づ
け
る
試
み
の
歴
史
は
人

間
学
そ
の
も
の
の
歴
史
で
あ
り
、
ま
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
そ
れ
は
人
間
学
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
哲
学
の
中
心
的
な
問
題
で
あ
り
、

そ
う
あ
り
続
け
た
。
彼
は
「
人
間
の
理
念
に
寄
せ
て
」
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
あ
る
意
味
で
は
、
哲
学
の
す
べ
て
の
中

心
問
題
は
次
の
問
い
に
還
元
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
、
人
間
は
存
在
の
全
体
と
世
界
と
神
の
内
部
で
、
い
か
な
る
形

而
上
学
的
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
）
31
（

」
と
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
人
間
を
「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
」（
理

性
人
）
と
す
る
理
解
が
長
ら
く
支
配
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
「
理
性
的
な
魂
」
か
ら
、
中
世
の
キ

リ
ス
ト
教
世
界
に
も
流
入
し
て
恩
寵
、
救
済
な
ど
聖
な
る
装
置
全
体
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。
現
代

に
至
る
と
そ
の
ク
ラ
シ
カ
ル
な
定
義
を
い
っ
そ
う
妥
当
な
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
開
始
さ
れ
、
た
と
え
ば
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

（H
enri-Louis B

ergson, 1859

―1941

）
は
人
間
を
「
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
」（
工
作
人
）
と
理
解
し
、
さ
ら
に
は
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
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（Johan H
uizinga, 1872

―1945

）
は
「
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
」（
遊
戯
人
）
と
い
う
概
念
を
も
ち
出
し
た
）
32
（

。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
過
去
の
こ
う
し

た
定
義
の
試
み
を
概
観
し
つ
つ
、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
、「
人
間
は
存
在
の
全
体
と
世
界
と
神
の
内
部
で
、
い
か
な
る
形
而
上

学
的
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
」、
す
な
わ
ち
「
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
解
答
を
求
め
よ
う
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。

文
化
批
判
か
ら
人
間
学
へ　
　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
ま
た
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
継
承
し
つ
つ
、
独
自
の
人
間
の
定
義
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
の
人
間
学
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
歴

史
に
お
け
る
人
間
学
を
、
そ
れ
ら
が
与
え
た
解
答
に
よ
っ
て
、
大
き
く
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
1
．
古
典
的
人
間
学
、
2
．

キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
、
3
．
懐
疑
主
義
的
人
間
学
、
4
．
実
証
主
義
的
人
間
学
、
5
．
機
械
論
的
人
間
学
で
あ
る
）
33
（

。
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の

特
質
に
関
す
る
彼
の
理
解
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
対
し
て
彼
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
は
、
共
通
し

た
「
知
的
中
心
の
喪
失
」
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
人
間
学
を
概
観
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
〔
人
間
学
に
お
け
る
〕
一
般
的
な
発
展
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
人
間
に
関
す
る
哲
学
が
或
る
重
大
な
危

機
に
瀕
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
古
典
的
お
よ
び
中
世
的
な
理
論
は
現
代
の
科
学
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
他
方
で
、
現
代
の
科
学
そ
の
も
の
は
ま
っ
た
く
両
立
不
能
で
矛
盾
し
合
っ
た
解
答
を
私
た
ち
に
与
え
て
い
る
。
た

と
え
私
た
ち
が
ま
っ
た
く
同
一
の
思
想
の
流
れ
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
異
な
る
方
向
や
、
あ
る
い
は
反

対
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
）
34
（

。

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
に
入
り
乱
れ
た
思
想
的
な
危
機
と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
同
様
に
、
現
代
に
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ふ
さ
わ
し
い
哲
学
的
人
間
学
の
あ
り
方
お
よ
び
そ
れ
の
新
た
な
手
法
を
見
出
す
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
特
定
の
思
想
潮

流
に
否
定
的
・
敵
対
的
な
態
度
を
示
す
だ
け
の
消
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
っ
そ
う
積
極
的
な
も
の
、
つ
ま
り
人
間
文
化
の
批
判

的
分
析
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
）
35
（

。
し
た
が
っ
て
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
「
哲
学
的
人
間

学
」
は
、
文
化
批
判
、
つ
ま
り
「
文
化
を
哲
学
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
彼
が
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』

第
一
巻
（
一
九
二
三
）
の
有
名
な
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
意
図
を
説
明
し
て
い
た
も
の
と
一
致
す
る
。

純
粋
な
認
識
機
能
と
並
ん
で
、
言
語
的
思
考
の
機
能
、
神
話
的
・
宗
教
的
思
考
の
機
能
、
芸
術
的
直
観
の
機
能
に
つ
い
て
も
、

い
か
に
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
特
定
の
形
態
化
――
世
界
の
（der W

elt

）
形
態
化
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
世
界
へ
の
（zur W

elt

）
形
態
化
――
が
行
わ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
が

肝
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
理
性
の
批
判
は
文
化
の
批
判
と
な
る
）
36
（

。

ま
た
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
（
一
九
二
五
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
主
張
し
て
い
る
。「〈
シ
ン
ボ
ル
形

式
の
哲
学
〉
は
批
判
主
義
の
こ
の
根
本
思
想
、
カ
ン
ト
の
〈
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
〉
の
拠
っ
て
立
つ
こ
の
原
理
を
採
り
上
げ
、
さ
ら
に
拡

大
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
）
37
（

」
と
。
つ
ま
り
、
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
か
け
て
著
さ
れ
た
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』

は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
文
化
批
判
へ
と
そ
の
射
程
を
拡
大
し
、
そ
れ
の
痛
み
ど
こ
ろ
を
補
お
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
が
、

後
に
そ
れ
は
さ
ら
に
大
き
な
展
望
の
も
と
に
、
す
な
わ
ち
文
化
の
哲
学
と
し
て
の
人
間
学
と
い
う
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
独
自
の
哲
学
的
人
間
学
と

な
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
、
や
は
り
彼
の
哲
学
的
な
射
程
に
一
定
の
変
化
が
生
じ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
転
機
と
な
っ
た
も
の
こ

そ
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
『
人
間
の
地
位
』
と
の
「
遭
遇
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
既
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
る

新
た
な
問
題
提
起
を
、
あ
く
ま
で
も
彼
自
身
の
研
究
領
域
か
ら
再
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
現
代
的
な
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意
味
で
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
を
創
始
し
た
の
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
理
解
に
よ
る
と
そ
も
そ
も
「
人
間

学
」
を
最
初
に
一
つ
の
学
問
の
体
系
的
な
問
題
と
し
て
提
出
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の

哲
学
か
ら
出
発
し
た
彼
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
へ
接
近
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
か
つ
て
提
唱
し
た
人
間
学
の
現
代

的
な
あ
り
方
と
し
て
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
意
図
し
て
い
た
カ
ン
ト
哲
学
の
批
判
的

継
承
に
他
な
ら
な
い
し
、
彼
が
言
う
人
間
の
「
世
界
へ
の
形
態
化
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
文
化
と
い
う
現
前
す
る
現
象
の
考
察
を
通

し
た
文
化
哲
学
的
な
人
間
学
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
独
自
の
人
間
学
を
構
築
す
る
に

際
し
て
既
に
カ
ン
ト
哲
学
の
枠
組
み
を
超
え
出
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
間
学
の
歴
史
的
な
考
察
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
を
単
に
以
前
の
解
答
の

一
つ
と
し
て
理
解
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
『
哲
学
的
人
間
学
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〈
人
間
と
は
何
か
〉
と
い
う
問
い

が
、
ル
ソ
ー
や
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
新
し
い
問
題
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
初
の
知
的
意
識
の
夜
明

け
か
ら
、
人
は
一
度
た
り
と
も
こ
れ
を
問
う
の
を
止
め
た
こ
と
は
な
い
。
原
始
的
な
人
間
で
さ
え
、
彼
の
存
在
と
本
性
を
月
並
み
の
物
質
で

あ
る
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
）
38
（

」
と
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
受
容
を
、
人
類
の
歴
史
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い

て
も
必
然
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
い
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う

に
、
経
験
的
な
事
実
が
豊
富
に
蓄
積
さ
れ
た
現
代
に
至
っ
て
、
な
ん
ら
統
一
的
な
視
点
を
も
た
な
い
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
学
問
へ
と
枝
分
か
れ

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
哲
学
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
次
の
よ
う
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。

私
た
ち
は
そ
れ
ゆ
え
、
も
は
や
人
間
に
関
す
る
明
確
で
一
貫
し
た
考
え
を
な
に
も
も
っ
て
い
な
い
。
人
間
の
研
究
に
携
わ
る
特

殊
科
学
は
そ
の
数
を
増
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
私
た
ち
の
人
間
の
概
念
を
解
明
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
混
乱
さ
せ
不
明
瞭
に

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
現
代
世
界
の
哲
学
が
い
る
奇
妙
な
状
況
で
あ
る
。
私
た
ち
が
こ
の
迷
宮
か
ら
抜
け
出
す

た
め
の
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
を
見
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
な
い
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
こ
の
不
連
続
で
ば
ら
ば
ら
な
多
数
の
事
実
の
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う
ち
で
彷
徨
い
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
そ
う
し
た
糸
を
見
つ
け
、
――
見

か
け
上
は
異
種
雑
多
な
人
間
文
化
の
問
題
が
そ
れ
へ
と
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
知
的
中
心
を
固
定
し
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
）
39
（

。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
現
代
の
「
人
間
に
つ
い
て
の
学
」
は
、
知
的
中
心
を
失
っ
た
思
想
的
無
政
府
状
態
で
あ

る
。
も
は
や
「
知
恵
あ
る
人
」（hom

o sapience

）
や
「
理
性
的
動
物
」（anim

al rationale

）
と
い
っ
た
、
人
間
の
知
的
な
側
面
の
強
調

に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
の
鍵
は
彼
が
こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
の
延
長

線
上
に
あ
る
と
彼
は
捉
え
て
い
る
。
こ
の
確
信
が
彼
の
哲
学
を
哲
学
的
人
間
学
へ
と
推
し
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
の
最
終
的

な
結
論
と
し
て
登
場
す
る
の
が
彼
独
自
の
人
間
の
定
義
、「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」（anim

al sym
bolicum

）
あ
る
い
は
「
シ
ン
ボ
ル
を
操
る

人
」（hom

o sym
bolicus

）
で
あ
る
。
次
節
で
は
彼
に
独
特
な
こ
れ
ら
の
人
間
の
定
義
に
つ
い
て
詳
論
し
た
い
。

機
能
的
な
理
解
に
基
づ
く
人
間
の
定
義　
　
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
第
一
部
第
二
章
は
、「
人
間
の
定
義
を
求
め
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
『
人
間
』
で
は
第
二
章
「
人
間
性
へ
の
鍵
」
に
相
当
す
る
箇
所
で
あ
る
。
後
者
で
の
記
述
が
も
っ
と
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
彼

の
主
張
の
み
が
述
べ
ら
れ
た
わ
ず
か
数
頁
の
分
量
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
プ
ロ
セ
ス
が
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
彼
の
人
間
の
定
義
を
正
確
に
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
資
料
と
な
る
）
40
（

。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人
間
を
「
理
性
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
人
間
が
理
性
的
な
側
面
か
ら
の
み
説
明
し
尽
く
さ
れ
る
ほ
ど
に
単
純
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
自
然

科
学
の
飛
躍
的
な
進
歩
や
産
業
の
革
命
、
そ
し
て
世
界
大
戦
を
経
験
し
た
後
で
は
、
も
は
や
啓
蒙
主
義
の
思
想
家
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
理

性
を
無
条
件
的
に
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
人
間
を
「
理
性
的
動
物
」
と
す
る
ク
ラ
シ
カ
ル
な
定
義
は
全
体
の
一
部
（pars pro 
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toto

）
を
捉
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
言
う
。
彼
に
よ
る
と
、「〈
理
性
〉
は
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
の
文
化
的
な
生
命
の
す

べ
て
の
形
式
を
そ
の
豊
か
さ
と
多
様
性
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
は
な
は
だ
不
完
全
な
用
語
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
す

べ
て
は
〈
シ
ン
ボ
ル
形
式
〉
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
感
性
的
な
形
式
の
な
か
に
、〈
理
念
的
な
〉
意
味
を
含
ん
で
い
る
）
41
（

」
と
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
哲
学
的
人
間
学
は
抽
象
化
さ
れ
た
り
理
想
化
さ
れ
た
り
し
た
人
間
の
「
像
」
を
で
は
な
く
、
実
際
の
人
間
の
仕
事
を
そ
の
対

象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
理
性
」
だ
け
に
よ
っ
て
は
言
語
、
神
話
、
宗
教
、
芸
術
と
い
っ
た
主
観
的
・
創
造
的
な
文
化
現
象
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
な
の
で
、
彼
に
よ
る
と
そ
れ
は
さ
ら
に
広
い
基
礎
の
う
え
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
精
神
は
上
述
の
文
化
現
象
に
加
え
て
、
さ
ら
に
科
学
や
政
治
な
ど
、
彼
を
取
り
巻
く
文
化
的
な
宇
宙
を
作
り
出
し
、
自
ら
を
そ
こ
へ

織
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
も
つ
と
い
う
の
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
を
通
し
て
の
主
張
で
あ
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
そ
れ
は
、
ま
さ
に
人
間
独
自
の
世
界
を
形
成
す
る
人
間
学
的
な
機
能
、
つ
ま
り
人
間
を
他
の
動
物
か
ら
根
本
的
に
区
別
す
る
第
一
要

素
で
あ
る
）
42
（

。「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
こ
そ
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
の
人
間
の
定
義
、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
の
根
幹

を
な
す
も
の
で
あ
り
、
彼
の
人
間
学
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

人
間
を
「
理
性
的
動
物
」
と
定
義
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
彼
を
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
（anim

al sym
bolicum

）

と
定
義
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
が
人
間
の
特
殊
な
相
違
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
彼
に
対
し
て
開
か
れ
た
新
し
い
道
、

す
な
わ
ち
「
文
明
」
へ
の
道
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
）
43
（

。

こ
う
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
は
、
そ
れ
が
探
求
す
べ
き
知
的
中
心
を
人
間
の
「
シ
ン
ボ
ル
機
能
」
に
定
め
る
こ
と
を
提
案
す
る

が
、
こ
の
考
え
か
た
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
で
彼
が
導
入
す
る
「
シ
ン
ボ
ル
系
」（sym

bolic system

）
と
い
う
新

た
な
人
間
学
的
な
概
念
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
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シ
ン
ボ
ル
的
動
物
と
シ
ン
ボ
ル
系　
　

一
九
二
三
年
に
主
著
の
第
一
巻
を
著
し
て
以
降
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
長
ら
く
主
要
な
研
究
テ
ー
マ

と
し
て
き
た
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
は
、
人
間
学
的
な
概
念
へ
と
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
文
化
哲
学
と
し
て
の
人
間
学
の
可
能

性
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」
と
い
う
人
間
の
定
義
の
提
出
と
同
時
に
彼
が
導
入
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
概

念
は
、
生
物
学
者
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
理
論
を
人
間
学
的
に
応
用
し
た
「
シ
ン
ボ
ル
系
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
る

と
す
べ
て
の
生
物
は
「
感
受
系
」（M

erknetz

）
と
「
反
応
系
」（W

irknetz

）
と
い
う
二
次
元
的
な
「
機
能
的
円
環
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
円
環
は
生
物
の
種
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
す
べ
て
の
生
物
は
も
っ
と
も
下
等
な
も
の

で
す
ら
、
そ
の
環
境
に
順
応
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ま
っ
た
く
適
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
環
境
理
論
は
、
す
で
に

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
が
そ
れ
を
採
用
し
て
い
る
し
、
ま
た
一
九
二
八
年
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
執
筆
し
た
「
哲
学
的
人
間
学
の
根
本
問
題
と

し
て
の
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
」
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
哲
学
的
人
間
学
』
に
至
っ
て
彼
は
、
こ
の
生
物
学
的
な
環
境
理
論

を
、
人
間
学
的
に
応
用
し
、
二
次
元
的
な
感
受
―

反
応
の
連
鎖
の
間
に
、
新
た
な
概
念
と
し
て
の
「
シ
ン
ボ
ル
系
」
の
存
在
を
主
張
す
る
。

「
シ
ン
ボ
ル
系
」
の
作
用
に
よ
っ
て
人
間
は
外
界
か
ら
の
刺
激
に
対
し
て
直
接
的
に
反
応
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
常
に
遅
延
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
生
物
と
し
て
の
人
間
の
欠
陥
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
有
機
的
な
生
命
に
対
す
る
「
革

命
」
の
証
で
も
あ
る
。
こ
の
「
シ
ン
ボ
ル
系
」
は
彼
の
人
間
学
に
お
け
る
「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」
と
い
う
定
義
の
中
心
概
念
で
あ
り
、
生
物

学
的
な
事
実
を
人
間
学
へ
と
援
用
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
方
法
論
的
な
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
44
（

。

確
か
に
こ
こ
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
二
つ
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
独
自
の
概
念
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
人
間
』
が
出
版
さ
れ
た
翌
年
に
訪
れ
る
彼
の
急
逝
が
こ
う
し
た
事
態
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
奇
し
く
も
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
『
人
間
の
地
位
』
で
自
身
の
哲
学
的
人
間
学
の
素
描
を
与
え
た
の
に
留
ま
っ
た
の

と
似
た
事
態
で
あ
る
。
私
た
ち
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
残
し
た
「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」
と
い
う
人
間
の
定
義
と
、
彼
の
学
説
と
を
い
か
に
理
解
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す
べ
き
で
あ
る
か
を
最
後
に
考
察
す
る
と
し
た
い
。

お
わ
り
に
――
文
化
の
哲
学
と
し
て
の
哲
学
的
人
間
学

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
生
前
最
後
の
著
作
と
な
っ
た
『
人
間
――
人
間
文
化
の
哲
学
へ
の
序
論
』
は
、
当
初
そ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
た
副
題
が

「
哲
学
的
人
間
学
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
著
作
の
間
に
は
、
純
粋
な
改
題
と
同
時
に
、

彼
の
語
法
に
も
明
確
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、『
哲
学
的
人
間
学
』
で
は
彼
が
頻
繁
に
用
い
て
い
た
二
つ
の
用
語
が
『
人
間
』

で
は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
哲
学
的
人
間
学
」（philosophical anthropology

）
と
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」

（sym
bolic form

s

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
を
彼
が
あ
え
て
『
人
間
』
に
お
い
て
使
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
哲
学
的
人
間
学
」　　
『
人
間
』
に
お
い
て
「
哲
学
的
人
間
学
」
が
、「
人
間
文
化
の
哲
学
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、
第
一
に
彼

に
と
っ
て
両
者
が
同
じ
学
問
領
域
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て

既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、「
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
学
問
は
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
英
語
圏
で
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

フ
レ
ー
ザ
ー
（Sir Jam

es G
eorge Frazer, 1854

―1941

）
や
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
（Franz B

oas, 1858

―1942

）
そ
し
て
ル
ー
ス
・
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
（R

uth B
enedict, 1887

―1948

）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
人
類
学
」
と
い
う
哲
学
的
人
間
学
と
は
似
て
非
な
る
学
問
分
野
を
意

味
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
ら
の
「
人
類
学
」
に
も
強
い
関
心
を
も
ち
、
と
き
に
そ
れ
ら

を
援
用
し
て
さ
え
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
意
図
は
人
類
学
的
な
成
果
を
用
い
つ
つ
、
哲
学
的
に
探
求
す
る
「
人
間
学
」、
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つ
ま
り
カ
ン
ト
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
言
う
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
語
で
の
「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
れ
ら
両
者
に
不
可
避
な
混

同
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
人
間
文
化
の
哲
学
」
と
い
う
研
究
の
手
法

0

0

0

0

0

を
そ
の
名
称
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
置
き
換
え
は

か
な
り
徹
底
さ
れ
て
い
て
、『
人
間
』
に
お
い
て
現
代
ド
イ
ツ
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
は
、
あ
え
て
「
人
間
学
的
哲
学
」（anthropological 

philosophy
）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
彼
の
意
図
は
決
し
て
「
哲
学
的
人
類
学
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
「
哲
学
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」　　
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
は
哲
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
象
徴
す
る
術
語
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は

な
い
の
で
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
彼
の
哲
学
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
人
間
』
に
お
い
て
、「
シ
ン

ボ
ル
形
式
」
と
い
う
術
語
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
哲
学
的
人
間
学
』
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
人
間
学
と
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の

哲
学
』
の
関
係
が
一
つ
の
節
を
割
い
て
論
じ
ら
れ
、
ま
た
著
作
全
体
の
後
半
部
分
を
成
す
文
化
の
諸
論
は
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
い
う
題
で

ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。『
人
間
』
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
「
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」（sym

bolism

）
と
い
う
用
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
置
き
換
え
も
ま
た
、
英
語
圏
の
読
者
に
と
っ
て
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
い
う
言
葉
は
ま
だ
馴
染
み
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

用
い
る
こ
と
に
よ
る
概
念
的
な
混
乱
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
考
え
ら
れ
る
。『
人
間
』
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
新

し
い
著
作
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
よ
り
も
小
さ
く
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
感
じ
て
い
た
。
か

つ
て
の
彼
は
、
自
ら
の
問
題
意
識
に
没
頭
す
る
あ
ま
り
文
体
上
で
の
配
慮
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
）
45
（

。
す
る
と
、
多
く
の
紙
幅
を

割
い
て
彼
の
術
語
で
あ
る
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
い
う
概
念
を
繰
り
返
し
て
説
明
し
つ
つ
用
い
る
こ
と
よ
り
も
他
の
い
っ
そ
う
一
般
的
な
用

語
を
用
い
て
、
い
っ
そ
う
重
要
だ
と
思
わ
れ
た
事
柄
へ
と
探
求
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
得
策
で
あ
る
と
彼
に
は
思
わ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
彼
は
委
細
な
議
論
は
過
去
の
成
果
へ
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
人
間
』
で
新
た
に
論
じ
ら
れ
る
彼
独
自
の
人
間
学
の
議
論
を
直
接

に
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
置
換
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
か
ら
彼
の
哲
学
的
人
間
学
へ
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の
直
接
的
な
思
想
的
展
開
を
見
え
に
く
く
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
単
な
る
表
現
上
の
置

換
に
過
ぎ
ず
、「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」
と
「
シ
ン
ボ
ル
系
」
と
い
う
二
つ
の
主
要
な
概
念
を
用
い
た
彼
の
哲
学
的
人
間
学
を
世
に
問
う
た
め

に
は
、
そ
こ
に
あ
え
て
「
シ
ン
ボ
ル
形
式
」
と
い
う
か
つ
て
の
術
語
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
既
に
み
た
よ
う
に
、「
人
間
文
化
の
哲
学
」
と
い
う
手
法
そ
の
も
の
の
が
、
既
に
彼
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
か
ら
の
直
接
的
な

発
展
的
展
開
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
）
46
（

。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
に
お
い
て
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
一
見
す
る
と
さ
ま
ざ
ま
に
分
岐
し
て
い
る
文
化
現
象

の
機
能
的
な
統
一
、
す
な
わ
ち
「
普
遍
的
な
主
観
」
の
探
求
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
そ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
、
人
間
は
文
化
と
し
て

の
シ
ン
ボ
ル
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
操
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
彼
に
と
っ
て
の
「
知
的
中
心
」
と
な
っ

て
い
る
。
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
シ
ン
ボ
ル
と
は
、
精
神
の
機
能
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
文
化
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
文
化
（
仕
事
）
の
う
ち

に
、「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」
の
機
能
的
「
本
質
」
を
追
求
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
が
言
う
「
シ
ン
ボ
ル
的
動
物
」
は
、
言
語
、
神
話
、
宗
教
、

芸
術
、
科
学
、
政
治
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
哲
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
こ
の
定

義
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
哲
学
的
人
間
学
の
手
法
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
注

（
1
） H

erder, A
bhandlung über den U

rsprung der Sprache, in: Sprachphilosophische Schriften, Felix M
einer Verlag, H

am
burg, 1964, S. 

56.

（『
言
語
起
源
論
』
木
村
直
司
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
七
年
、
一
一
六
頁
）
以
下
、
引
用
に
際
し
て
邦
訳
書
を
参
照
し
た
場
合
は
そ
の
頁

番
号
を
括
弧
内
に
示
す
。
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（
2
） H

erder, op. cit., S.28.

（
四
九
頁
）

（
3
） 
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
プ
レ
ス
ナ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
奥
谷
浩
一
『
哲
学
的
人
間
学
の
系
譜
――
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
プ
レ
ス
ナ
ー
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人

間
論
』
梓
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
九
七
頁
以
下
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
プ
レ
ス
ナ
ー
の
人
間
学
は
次
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
。

す
な
わ
ち
、「
プ
レ
ス
ナ
ー
の
人
間
学
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
記
念
碑
的
な
著
作
と
同
時
期
に
仕
上
げ
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
と
は
相
対

的
に
独
自
の
道
を
た
ど
っ
て
、
し
か
も
そ
の
理
論
の
内
容
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
の
き
わ
め
て
形
而
上
学
的
な
色
彩
の
強

い
人
間
学
を
最
初
か
ら
超
え
出
て
、
と
り
わ
け
生
物
学
に
内
在
し
て
人
間
学
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
」。（
同
書
九
九
頁
）

（
4
） 

こ
の
「
哲
学
的
人
間
学
」
の
本
流
を
包
括
的
に
概
説
し
た
も
の
が
前
掲
の
奥
谷
浩
一
に
よ
る
研
究
書
で
あ
る
。
ま
た
、
金
子
晴
勇
『
現
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
間
学
――
精
神
と
生
命
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇
年
は
、
さ
ら
に
広
い
視
点
か
ら
こ
の
本
流
を
歴
史
的
に
叙
述

し
て
お
り
、
生
物
学
的
な
哲
学
的
人
間
学
の
問
題
点
が
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
哲
学
の
研
究
者
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
メ
ッ
ケ
ル
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
既
に
一
九
二
八
年
に
し
た
た
め
た
「
哲
学
的
人

間
学
の
根
本
問
題
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
の
問
題
」
と
い
う
遺
稿
に
お
い
て
、「
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
」
と
哲
学
的
人
間
学
と
を
結
び
つ
け
よ
う

と
試
み
て
い
る
こ
と
が
、
彼
の
思
想
的
変
遷
に
お
い
て
そ
れ
と
の
遭
遇
が
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
証
し
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

C
hristian M

öckel, K
ultuelle E

xistenz und anthropologische K
onstanten

―Zur philosophischen A
nthropologie E

rnst C
assirers, 

in: Zeitschrift für K
ulturphilosophie, herausgegeben von R

alf K
onersm

ann, John M
ichael K

rois, D
irk W

esterkam
p, Felix M

einer 

Verlag, H
am

burg, 2009, S.212

―213.

（
6
） M

ax Scheler, Philosophische W
eltanschauung, in: M

ax Scheler, G
esam

m
elte W

erke

（
以
下
、G

.W
.

と
略
記
す
る
。B

d. 9, H
eraus-

gegeben von M
anfred S. Frings, Francke Verlag, B

ern und M
ünchen, 1976, S. 120.

（「
哲
学
的
世
界
観
」『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
13
』

亀
井
裕
、
安
西
和
博
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
、
一
二
八
頁
）

（
7
） M

ax Scheler, D
ie Stellung des M

enschen im
 K

osm
os, in: G

.W
. B

d. 9, 1976, S. 11.

（「
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
」『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著

作
集
13
』
一
六
頁
）

（
8
） C
assirer, Sem

inar on Sym
bolism

 and Philosophy of Language, Vorlesung N
ew

H
aven 1941

―42, in: N
achgelassene M

anuskripte 

und Texte, B
d. 6, H

erausgegeben von K
laus C

hristian K
öhnke John M

ichael K
rois, O

sw
ald Schw

em
m

er, Velix M
einer Verlag, 

H
am

burg, 2005, S. 236 

参
照
。（
以
下
、
本
遺
稿
集
はE

C
N

 6 

と
略
記
す
る
）
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（
9
） 「
人
間
に
つ
い
て
の
学
」（A

nthropologie

）
の
類
型
と
発
生
に
つ
い
て
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ラ
ン
ト
マ
ン
『
哲
学
的
人
間
学
』
谷
口
茂
訳
、
思

索
社
、
一
九
九
一
年
、
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
） M

ax Scheler, op. cit., S. 7.

（
一
六
頁
）

（
11
） M

ax Scheler, op. cit., S. 11.

（
一
五
―
一
六
頁
）
参
照
。

（
12
） M

ax Scheler, op. cit., S. 11.

（
一
六
頁
）

（
13
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, A

n Introduction to a Philosophy of H
um

an C
ulture, Yale U

niversity Press, N
ew

 H
aven, 1944, p. 21.

（
14
） M

ax Scheler, op. cit., S. 12.

（
一
七
頁
）

（
15
） M

ax Scheler, op. cit., S. 28.

（
四
六
―
四
七
頁
）

（
16
） M

ax Scheler, op. cit., S. 27.
（
四
七
頁
）
参
照
。

（
17
） M

ax Scheler, op. cit., S. 28.
（
四
八
頁
）

（
18
） M

ax Scheler, op. cit., S. 29.

（
五
一
頁
）

（
19
） 

金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
三
八
頁
。

（
20
） 

こ
の
論
文
の
邦
訳
は
前
掲
し
た
金
子
晴
勇
の
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
学
』
に
付
録
と
し
て
所
収
さ
れ
て
お
り
、
金
子
は
こ
の
論
文
を
次
の

よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
論
文
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
充
分
に
く
み
取
り
な
が
ら
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲

学
』
全
三
巻
を
完
成
さ
せ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
そ
の
哲
学
の
根
本
思
想
に
立
ち
な
が
ら
彼
自
身
の
人
間
学
を
創
始
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
注

目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。
金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
五
一
頁
。

（
21
） 

こ
こ
で
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張
は
、
人
間
の
精
神
と
生
命
を
対
極
的
（Polarität

）
な
構
図
に
お
い
て
捉
え
て
い
て
、
彼
独
自
の
ゆ
る
や
か
な

二
元
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
関
す
る
い
っ
そ
う
の
詳
細
は
金
子
晴
勇
、
前
掲
書
、
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
22
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, A

n Introduction to a Philosophy of H
um

an C
ulture, p. 52.  

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
現
象
学
」
と
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
現
象
学
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
人
間
』

に
お
け
る
人
間
学
は
、『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
で
の
議
論
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
で
は
用
語
の
定
義
に
つ
い
て
の
言
及
は
さ

れ
て
い
な
い
。

（
23
） 

こ
の
草
稿
は C

assirer, N
achgelassene M

anuskripte und T
exte, B

d. 1, H
erausgegeben von John M

ichael K
rois und O

sw
ald 
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Schw
em

m
er, Felix M

einer Verlag, H
am

burg, 1995, S. 32

―109 

に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
は
一
九
二
九
年
に
出
版
さ
れ
、
そ
の
副
題
は
「
認
識
の
現
象
学
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
彼
が
「
現
象

学
」
と
言
う
際
に
は
、
そ
れ
は
現
代
の
現
象
学
で
は
な
く
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
確
立
し
、
体
系
的
に
基
礎
づ
け
主
張
し
た
あ
の
〈
現
象
学
〉
の
原

義
に
立
ち
戻
っ
て
い
る
」
と
冒
頭
で
あ
え
て
念
を
押
し
て
述
べ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と

時
間
』
に
お
け
る
心
身
論
の
問
題
（
遺
稿
集
第
一
巻
）
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
け
る
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
）
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
を
積

極
的
に
採
り
入
れ
て
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
と
は
、
や
は
り
対
照
的
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。C

assirer, 

Philosophie der sym
bolischen F

orm
en, Teil 3, Phänom

enologie der E
rkenntnis

（1929

）, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 

D
arm

stadt, 1977, V
I.

（
25
） 

彼
が
最
後
に
著
し
た
著
作
は
『
国
家
と
神
話
』（1946

）
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
は
彼
が
急
逝
す
る
数
日
前
に
よ
う
や
く
脱
稿
し
た
ば
か
り
の
も

の
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
が
こ
の
著
作
が
世
に
出
る
姿
を
見
届
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
26
） 

こ
の
草
稿
は
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
お
い
て
一
九
四
一
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
同
題
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
の
講
義
録S.191

―304

を
土
台

と
し
て
い
て
、
そ
れ
も
ま
た
遺
稿
集
第
六
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
27
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
イ
ェ
ー
ル
大
学
の
関
係
者
ら
に
よ
る
『
哲
学
的
人
間
学
』
の
推
敲
と
改
題
に
関
す
る
経
緯
は
、C

assirer, E
C

N
 6, S.670

―

673

を
参
照
。

（
28
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, A

 Philosophical A
nthropology, in: E

C
N

6, S. 399.

（
29
） C

assirer, op. cit., S. 399.

（
30
） C

assirer, op. cit., S. 403.

（
31
） Scheler, Zur Idee des M

enschen, in: G
.W

. B
d. 3, S. 173.

（『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
4
』
白
水
社
、
一
九
七
七
年
、
二
六
五
―
二
六
六
頁
）

（
32
） 

ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
主
張
に
よ
る
と
、「
遊
戯
」
は
人
間
と
動
物
の
両
方
の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
両
者
に
お
け
る
そ
れ
は
次

の
点
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
動
物
は
遊
戯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
動
物
は
も
は
や
単
な
る
機
械
的
な
も
の
以
上

の
存
在
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
遊
戯
も
す
る
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
が
遊
戯
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ

れ
は
単
に
理
性
を
行
使
す
る
だ
け
の
存
在
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
と
。
ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
――
人
類
文
化
と
遊
戯
』
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高
橋
英
夫
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
三
年
、
一
六
頁
。

（
33
） 『
哲
学
的
人
間
学
』
に
お
け
る
人
間
学
の
歴
史
に
関
す
る
議
論
は
、『
人
間
』
に
お
い
て
は
「
人
間
の
自
己
認
識
に
お
け
る
危
機
」
と
い
う
観
点

か
ら
そ
の
主
要
な
部
分
の
み
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
34
） C

assirer, op. cit., S.392.

（
35
） C

assirer, op. cit., S.392

参
照
。

（
36
） C

assirer, Philosophie der Sym
bolischen Form

en, Teil 1, D
ie Sprache, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, D

arm
stadt, 1977, S.11.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
「
言
語
」
生
松
敬
三
、
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
三
一
頁
）　

（
37
） C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, Teil 2, D
as M

ythische D
enken, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, D

arm
stadt, 

1977, S.39.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
「
神
話
的
思
考
」
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
七
五
頁
）

（
38
） C

assirer, A
n E

ssay on M
an, A

 Philosophical A
nthropology, S.348.

（
39
） C

assirer, op. cit., S.392.

（
40
） 『
人
間
』
に
お
け
る
人
間
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
第
二
章
「
人
間
性
へ
の
鍵
」
に
凝
縮
し
た
形
で
要
点
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
同
書
に
は
さ
ら
に
第
六
章
「
人
間
文
化
に
よ
る
人
間
の
定
義
」
と
し
て
別
の
論
考
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
『
哲
学
的
人
間
学
』

で
本
来
同
じ
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
『
人
間
』
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
章
で
あ
る

第
二
章
を
印
象
的
に
描
く
た
め
に
、
必
要
最
低
限
の
叙
述
の
み
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
41
） C

assirer, op. cit., S. 411.

（
42
） 

ヘ
ル
ダ
ー
は
言
語
が
人
間
学
的
な
機
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
れ
を
言
語
の
み
な
ら
ず
、
他
の
シ
ン
ボ
ル
形
式
へ
も
拡

大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
包
括
的
な
人
間
学
的
文
化
理
解
に
至
っ
て
い
る
。

（
43
） C

assirer, op. cit., S. 411.

（
44
） 

こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
著
『
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一
年
、
一
六
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
45
） 

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
本
書
は
以
前
の
も
の
よ
り
も
、
は
る
か
に
短
く
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
。〈
大
著
は
大
悪
で
あ
る
〉

と
レ
ッ
シ
ン
グ
は
言
っ
た
。
私
は
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
を
書
い
た
際
、
問
題
そ
れ
自
体
に
は
な
は
だ
熱
中
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
文
体

上
の
マ
キ
シ
ム
を
忘
れ
て
い
た
か
、
怠
っ
て
い
た
の
だ
」
と
。C

assirer, A
n E

ssay on M
an, A

n Introduction to a Philosophy of H
um

an 
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C
ulture, vii.

（
46
） 
デ
ィ
ビ
ッ
ト
・
ビ
ド
ニ
ー
（D

avid B
idney

）
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ

意
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
し
指
摘
し
た
う
え
で
、
両
者
を
「
精
神
の
人
間
学
」（spiritual anthropology

）
と
呼
ん
で
い
る
。D

avid 

B
idney, O

n the Philosophical A
nthropology of E

rnst C
assirer and Its R

elation to the H
istory of A

nthropological T
hought, in: 

T
he Philosophy of E

rnst C
assirer, edited by Paul A

rthur Schilpp, T
he Library of living Philosophers, 1958, p. 500.

　
　
　
参
考
文
献

・ C
assirer, A

n E
ssay on M

an, A
n Introduction to a Philosophy of H

um
an C

ulture, Yale U
niversity Press, N

ew
 H

aven, 1944.

（『
人
間
』

宮
城
音
弥
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）

・ C
assirer, A

n E
ssay on M

an, A
 Philosophical A

nthropology, in: N
achgelassene M

anuskripte und Texte, B
d. 6, H

erausgegeben von 

K
laus C

hristian K
öhnke John M

ichael K
rois and O

sw
ald Schw

em
m

er, Velix M
einer Verlag, H

am
burg, 2005.

・ C
assirer, Philosophie der Sym

bolischen Form
en, Teil 1, D

ie Sprache, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, D
arm

stadt, 1977.

（『
シ
ン

ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
一
巻
「
言
語
」
生
松
敬
三
、
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

・ C
assirer, Philosophie der sym

bolischen F
orm

en, Teil 2, D
as m

ythische D
enken, W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, D

arm
stadt, 

1977.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
二
巻
「
神
話
的
思
考
」
木
田
元
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）

・ C
assirer, Philosophie der sym

bolischen F
orm

en, Teil 3, Phänom
enologie der E

rkenntnis, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft, 

D
arm

stadt, 1977.

（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
木
田
元
・
村
岡
晋
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

・ C
assirer, N

achgelassene M
anuskripte und T

exte, B
d. 1, H

erausgegeben von John M
ichael K

rois und O
sw

ald Schw
em

m
er, Felix 

M
einer Verlag, H

am
burg, 1995.

（『
象
徴
形
式
の
形
而
上
学
』
笠
原
賢
介
・
森
淑
仁
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
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・ C
assirer, Sem

inar on Sym
bolism

 and Philosophy of Language, Vorlesung N
ew

H
aven 1941

―42, in: N
achgelassene M

anuskripte und 

Texte, B
d. 6, H

erausgegeben von K
laus C

hristian K
öhnke John M

ichael K
rois and O

sw
ald Schw

em
m

er, Velix M
einer Verlag, 

H
am

burg, 2005.

・ C
hristian M

öckel, K
ultuelle E

xistenz und anthropologische K
onstanten

―Zur philosophischen A
nthropologie E

rnst C
assirers, in: 

Zeitschrift für K
ulturphilosophie, herausgegeben von R

alf K
onersm

ann, John M
ichael K

rois, D
irk W

esterkam
p, Felix M

einer 

Verlag, H
am

burg, 2009.

・ D
avid B

idney, O
n the Philosophical A

nthropology of E
rnst C

assirer and Its R
elation to the H

istory of A
nthropological T

hought, in: 

T
he Philosophy of E

rnst C
assirer, edited by Paul A

rthur Schilpp, T
he Library of living Philosophers, 1958.

・ G
uido K

reis, C
assirer und die Form

en des G
eistes, Suhrkam

p Verlag B
erlin, 2010.

・ Johann G
ottfried H

erder, A
bhandlung über den U

rsprung der Sprache, in: Sprachphilosophische Schriften, Felix M
einer Verlag, 

H
am

burg, 1964.

（『
言
語
起
源
論
』
木
村
直
司
訳
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
七
年
）

・ M
ax Scheler, Philosophische W

eltanschauung, in: G
.W

. B
d. 9, H

erausgegeben con M
anfred S. Frings, Francke Verlag, B

ern und 

M
ünchen, 1976.

（「
哲
学
的
世
界
観
」『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
13
』
亀
井
裕
、
安
西
和
博
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
）

・ M
ax Scheler, D

ie Stellung des M
enschen im

 K
osm

os, in: G
.W

. B
d. 9, 1976.

（「
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
」『
シ
ェ
ー
ラ
ー
著
作
集
13
』

亀
井
裕
・
安
西
和
博
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
七
年
）

・ 

奥
谷
浩
一
『
哲
学
的
人
間
学
の
系
譜
――
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
プ
レ
ス
ナ
ー
、
ゲ
ー
レ
ン
の
人
間
論
』
梓
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年

・ 

金
子
晴
勇
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
学
――
精
神
と
生
命
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
〇
年

・ 

金
子
晴
勇
『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
間
学
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年

・ 

齊
藤
伸
『
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
シ
ン
ボ
ル
哲
学
――
言
語
・
神
話
・
科
学
に
関
す
る
考
察
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一
年

・ 

畠
中
和
生
『
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
――
生
命
と
精
神
の
二
元
論
的
人
間
観
を
め
ぐ
っ
て
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
三
年

・ 

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ラ
ン
ト
マ
ン
『
哲
学
的
人
間
学
』
谷
口
茂
訳
、
思
索
社
、
一
九
九
一
年

・ 

ヨ
ハ
ン
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
――
人
類
文
化
と
遊
戯
』
高
橋
英
夫
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
三
年


