
二
重
の
端
緒
と
し
て
の
感
覚
的
確
信

―
―『
精
神
現
象
学
』
感
覚
的
確
信
章
に
お
け
る
「
意
識
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」

小
　
原
　
優
　
吉

一　

は
じ
め
に

「
Ⅰ
．
感
覚
的
確
信 

あ
る
い
は
こ
の
も
の

0

0

0

0

と
思
い
込
み
」（
以
下
、
確
信
章
）
は
『
精
神
現
象
学
』（
以
下
、『
現
象
学
』）
に
お
い

て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
「
い
ま
」
と
「
こ
こ
」
を
め
ぐ
る
意
識
の

経
験
過
程
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
、
す
な
わ
ち
真
で
あ
る
と
初
め
に
は
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
矛
盾
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
れ
と

は
正
反
対
の
も
の
が
新
た
に
真
な
る
も
の
と
し
て
生
成
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
が
採
る
叙
述
の
手
法
を
把
握
す
る
た
め
の
よ
い
一
例

で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
加
え
て
こ
の
「
い
ま
」
と
「
こ
こ
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
「
個
別
的
な
も
の・直
接
的
な
も
の
」
の
所
与
性
が
「
否

定
さ
れ
媒
介
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
暴
露
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
同
箇
所
の
議
論
は
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
英
米
言

語
哲
学
に
お
け
る
意
味
論
的
な
原
子
論
へ
の
反
発
、
お
よ
び
全
体
論
へ
の
志
向
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る1

。
こ
の
よ
う
な
動
向
の
背
後
に
は
、「
難
解
な
『
現
象
学
』
の
う
ち
で
も
、
確
信
章
に
つ
い
て
い
え
ば
、
意
識
の
経
験
過
程
が

明
瞭
な
形
で
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
通
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判
す
る
哲
学
的
議
論
も
比
較
的
容
易
に
同
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
暗
黙
的
な
了
解
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
確
信
章
の
テ
ク
ス
ト
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
き
、
上
記
の
よ
う
な
「
確
信
章
は
明
快
な
議
論
を
し
て
い

る
」
と
い
う
印
象
は
う
ち
砕
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
読
者
は
、
確
信
章
が
非
常
に
複
雑
な
構
造
を
有
し
て
い
る
と

感
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
が
、大
き
な
理
由
と
し
て
、同
箇
所
で
は
「
意
識
に
と
っ
て für es

」
と
「
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て für uns

」
の
区
別
と
い
う
『
現
象
学
』
特
有
の
叙
述
様
式
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
を
承
け
て
、
本
稿
で
は
確
信
章
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
区
別
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
確
信
章
の
叙
述
の
構

造
を
詳
細
に
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
確
信
章
に
お
い
て
反
映
さ
れ
て
い
る
『
現
象
学
』
の
叙
述
方
法
の

重
要
な
側
面
の
一
つ
を
示
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
『
現
象
学
』
の
中
で
確
信
章
が
「
意
識
の
経
験
の
端
緒
と
し
て
そ
の
過
程
を
明
瞭
に

提
示
し
て
い
る
」
と
い
う
以
上
の
、
独
自
な
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
そ
の
位
置
づ
け

と
は
、『
現
象
学
』全
体
が
抱
え
る
課
題
に
応
じ
る
か
た
ち
で
、意
識
の
経
験
の
学
の「
始
ま
り
」で
あ
る
と
こ
ろ
の
確
信
章
は
学
の「
端

緒
」
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
別
の
課
題
を
同
時
に
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
確
信
章
の
叙
述
構
造
を
複
雑

に
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
区
別
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
る
端
緒
の
問
題
を
一
挙
に
扱
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
最
終
的
に
は
示
さ
れ
る
。

以
下
、
本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
で
議
論
を
進
め
る
。
第
二
・
三
節
で
は
確
信
章
の
内
在
的
読
解
を
手
法
と
し
て
、
同
章
に
お
け

る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
の
異
な
り
に
着
目
し
つ
つ
、
確
信
章
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
で
も
第
二
節
で
は
、
同

章
に
お
け
る
「
一
つ
の
現
実
的
な
感
覚
的
確
信 eine w

irkliche G
ew

ißheit

」
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
感

覚
的
確
信
（
以
下
、
確
信
）
と
い
う
意
識
形
態
を
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
へ
区
分

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
次
い
で
第
三
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
区
分
が
同
章
に
お
け
る
「
本
質 W

esen

」
に
関
す
る
記
述
と
密
接
に

関
連
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
章
に
お
け
る
「
意
識
の
経
験
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
二
種
類
の
確
信
お
よ
び
本
質
に
関
連
す
る
か

た
ち
で
二
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
続
い
て
第
四
節
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
確
信
章
に
お
け
る
叙
述
方
法
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の
特
徴
を
考
察
し
つ
つ
、
同
章
が
有
す
る
独
自
の
位
置
づ
け
を
示
す
。
そ
こ
で
は
Ａ
．
コ
ッ
ホ
に
よ
る
論
文
「
感
覚
的
確
信
と
知

覚2

」
に
お
け
る
『
現
象
学
』
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
同
章
に
お
い
て
「
意
識
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い

う
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
点
か
ら
「
本
質
」
に
関
す
る
考
察
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
含
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
確
信
章
が
「
二
重

の
端
緒
」
を
め
ぐ
る
課
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
最
後
に
第
五
節
で
は
、
確
信
章
の
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
本
稿
の
主

張
を
改
め
て
提
示
し
、
そ
の
含
意
に
つ
い
て
触
れ
る
。

本
稿
を
通
じ
て
私
は
主
に
次
の
二
つ
の
主
張
を
行
う
。
一
つ
目
の
主
張
は
、
確
信
章
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
の
違

い
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
の
「
確
信
」「
本
質
」「
意
識
の
経
験
」
に
つ
い
て
議
論
を
行
う
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（
第
三
節
）。
二
つ
目
の
主
張
は
、
確
信
章
が
こ
の
よ
う
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
の
は
、『
現
象
学
』
が
二
重
の
端
緒
を

め
ぐ
る
課
題
、
す
な
わ
ち
『
現
象
学
』
は
「
自
然
な
意
識
」
か
ら
出
発
す
る
と
同
時
に
「
最
も
単
純
な
知
」
の
吟
味
か
ら
出
発
す
る

と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
両
課
題
を
同
時
に
遂
行
す
る
と
い
う
点
で
確
信
章
は
『
現
象
学
』
の
う
ち
で
独
自

の
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
四
節
）。

こ
こ
で
一
点
、以
下
の
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
本
稿
は
確
信
章
に
お
け
る「
意
識
」と「
わ
れ
わ
れ
」の
区
分
、お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ

て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
確
信
章
の
叙
述
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
多
く
の
先
行
文
献
に
お
い
て

主
軸
が
置
か
れ
て
い
る
、
意
識
の
経
験
過
程
を
再
構
成
す
る
と
い
う
作
業
に
つ
い
て
は
、
確
信
章
の
全
体
構
造
を
把
握
す
る
の
に
必

要
な
限
り
で
行
う
の
み
に
と
ど
ま
る3

。

二　

二
種
類
の
感
覚
的
確
信

確
信
章
に
お
け
る
「
意
識
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
の
関
係
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
節
で
は
ま
ず
両
者
の
視
点
の
違
い
に
従
っ
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て
確
信
と
い
う
意
識
形
態
が
二
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
章
第
二
段
落
で
特
別
な
断
り
も
な
く
「
感
覚
的
確
信 sinnliche G

ew
ißheit

」
と
い
う
語
を
導
入
し
て
い
る
が
、

実
質
的
に
は
第
一
段
落
の
記
述
に
お
い
て
こ
の
語
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る4

。

ま
ず
も
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
直
接
的
に
わ
れ
わ
れ
の
対
象
で
あ
る
よ
う
な
知
と
は
、
そ
れ
自
身
直
接
的
な
知
、
す
な
わ
ち

直
接
的
な
も
の
な
い
し
は
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
知

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。（G

W
9, 63

）

こ
の
「
直
接
的
な
知
」
あ
る
い
は
「
直
接
的
な
も
の
な
い
し
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
」
こ
そ
が
、
感
覚
的
確
信
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
直
接
的 unm

ittelbar
」
と
い
う
語
は
、「
媒
介
さ
れ
て
い
る verm

ittelt

」
と
い
う
語
と
対
に
な
る
も
の
で
あ
り
、「
あ
る
」

も
の
を
他
の
も
の
と
の
関
連
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
直
接
的
に
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
知
の
あ
り
方
が
、
感
覚
的
確
信

と
呼
ば
れ
て
い
る5

。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
続
け
て
、
こ
の
確
信
は
「
最
も
貧
し
い ärm

st

」
認
識
で
あ
る
と
説
明
す
る
（G

W
9, 63

）。
と
い
う
の
も
、
こ
の
確

信
は
「
最
も
抽
象
的
」
で
、「
そ
の
も
の
が
存
在
す
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
の
み
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る(G

W
9, 63

）。
つ
ま
り

確
信
は
、
何
か
あ
る
も
の
に
つ
い
て
「
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
の
み
で
あ
る
よ
う
な
知
の
形
態
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
存
在
す
る
と
さ
れ
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
性
状
を
有
し
て
い
る
か
は
言
及
さ
れ
ず
、
と
に
か
く
「
そ
れ
は
存0

在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

」と
だ
け
述
べ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は「
直
接
的
な
知
」で
あ
っ
て
、性
質
や
性
状
に
よ
る
知
識
と
の
関
わ
り
な
く
、

つ
ま
り
そ
れ
ら
諸
性
質
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
「
こ
の
も
の D

ieser

」
な
い
し
は
「
純
粋
な
存
在 das reine Sein

」
の

み
を
告
げ
る
知
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（G

W
9, 63

）。

と
こ
ろ
で
、確
信
章
に
お
い
て
「
感
覚
的
確
信
」
と
い
う
語
は
、ほ
と
ん
ど
の
場
合
定
冠
詞・定
冠
詞
類
（„die“„diese“

）
に
よ
っ
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て
修
飾
さ
れ
て
い
る
が
、
唯
一
以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
不
定
冠
詞
（„eine“

）
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
純
粋
な
存
在

0

0

0

0

0

に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
と
る
と
こ
ろ
で
は
、
な
お
多
く
の
他
の
も
の
が
戯
れ
て
い
る
。

あ
る
現
実
の
感
覚
的
確
信
﹇eine w

irkliche sinnliche G
ew

ißheit

﹈
は
、
た
だ
単
に
こ
う
し
た
純
粋
な
直
接
性
で
あ
る
の
み

で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
直
接
性
の
実
例

0

0

で
も
あ
る
。
…
…
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
は
た
だ
ち
に
﹇sogleich

﹈

「
こ
の
も
の
」
と
す
で
に
呼
ば
れ
て
い
た
両
者
、す
な
わ
ち
私
と
し
て
の

0

0

0

0

0

「
こ
の
も
の
」
と
対
象
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

「
こ
の
も
の
」
と
が
、

純
粋
な
存
在
か
ら
剥
が
れ
落
ち
て
い
る
。（G

W
9, 64

）

引
用
文
に
お
い
て
「
あ
る
現
実
の
感
覚
的
確
信
」
は
、「
純
粋
な
存
在
か
ら
剥
が
れ
落
ち
た
」「
こ
の
も
の
」
を
対
象
と
す
る
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
上
述
の
〈
純
粋
な
存
在
の
み
を
対
象
と
す
る
貧
し
い
知
で
あ
る
〉
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
確
信
か
ら
区
別
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
確
信
は
自
ら
を
「
最
も
豊
か
な
認
識

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
お
り
（G

W
9, 63

）、
引
用
文
中
の
「
現
実

の w
irklich

」「
た
だ
ち
に sogleich

」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
れ
ば
、〈
こ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
最
も
豊
か
な
知
〉
と
は
確
信
と

い
う
知
が
目
下
の
段
階
で
の
確
信
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

翻
っ
て
、
前
述
の
〈
純
粋
な
存
在
を
対
象
と
す
る
最
も
貧
し
い
認
識
で
あ
る
〉
と
い
う
特
徴
は
、『
現
象
学
』
に
お
い
て
意
識
の

運
動
を
俯
瞰
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
見
た
と
き
の
確
信
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
同
箇
所
で
予
告
さ
れ

て
い
る
通
り
、〈
最
も
豊
か
な
認
識
で
あ
る
〉
と
い
う
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
有
す
る
特
徴
は
の
ち
に
な
っ
て
反
駁
さ

れ
、
実
際
に
は
〈
最
も
貧
し
い
認
識
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
〈
純
粋
な
存
在
を
対
象
と

す
る
最
も
貧
し
い
認
識
で
あ
る
〉
と
い
う
「
感
覚
的
確
信
に
お
け
る
真
理
」（G

W
9, 63

）
と
は
、確
信
章
に
お
け
る
「
意
識
の
経
験
」

に
先
取
り
し
た
形
で
確
信
と
い
う
知
の
形
態
を
考
察
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
み
が
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る6

。
ク
レ
ス
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ゲ
ス
が
指
摘
す
る
通
り
、「﹇
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
は
﹈
自
体
的
に
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
『
現
象
学
』
の
課
題
設
定

か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る7

。

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず「
わ
れ
わ
れ
」が
先
立
っ
て
考
察
す
る
限
り
、確
信
は「
最
も
貧
し
い
知
」で
あ
り
、

「
純
粋
な
存
在
」の
み
に
関
わ
る
知
で
あ
る
。
他
方
で「
あ
る
現
実
の
感
覚
的
確
信
」は
、さ
し
あ
た
っ
て
自
ら
を「
最
も
豊
か
な
認
識
」

だ
と
捉
え
、「
純
粋
な
存
在
」で
は
な
く「
私
と
し
て
の
こ
の
も
の
」な
い
し
は「
対
象
と
し
て
の
こ
の
も
の
」を
知
る
も
の
だ
と
す
る
。

以
上
か
ら
、確
信
章
に
お
い
て
確
信
は
、確
信
自
身
に
と
っ
て
の
あ
り
方
と
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
た
と
き
の
真
な
る
あ
り
方
と
い
う
、

二
つ
の
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、『
現
象
学
』
の
表
現
に
倣
っ
て
、確
信
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
を
、

〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

三　

二
種
類
の
「
本
質
」
お
よ
び
「
経
験
」

前
節
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
確
信
章
の
序
盤
に
お
い
て
確
信
と
い
う
意
識
形
態
は
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
〈
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
い
う
二
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
い
で
本
節
で
は
、
こ
う
し
た
区
別
は

確
信
章
に
お
け
る
「
本
質 W

esen

」
を
め
ぐ
る
記
述
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
「
本
質
」
と
関
わ
る
か

た
ち
で
叙
述
さ
れ
る
「
意
識
の
経
験
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る8

。

確
信
章
第
四
段
落
に
お
い
て
、ヘ
ー
ゲ
ル
は
上
述
し
た
確
信
の
区
分
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
論
点
を
追
加
す
る
。
す
な
わ
ち
、〈
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
に
お
い
て
は
「
直
接
性
と
媒
介
」
な
い
し
「
本
質
と
非
本
質
」
に

関
す
る
異
な
る
区
別
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（G

W
9, 64

）9

。〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
か
ら
す
れ
ば
、〈
こ

の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
「
本
質
」
で
あ
っ
て
、「
こ
の
私
」「
こ
の
も
の
」
は
こ
の
本
質
の
傍
ら
に
戯
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れ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
「
非
本
質
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
一
方
で
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
に
お
い
て
は
「
純
粋
な
存

在
」
は
未
だ
把
握
さ
れ
ず
に
止
ま
っ
て
お
り
、「
こ
の
私
」「
こ
の
も
の
」
だ
け
が
当
の
確
信
に
と
っ
て
現
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
た

め
に
、
確
信
は
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
「
本
質
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
「
こ
の
も
の
」
と
い
う
「
対
象
」
が
直

接
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
「
本
質
」
で
あ
り
、「
こ
の
私
」
は
こ
う
し
た
対
象
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
直
接
的

な
も
の
で
は
な
く
「
非
本
質
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
意
味
で
、〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
は
、

自
己
と
対
象
を
切
り
分
け
た
上
で
、
さ
し
あ
た
り
対
象
の
側
を
「
真
な
る
も
の
」
と
考
え
る
意
識
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
は
〈
こ
の
私
に
と
っ
て
こ
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
（
純
粋
な

存
在
）
が
本
質
で
あ
る
〉
と
捉
え
る
の
に
対
し
、〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
は
〈
こ
の
も
の
と
い
う
対
象
が
本
質
で
あ
る
〉

と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
何
が
本
質
で
あ
る
の
か
に
し
た
が
っ
て
両
者
は
区
分

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
件
に
関
し
て
さ
ら
に
注
目
す
る
べ
き
は
、
確
信
章
に
お
け
る
「
意
識
の
経
験
」
に
お
い
て
、「
本
質
」
に
し
た
が
っ
て
区
別

さ
れ
た
二
種
類
の
確
信
の
そ
れ
ぞ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
信
章
に
お
け
る
「
意
識
の
経
験
」
は
「
言
明 

A
ussprechen

」
を
め
ぐ
る
経
験
と
「
指
示 A

ufzeigen

」
を
め
ぐ
る
経
験
に
二
分
さ
れ
る
が
、こ
の
二
つ
の
経
験
の
う
ち
前
者
は
〈
確

信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
を
、
後
者
は
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
を
主
題
的
に
論
じ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
際
「
本
質
」

と
い
う
論
点
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る 10
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
示
す
。

ま
ず「
言
明
」を
め
ぐ
る
経
験
に
つ
い
て
。
こ
れ
は「
い
ま
」「
こ
こ
」「
こ
の
私
」と
い
っ
た「
こ
の
も
の
」に
関
し
て
、例
え
ば「
い

ま
は
夜
で
あ
る
」
と
言
明
す
る
意
識
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る 11
。
ま
ず
も
っ
て
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
目
下
の
議
論
に
お
い

て
は
「
反
省
を
加
え
た
り
、
対
象
が
真
理
に
お
い
て
何
で
あ
る
の
か
を
観
察
し
た
り
す
る
」
の
で
は
な
く
「
対
象
を
感
覚
的
確
信
が
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自
身
に
即
し
て
手
に
し
て
い
る
通
り
で
の
形
で
観
察
す
る
」こ
と
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
通
り（G

W
9, 64

）、こ
の
経
験
は〈
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
で
は
な
く
、〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
得
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
も
記
述
す
る
。

対
象
に
つ
い
て
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
実
際
に
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
言
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
本

質
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
質
で
あ
る
と
い
う
対
象
の
概
念
が
、
そ
の
対
象
が
意
識
に
お
い

て
現
に
あ
ら
わ
れ
る
﹇vorhanden

﹈
し
か
た
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（G

W
9, 64

）

こ
こ
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、こ
の
経
験
の
叙
述
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
て
い
る
の
は
、確
信
が
自
ら
に
と
っ
て
の
「
本
質
」

を
当
の
経
験
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、本
稿
第
二
節
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、

こ
の「
言
明
」を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て
は
、〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉が「
本
質
」と
し
て
捉
え
る〈
こ
の
も
の
と
い
う
対
象
〉

が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
経
験
が
も
っ
ぱ
ら

「
い
ま
」「
こ
こ
」「
こ
の
私
」
と
い
う
一
つ
の
対
象
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
と
整
合
的
で
あ
る 12
。
以
上
か
ら
、「
言
明
」
を

め
ぐ
る
経
験
が
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
を
扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
ま
た
確
信
章
に
お
け
る
「
経
験
」
の
進
行

が
「
本
質
」
に
深
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
部
分
的
に
示
さ
れ
た
。

次
に
、「
指
示
」
を
め
ぐ
る
経
験
に
つ
い
て
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、「
言
明
」
を
め
ぐ
る
経
験
を
通
じ
て
、確
信
に
と
っ
て
「
真

な
る
も
の
」
で
あ
る
直
接
的
な
「
こ
の
も
の
」
が
実
際
に
は
「
媒
介
さ
れ
」「
否
定
さ
れ
て
」
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る

（G
W

9, 65

）13
。
他
方
で
確
信
自
身
は
い
ま
だ
直
接
性
に
固
執
し
、
そ
れ
ゆ
え
〈
対
象
と
し
て
の
こ
の
も
の
〉
を
本
質
と
す
る
こ
れ

ま
で
の
態
度
を
改
め
つ
つ
、別
の
仕
方
で
「
直
接
的
な
も
の
」
が
本
質
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
が
、こ
の
新
た
な
態
度
が
「
指
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示
」
を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
。

目
下
本
稿
の
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
言
明
」
を
め
ぐ
る
経
験
か
ら
「
指
示
」
を
め
ぐ
る
経
験
へ
の
移
行
を
論
じ
る
以
下

の
記
述
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
感
覚
的
確
信
が
﹇
言
明
を
通
じ
て
﹈
経
験
す
る
の
は
、自
ら
の
本
質
が
対
象
の
う
ち
に
も
私
の
う
ち
に
も
存
在
せ
ず
、

直
接
性
と
は
一
方
の
﹇
対
象
の
﹈
直
接
性
で
も
他
方
の
﹇
私
の
﹈
直
接
性
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
と
い
う
の
も
対

象
と
私
の
両
者
に
お
い
て
私
が
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
は
む
し
ろ
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え

わ
れ
わ
れ
は
感
覚
的
確
信
の
全
体

0

0

を
そ
の
本
質

0

0

と
し
て
定
立
す
る
こ
と
へ
と
至
る
。

　

…
…
そ
う
し
た
﹇
感
覚
的
確
信
全
体
と
い
う
直
接
性
の
﹈
真
理
は
自
ら
を
自
己
自
身
と
等
し
く
あ
り
続
け
る
関
係
と
し
て

維
持
す
る
が
、
そ
う
し
た
関
係
は
私
と
対
象
の
間
で
い
か
な
る
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
と
の
区
別
を
行
わ
な
い
。

（G
W

9, 67

）

興
味
深
い
こ
と
に
、
引
用
文
に
お
い
て
「
本
質
」
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
節
で
論
じ
て
い
た
と
こ
ろ
の
〈
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
有
す
る
「
本
質
」
と
一
致
し
て
い
る
。
す
で
に
確
認
し
て
い
た
の
は
、〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
は

〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
異
な
り
、「
対
象
」
と
「
私
」
の
間
で
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
と
の
間
の
区
別
を
行

わ
ず
、〈
こ
の
私
に
と
っ
て
こ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
（
純
粋
な
存
在
）〉
を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
引
用

文
に
お
い
て
語
ら
れ
る
「
本
質
」
と
し
て
の
「
全
体
」
と
は
、
ま
さ
に
私
と
対
象
の
間
に
区
別
を
設
定
せ
ず
、〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
の
確
信
〉
が
想
定
す
る
本
質
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、引
用
文
の
前
後
で
こ
こ
で
の
本
質
が
「
純
粋
な
」

直
接
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
（V

gl. G
W

9, 67
）、
ま
た
の
ち
の
知
覚
章
に
お
い
て
確
信
章
が
回
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顧
さ
れ
る
際
に
他
な
ら
ぬ
確
信
が
「
純
粋
な
存
在
」
と
関
与
し
な
が
ら
も
挫
折
し
て
い
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え

れ
ば
（G

W
9, 91

）、「
指
示
」
を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
る
「
本
質
」
が
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
に
お
け
る
「
純

粋
な
存
在
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
言
明
」
を
め
ぐ
る
経
験
と
同
様
、「
指
示
」
を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て

も
こ
の
「
純
粋
な
存
在
」
は
す
で
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
本
質
」
と
し
て
は
妥
当
し
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
確
信
章
は

知
覚
章
へ
と
移
行
す
る
。

以
上
よ
り
、
本
節
前
半
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
次
の
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
確
信
章
に
お
い
て
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
は
〈
こ
の
も
の
と

い
う
対
象
〉
を
本
質
と
み
な
す
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
〈
純
粋
な
存
在
〉
を
本
質
と
み
な
す
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の

確
信
〉
と
を
区
分
す
る
。
さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
区
分
に
従
っ
て
、
二
種
類
の
経
験
の
う
ち
は
じ
め
の
「
言
明
」
を
め
ぐ
る
経
験

に
お
い
て
二
種
類
の
確
信
の
う
ち
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
そ
の
「
本
質
」
を
吟
味
す
る
過
程
を
描
き
、そ
の
う
ち
の
「
指

示
」
を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
そ
の
「
本
質
」
を
吟
味
す
る
過
程
を
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
種
類
の
確
信
は
確
信
章
に
お
い
て
連
続
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉は「
言
明
」

を
め
ぐ
る
経
験
を
通
じ
て
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
と
一
致
す
る
よ
う
な
あ
り
方
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
確

信
の
自
己
把
握
は
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
か
じ
め
考
察
し
て
い
た
も
の
と
一
致
す
る
よ
う
に
な
る
。
以
上
、
確
信
章
に
お
け
る
二
種
類
の

確
信
と
二
段
階
の
意
識
経
験
の
対
応
、
お
よ
び
こ
の
対
応
と
「
本
質
」
と
の
関
わ
り
が
示
さ
れ
た
。

四　
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
を
め
ぐ
る
叙
述
方
法
に
つ
い
て
の
考
察

本
稿
は
こ
れ
ま
で
、「
二
種
類
の
確
信
」
お
よ
び
そ
れ
と
対
応
す
る
「
二
種
類
の
本
質
」「
二
種
類
の
経
験
」
か
ら
な
る
確
信
章
の

構
造
を
提
示
し
た
。
特
に
『
現
象
学
』
に
お
け
る
「
意
識
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
と
の
関
連
を
考
察
す
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、
同
章
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に
お
い
て
は
「
本
質
」
と
関
わ
る
形
で
「
意
識
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
の
視
点
の
区
別
が
設
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
経
験
の
叙
述
に
お
い

て
両
者
の
視
点
が
連
続
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
然
生
じ
る
問
い
は
、
確
信
章
が
こ
う
し

た
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
一
体
い
か
な
る
眼
目
を
持
つ
の
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、コ
ッ
ホ
の
論
文
「
感

覚
的
確
信
と
知
覚
」
に
よ
る
『
現
象
学
』
の
方
法
論
に
関
す
る
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
な
ぜ
確
信
章
が
こ
う
し
た
構
造
を
有
し
て

い
る
か
を
考
察
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
確
信
章
の
独
自
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
。

コ
ッ
ホ
は
確
信
章
お
よ
び
知
覚
章
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、「
意
識
の
運
動
」
を
駆
動
さ
せ
て
い
る
「『
現
象
学
』
の
ル
ー
ル
」
に

言
及
す
る 14
。
私
が
読
み
取
る
限
り
、
コ
ッ
ホ
の
考
え
る
「『
現
象
学
』
の
ル
ー
ル
」
は
、
主
に
以
下
の
四
点
か
ら
成
る
。

（
一
）『
現
象
学
』に
は「
わ
れ
わ
れ
」と「
意
識
」と
い
う
存
在
者
が
登
場
す
る
。「
わ
れ
わ
れ
」は
真
理
や
知
識
の
本
性
を
求
め
る「
理

論
家 Theoretiker

」
で
あ
る
が
、
一
方
で
独
断
論
を
回
避
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
理
論
を
形
作
る
に
際
し
て
定
義
と
し
て
導
入
さ

れ
る
よ
う
な
「
実
体
的
な
も
の
」
を
前
提
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
わ
れ
わ
れ
」
が
行
う
の
は
、「
意
識
」
と
い
う

「
真
理
要
求
と
知
の
要
求
の
発
起
人
﹇U

rheber
﹈」
な
い
し
「
生
み
出
さ
れ
た
理
論
家
」
を
想
定
し
、そ
れ
に
「
理
論
形
成
を
委
ね
る
」

こ
と
で
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
意
識
そ
れ
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
論
の
各
々
を
体
系
的
に
生
み
出
す
の
か
」を
見
て
取
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
も
は
や
独
断
論
で
は
な
い
仕
方
で
、
理
論
形
成
の
端
緒
と
な
る
よ
う
な
「
実
体
」
を
手
に
入
れ

よ
う
と
し
て
い
る 15
。

（
二
）
先
ほ
ど
意
識
に
「
理
論
形
成
を
委
ね
る
」
と
し
た
が
、こ
れ
は
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
操
作
を
意
味
す
る
。
ま
ず
「
わ

れ
わ
れ
」
は
、「
そ
れ
以
外
に
選
択
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
単
純
な
初
期
的
存
在
論 eine alternativlos sim

ple A
nfangsontologie

」

を
発
見
し
、
そ
れ
を
「
意
識
の
構
造
」
に
「
入
力
し eingehen

」、
そ
こ
か
ら
何
が
「
出
力 ausgehen

」
さ
れ
て
く
る
の
か
を
見
届

け
る
。
コ
ッ
ホ
の
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
曖
昧
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
存
在
論
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
意
識
主
体
を
思
考
実

験
的
に
考
え
（
こ
れ
が
「
入
力
」
に
相
当
す
る
）、
こ
の
意
識
主
体
が
経
験
を
通
じ
て
こ
う
し
た
存
在
論
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
を
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判
定
す
る
（
こ
れ
が
「
出
力
」
に
相
当
す
る
）
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う 16
。

（
三
）「
入
力
」
さ
れ
た
存
在
論
の
妥
当
性
の
判
定
に
と
っ
て
基
準
と
な
る
の
が
、「
意
識
自
身
に
と
っ
て für es

」
対
象
が
ど
の

よ
う
に
見
え
て
い
る
の
か
と
い
う
「
認
識
論
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
入
力
さ
れ
た
存
在
論
が
妥
当
で
あ
る
の
は
、
そ
の
存
在
論
が

主
張
す
る
対
象
の
真
な
る
あ
り
方
﹇
即
自
存
在 A

n-sich-sein

﹈
が
、そ
う
し
た
対
象
が
意
識
自
身
に
と
っ
て
の
存
在
﹇Für-es-sein

﹈

と
一
致
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
意
識
自
身
が
有
す
る
存
在
論
と
認
識
論
が
何
ら
か
の
点
で
矛
盾
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
存
在
論
が
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
出
力
」
さ
れ
て
く
る 17
。

（
四
）
特
定
の
存
在
論
が
成
功
し
て
い
る
と
判
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
妥
当
な
存
在
論
が
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
た
め
に
『
現
象
学
』
の
探
求
は
そ
こ
で
終
了
す
る
。
し
か
し
そ
う
で
な
い
場
合
、
探
究
が
継
続
さ
れ
る
た
め
に
は
新
た
に
別
の
存

在
論
が
「
意
識
の
構
造
」
に
入
力
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
新
た
な
存
在
論
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
側
か
ら
恣
意
的

に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の
は
、
直
前
の
失
敗
の
試
み
に
お
い
て
そ
の
存
在
論
を
図
る

た
め
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
認
識
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
意
識
に
と
っ
て
か
く
か
く
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
〉

と
い
う
よ
う
な
認
識
論
が
、
新
た
に
〈
か
く
か
く
の
も
の
が
真
に
存
在
し
て
い
る
〉
と
い
う
主
張
を
行
う
存
在
論
と
し
て
拵
え
ら
れ

た
上
で
、
意
識
の
吟
味
の
対
象
と
な
る 18
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
常
に
意
識
の
吟
味
の
試
み
は
、
直
前
の
試
み
が
参
照
さ
れ
な
が
ら
、

唯
一
成
功
し
て
い
る
存
在
論
に
た
ど
り
着
く
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
存
在
論
は
一
切
あ
り
え
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
ま
で

継
続
さ
れ
る 19
。

以
上
の
よ
う
に
「
理
論
家
」「
理
論
形
成
」「
入
力
・
出
力
」
と
い
う
語
を
用
い
て
『
現
象
学
』
の
方
法
論
を
直
裁
に
語
る
コ
ッ
ホ

の
議
論
は
、
同
書
が
試
み
る
意
識
経
験
の
叙
述
の
特
徴
を
よ
く
捉
え
て
お
り
、
ま
た
同
書
か
ら
一
つ
の
理
論
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試

み
て
い
る
と
い
う
点
で
有
益
で
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
「
わ
れ
わ
れ
」
が
真
理
や
知
識
の
本
性
を
求
め
る
「
理
論
家
」
で
あ
り
、
そ
し

て
独
断
論
を
回
避
す
る
た
め
に
「
意
識
」
に
理
論
形
成
を
代
理
す
る
と
い
う
見
解
を
、
本
稿
で
も
採
用
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
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の
議
論
に
は
未
だ
曖
昧
な
点
が
残
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
前
節
ま
で
の
解
釈
と
照
合
さ
せ
な
が
ら
こ
の
曖
昧
さ
を
取
り
除
き
つ
つ

若
干
の
修
正
を
提
案
す
る
と
と
も
に
、
確
信
章
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
の
含
意
を
説

明
す
る
。

ま
ず
コ
ッ
ホ
の
枠
組
み
に
お
け
る
「
存
在
論
」
と
は
、
彼
自
身
が
述
べ
る
通
り
「
即
自 A

n-sich

」
と
は
何
か
を
説
明
す
る
も
の

で
あ
り
、
あ
る
い
は
緒
論
に
即
し
て
言
い
直
せ
ば
「
真
な
る
も
の W

ahre

」
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
だ
ろ
う
（G

W
9, 59

）。
こ

こ
で
問
題
な
の
は
、
確
信
章
に
お
い
て
こ
の
「
存
在
論
」
に
相
当
す
る
も
の
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本

稿
第
三
節
で
解
釈
さ
れ
た
通
り
、
確
信
は
〈
対
象
と
し
て
の
こ
の
も
の
〉
を
「
本
質
」
と
し
て
考
え
る
立
場
と
、〈
純
粋
な
存
在
〉

を
「
本
質
」
と
し
て
考
え
る
立
場
と
の
二
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
ち
ら
が
コ
ッ
ホ
の
考
え
る
「
単

純
な
初
期
的
存
在
論
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
後
者
の
〈
純
粋
な
存
在
〉
を
「
本
質
」
と
み
な
す
立
場
で
あ
る

だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
さ
し
あ
た
り
有
し
て
い
た
〈
こ
の
も
の

と
し
て
の
対
象
〉
を
「
本
質
」
と
す
る
立
場
は
、
諸
性
質
に
よ
る
媒
介
を
必
要
と
す
る
「
最
も
豊
か
な
」
も
の
で
あ
り
、〈
純
粋
な

存
在
〉
を
「
本
質
」
と
す
る
立
場
こ
そ
が
「
最
も
貧
し
い
」
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
最
も
単
純
な
存
在
論
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え『
現
象
学
』の
端
緒
で
あ
る
確
信
章
に
お
い
て
入
力
さ
れ
る
べ
き「
単
純
な
存
在
論
」と
は
、〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
の
確
信
〉
が
有
す
る
〈
純
粋
な
存
在
〉
を
「
本
質
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
そ
れ
と
は
異
な
る
「
存
在
論
」、
す
な
わ
ち
〈
対
象
と
し
て
の

こ
の
も
の
〉
を
「
本
質
」
と
し
て
捉
え
る
立
場
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
事
態
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
か
。
本
稿

が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
コ
ッ
ホ
の
解
釈
は
〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
有
す
る
「
初
期
的
存
在
論
」
の
指
摘
に
尽
き
て

お
り
、
こ
の
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
が
有
す
る
「
存
在
論
」
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
コ
ッ
ホ
の
議
論
を
修
正
す
る
か
た
ち
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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こ
う
し
た
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
を
ま
ず
も
っ
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
確

信
章
に
お
い
て
は
じ
め
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
が
、〈
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
確
信
〉
で
は
な
く
〈
確
信
自
身
に
と
っ
て
の
確
信
〉

で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
現
象
学
』
に
課
す
制
約
、す
な
わ
ち
、特
定
の
哲
学
的
立
場
を
前
提
す
る
こ
と
な
く
「
自

然
な
意
識
」
の
教
養
過
程
を
描
く
と
い
う
制
約
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（V

gl. G
W

9, 56

）20
。〈
純
粋
な
存
在
〉
を
「
本
質
」
と

す
る
立
場
は
コ
ッ
ホ
の
言
う
よ
う
な
「
選
択
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
単
純
な
初
期
的
存
在
論
」
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、『
現
象
学
』
の

出
発
点
で
あ
る
「
自
然
な
意
識
」
が
即
座
に
有
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
素
朴
な
﹇natürlich

﹈
日
常
的
感
覚

か
ら
出
発
す
る
意
識
は
、
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
存
在
論
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
こ
の
も
の
」
と
し
て
の
個
々
の
対
象
こ

そ
が「
本
質
」で
あ
る
と
い
う
素
朴
な（
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
明
確
に
誤
っ
て
い
る
）思
い
込
み
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の
が
ヘ
ー

ゲ
ル
の
卓
越
し
た
洞
察
で
あ
る 21
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
洞
察
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
コ
ッ
ホ
の
述
べ
る
通
り
、『
現
象
学
』
は
独
断
論
を

回
避
す
る
か
た
ち
で
成
功
し
た
理
論
を
提
供
す
る
た
め
に
、端
緒
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の「
端
緒
」

と
い
う
も
の
の
曖
昧
性
を
鋭
く
み
て
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
端
緒
は
一
方
で
は
、
自
然
な
意
識
が
日
常
性
に
お
い
て
有
し
て
い
る

素
朴
な
思
い
込
み
の
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
「
真
な
る
も
の
」
の
候
補
と
し
て
「
純
粋
な
存
在
」
を
本
質
だ
と
み
な
す
知
の
最
も

単
純
な
形
態
で
あ
る
。
前
者
を
叙
述
の
端
緒
に
し
た
の
で
は
、『
現
象
学
』
が
備
え
て
い
る
べ
き
で
あ
る
「
も
っ
と
も
単
純
な
知
か

ら
出
発
す
る
」
と
い
う
要
求
が
満
た
さ
れ
ず
、
後
者
を
叙
述
の
端
緒
に
し
た
の
で
は
、
こ
れ
も
ま
た
『
現
象
学
』
が
備
え
て
い
る
べ

き
で
あ
る
「
自
然
な
意
識
か
ら
出
発
す
る
」
と
い
う
要
求
が
満
た
さ
れ
な
い
。
両
方
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、『
現
象
学
』
の
端

緒
で
あ
る
確
信
章
は
こ
の
二
つ
の
端
緒
を
提
示
し
媒
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、ヘ
ー
ゲ
ル
は「
確
信
章
」の
冒
頭
で
、「
わ

れ
わ
れ
の
最
初
の
対
象
は
…
…
直
接
的
な
も
の
な
い
し
は
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
知

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い

（kann kein anderes...sein

）」
と
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
「
こ
の
も
の
」
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
〈
確
信
自
身
に
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と
っ
て
の
確
信
〉
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
通
じ
て
、
確
信
章
の
構
造
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
っ
て
確
信
の
真
な
る
姿
が
考
察
さ
れ

つ
つ
、
そ
れ
と
は
異
な
る
立
場
を
有
す
る
確
信
が
最
初
の
経
験
を
通
じ
て
こ
の
姿
へ
と
至
る
と
い
う
構
造
の
持
つ
眼
目
が
把
握
さ
れ

う
る
。
す
な
わ
ち
、意
識
の
経
験
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る「
わ
れ
わ
れ
」の
考
察
は
、『
現
象
学
』の
端
緒
で
あ
る
確
信
章
に
お
い
て「
わ

れ
わ
れ
」
に
よ
っ
て
「
入
力
」
さ
れ
る
べ
き
「
単
純
な
存
在
論
」
を
発
見
す
る
た
め
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ

と
は
異
な
る
、素
朴
で
、そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
は
じ
め
に
吟
味
さ
れ
る
べ
き
「
単
純
な
存
在
論
」
か
ら
は
逸
脱
し
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
存
在
論
を
有
す
る
意
識
自
身
が
、
こ
の
存
在
論
を
「
入
力
」
さ
れ
る
過
程
を
描
く
の
が
、
は
じ
め
の
「
言
明
」
を
め

ぐ
る
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ッ
ホ
の
い
う
「
入
力
」
と
は
、
単
に
特
定
の
存
在
論
を
備
え
た
意
識
を

想
定
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
わ
れ
わ
れ
」
自
身
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
発
見
さ
れ
て
い
た
そ
の
存
在
論
を
意
識
が
経
験
を

通
じ
て
獲
得
す
る
過
程
の
叙
述
を
含
む
、
よ
り
広
い
試
み
だ
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
コ
ッ
ホ
の
説
明
は
修

正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
が
連
続
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
対
し
直
接
的
に
答
え
る

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、『
現
象
学
』
の
端
緒
で
あ
る
確
信
章
が
有
す
る
二
つ
の
課
題
、
す
な
わ
ち
自
然
な

意
識
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
と
、「
も
っ
と
も
単
純
な
存
在
論
」
を
有
す
る
「
直
接
知
」
の
立
場
を
吟
味
す
る
こ
と
と
い
う
実

際
に
は
異
な
る
二
つ
の
課
題
を
同
時
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
自
然
な
意
識
が
そ
う
し
た
存
在
論
を
獲
得
す
る
過
程
を
叙
述
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る 22
。
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五　

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
本
稿
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
の
相
違
に
応
じ
て
確
信
章
の
論
述
が
二
重
の
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
ま
た
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
き
た
。
コ
ッ
ホ
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
本
稿
が
最
終
的
に
提
示
し
た

結
論
は
、
次
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
確
信
章
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
の
違
い
に
応
じ
た
二
重
構

造
は
、『
現
象
学
』
が
「
端
緒
」
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
課
題
、
す
な
わ
ち
自
然
な
意
識
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
課
題
と
最
も
単
純
な

知
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
課
題
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
意
味
で
、確
信
章
は
ま
さ
し
く『
現

象
学
』
の
「
端
緒
」
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
続
す
る
他
の
章
に
対
し
て
比
類
の
な
い
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
こ
の
よ
う
な
結
論
が
有
す
る
含
意
に
つ
い
て
、
二
点
言
及
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、こ
う
し
た
結
論
か
ら
す
れ
ば
、本
稿
の
は
じ
め
で
言
及
し
た
よ
う
な
、確
信
章
を
「
純
粋
な
経
験
論
」
や
「
所
与
の
神
話
」

を
反
駁
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
分
析
哲
学
的
な
解
釈
は
一
面
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
確
信
章
に
お
い

て
は
「
経
験
論
」
の
基
底
を
な
す
個
別
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
、
す
な
わ
ち
〈
こ
の
も
の
と
い
う
対
象
〉
を
本
質
と
す
る
確
信
が

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
本
来
的
に
は
諸
性
質
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
「
最
も
豊
か
な
」
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
確
信
章
か
ら
も
っ
ぱ
ら
こ
の
立
場
の
み
を
読
み
込
む
場
合
に
は
、
知
の
最
も
単
純
な
形
態
か
ら
吟
味
を
始
め
る
と
い
う

『
現
象
学
』
の
課
題
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
本
稿
の
解
釈
は
『
現
象
学
』
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
視
点
の
役
割
に
関
し
て
一
定
の
含
意
を
有
す
る
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』「
緒
論 Einleitung

」
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
意
識
が
自
身
の
知
を
吟
味
す
る
際
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」
は
た
だ
「
観
望
す
る zusehen

」
こ
と
に
徹
す
る

（G
W

9, 59

）こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な「
緒
論
」に
お
け
る「
わ
れ
わ
れ
」の
観
望
機
能
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
ま
ず
も
っ
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て
問
題
に
な
る
の
が
、
確
信
章
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
が
果
た
す
機
能
が
こ
の
観
望
機
能
を
越
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
指
示
」
を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
確
信
に
歩
み
寄
っ
て
、
主

張
さ
れ
て
い
る「
い
ま
」を
わ
れ
わ
れ
に
指
示
さ
せ
る
」（G

W
9, 67

）と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
見
ら
れ
、こ
こ
で
は「
わ
れ
わ
れ
」が「
意

識
」
に
観
望
以
上
の
し
か
た
で
関
与
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 23
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
、
本
稿
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
確
信

章
は
他
な
ら
ぬ
叙
述
の
端
緒
と
し
て
、「
自
然
な
意
識
」
と
「
直
接
知
」
と
い
う
二
種
類
の
端
緒
を
媒
介
す
る
と
い
う
独
自
の
課
題

を
有
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
確
信
章
に
お
い
て
は
他
の
章
と
は
異
な
る
仕
方
で
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
関
係
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
を
許
容
す
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の
位
置
付
け
に
関
し
て
、
次
の
こ
と
も
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
第
四
節
に
お
い
て
明
示
し

て
い
た
よ
う
に
、
コ
ッ
ホ
の
「
理
論
家
」「
理
論
形
成
」「
入
力・出
力
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
『
現
象
学
』
の
方
法
論
モ
デ
ル
は
、

『
現
象
学
』
か
ら
一
つ
の
理
論
を
抽
出
す
る
も
の
と
し
て
一
定
の
魅
力
を
有
す
る
。
本
稿
が
批
判
し
た
の
は
、
コ
ッ
ホ
の
こ
の
モ
デ

ル
が
そ
の
ま
ま
で
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
意
識
」
の
視
点
の
違
い
に
応
じ
た
確
信
章
の
二
重
構
造
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
に
「
入
力
」
を
よ
り
広
く
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
修
正
さ
れ
た
こ
の
モ
デ
ル
は
依
然
と
し
て
『
現
象

学
』
の
方
法
論
の
魅
力
的
な
諸
側
面
を
汲
み
取
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
こ
こ
で
、
コ
ッ
ホ
の
モ
デ
ル
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
位

置
付
け
に
関
し
て
次
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
真
理
や
知
識
の
本
性
を
求
め

て
い
な
が
ら
も
未
だ
絶
対
知
を
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
入
力
」「
出
力
」
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
意
識
の
吟
味
の
過
程
に
必
然

性
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り 24
、
そ
の
意
味
で
「
わ
れ
わ
れ
」
の
位
置
付
け
は
そ
も
そ
も
観
望
機
能

に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
確
信
章
を
越
え
て
『
現
象
学
』
全
体
の
解
釈
を
通
じ
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が 25
、
本
稿
で
明
ら

か
に
し
た
確
信
章
に
お
け
る
「
意
識
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
の
二
重
構
造
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
端
緒
」
を
め
ぐ
る
二
重
の
課
題
と
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い
う
論
点
は
、『
現
象
学
』
が
叙
述
す
る
絶
対
知
へ
の
道
ゆ
き
の
全
容
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
上
で
は
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る

だ
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う
。参

考
文
献

G
. W

. F. H
egel,  G

esam
m

elte W
erke, hrsg. von der N

ordrhein-W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften und der K
ünste, H

am
burg: M

einer, 1968ff

（
＝G

W

） 
K

. W
. J. Schelling, Säm

m
tliche W

erke, hrsg. von Schelling, K
. F. A

., Stuttgard und A
ugsburg, 1856-61

（
＝SW

）

註

1　
『
現
象
学
』
確
信
章
と
現
代
言
語
哲
学
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
、
古
典
的
な
も
の
と
し
て
はW

olfgang W
elsch, H

egel und 

die analytische Philosophie, in: hrsg. Von K
. V

iew
eg und B

. B
aum

an, W
issen und Begündung, W

ürzburg, 2003

を

参
照
。
近
年
で
は
ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
大
著“A

 Spirit of Trust”
に
お
い
て
彼
独
自
の
語
用
論
を
介
し
た
「
意
味
論
的
」
な
観
点

か
ら
『
現
象
学
』
を
論
じ
て
い
る
が
、
確
信
章
を
論
じ
る
上
で
は
「
経
験
論
」
の
描
像
、
す
な
わ
ち
「
意
味
論
的
原
子
論
」

や
「
所
与
の
神
話
」
が
そ
の
論
敵
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
（R

obert B
random

, A Sprit of Trust: A Reading of H
egel’s 

Phanom
enology, H

arvard U
niversity Press, 2019, p. 109

）。

2　

A
nton Friedlich K

och, Sinlliche G
ew

ißheit und W
ahrnehm

ung. D
ie beiden ersten K

apitel der Phänom
enologie 

48



des G
eistes, in: hrsg. von K

. V
iew

eg und W
. W

elsch, H
egels Phänom

enologie des G
eistes. Ein kooperativer 

K
om

m
entar zu einem

 Schlüsselw
erk der M

oderne, Frankfurt am
 M

ain, 2008, pp.135-152.
3　

確
信
の
詳
細
な
経
験
過
程
を
示
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
比
較
的
最
近
の
研
究
文
献
と
し
て
、以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。H

ans-G
eorg 

Bench, Perspektiven des Bew
ußtsein: H

egels Anfang der Phänom
enologie des G

eistes, K
önigshausen&

N
eum

ann, 

2005, S.91-; 
黒
崎
剛
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
未
完
の
弁
証
法
―
―
「
意
識
の
経
験
の
学
」
と
し
て
の
『
精
神
現
象
学
』
の
批
判
的
研
究
』

早
稲
田
大
学
学
術
叢
書
，
二
〇
一
二
，
九
六
頁
以
下; 

エ
ッ
カ
ー
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
『
哲
学
の
25
年　

体
系
的
な
再
構
成
』
三

重
野
清
顕
・
佐
々
木
雄
大
・
池
松
辰
男
・
岡
崎
秀
二
郎
・
岩
田
健
佑
訳
，
法
政
大
学
出
版
局
，
二
〇
二
一
年
，
四
九
一
頁
以
下
．

4　

ヘ
ー
ゲ
ル
は„sinnliche G

ew
ißheit“

と
い
う
語
を
、„em

pfinden“

と
い
う
語
と
類
似
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

„em
pfinden“

と
い
う
語
は
確
信
章
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
宗
教
章
に
お
い
て
こ
の
章
が
振
り
替
え
ら
れ
る
際
に
「
感
覚
的
確

信
に
属
す
る
、感
覚
﹇Em

pfindung
﹈
の
偶
然
的
な
規
定
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
た
存
在
の
形
式
」（G

W
9, 371

）
と
言
わ
れ
る
。

ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
が「
自
己
意
識
の
歴
史
」を
叙
述
す
る
に
際
し
、「
直
観
す
る
自
己
」に
つ
い
で「
感
覚
す
る
も
の﹇em

pfindend

﹈

と
し
て
自
ら
を
直
観
す
る
自
己
」
を
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
も
参
考
に
な
る
（SW

1, 100-101

）。

5　

V
gl. M

artin H
eidegger, H

egels Phänom
enologie des G

eistes. G
esam

tausgabe II Abt. Vorlesungen 1923-1944 

Bd. 32, hrsg. von G
örland, Ingtraud, 1980, S. 66.

6　

こ
こ
で
は
「
真
理 W

ahrheit

」
と
い
う
語
は
、
確
信
と
い
う
意
識
主
体
の
即
自
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
お
り
、「
真
な
る
も
の 

W
ahre

」
や
「
本
質 W

esen

」
と
い
っ
た
対
象
の
即
自
的
な
あ
り
方
を
示
す
語
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

7　

U
lrich C

leasges, D
arstellungen des erscheinenden W

issens. System
atische Einleitung in H

egels Phänom
enologie 

des G
eistes, H

am
burg, 1987, S. 147

8　
『
現
象
学
』
に
お
い
て„W

esen“

と
い
う
語
は
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
本
質
」
と
も
「
実
在
」
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
本
稿
で

49



は„W
esen“

は
「
即
自 A

n-sich

」
お
よ
び
「
真
な
る
も
の W

ahre

」（G
W

9, 59-60

）、
す
な
わ
ち
「
意
識
に
と
っ
て für es

」

現
れ
て
い
る
も
の
が
本
来
の
姿
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
（V

gl. H
eidegger, 

a.a.O
., S. 

70
）、
便
宜
的
に
「
本
質
」
と
い
う
訳
語
を
一
貫
し
て
用
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う„W

esen“

お
よ
び
確
信
章
に
も

見
ら
れ
る„gew

esen“

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
〈
本
質
・
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か to ti ēn einai

〉
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
、
武
市
健
人
「
訳
者
注
」（
武
市
健
人
訳
『
大
論
理
学 

中
巻
』
岩
波
書
店
，
一
九
六
六
）
に
お
け
る
「
訳
注
一
」
を
参
照
。

9　

イ
ポ
リ
ッ
ト
は
、
意
識
自
信
が
「
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
と
の
区
別
」
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
指
摘

し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
区
別
は
も
っ
ぱ
ら
「
意
識
の
な
せ
る
わ
ざ
」
で
有
る
と
し
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
視
点
か
ら

も
異
な
る
仕
方
で
の
区
別
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
等
閑
視
し
て
い
る
。Jean H

yppolite, G
enèse et structure de la « 

Phénom
énologie de l'esprit » de H

egel*, Paris, 1967, p.89

（『
ヘ
ー
ゲ
ル
精
神
現
象
学
の
生
成
と
構
造 

上
巻
』市
倉
宏
祐
訳
，

岩
波
書
店
，
一
九
七
二
年
，
一
一
三
頁
）．

10　
「
言
明
」
の
経
験
と
「
指
示
」
の
経
験
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
上
田
尚
徳
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』「I 

感
覚
的
確
信
」

に
お
け
る
指
摘A

ufzeigen

の
問
題
」『
一
橋
社
会
科
学
』
第
九
号
，
一
橋
大
学
大
学
院
研
究
科
，
二
〇
一
七
，
四
五
頁
以
下

を
参
照
。

11　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
経
験
は
以
下
の
よ
う
な
経
過
を
辿
る
。
例
え
ば
自
分
自
身
に
「
い
ま
と
は
何
か
？
」
と
問
い

か
け
て
み
た
と
す
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、「
い
ま
は
夜
で
あ
る
」
と
答
え
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
「
い
ま
は
夜
で
あ
る
」
と

い
う
言
明
を
一
枚
の
紙
に
書
き
留
め
て
お
き
、
昼
に
な
っ
て
こ
の
紙
を
見
返
す
場
合
、「
い
ま
は
夜
で
あ
る
」
と
い
う
先
程
の

言
明
は
誤
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
真
理
は
「
保
存
さ
れ
て
も
失
わ
れ
な
い
」（G

W
9,65

）
も
の
で
あ
る
か
ら
、

先
程
の
「
い
ま
は
夜
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
そ
も
そ
も
何
の
真
理
で
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
こ
こ
と
は
何
か
」「
こ

の
私
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
（G

W
9,66

）。
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12　
「
こ
の
私
」
を
め
ぐ
る
経
験
は
「
い
ま
・
こ
こ
」
を
め
ぐ
る
経
験
と
は
異
種
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
も
の
と
し
て
の
「
私
」
を
め
ぐ
る
経
験
も
ま
た
知
と
対
象
と
の
間
で
本
質
的
な
も
の
・
非
本
質
的
な
も
の
と
の
区
別
を

前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
い
ま
・
こ
こ
」
を
め
ぐ
る
経
験
と
同
種
の
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
指
示
を
め
ぐ
る
経
験
と

は
別
種
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

13　

こ
の
こ
と
は
、
対
象
を
め
ぐ
る
「
媒
介
性
」「
否
定
性
」
が
こ
の
箇
所
に
お
い
て
初
め
て
『
現
象
学
』
の
叙
述
に
導
入
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ボ
ン
ジ
ー
ペ
ン
に
よ
る
著
名
な
「
否
定
性 N

egativität

」
概
念
の
発
展
史
的
研
究
で
は
感
覚

的
確
信
章
に
お
け
る
「
否
定
的
な
も
の
」
は
ほ
と
ん
ど
分
析
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
（W

olfgang 

B
onsiepen, D

er Begriff der N
egativität in den Jeaner Schriften H

egels, B
onn, 1977, S. 147-148

）。
ま
た
ブ
ラ
ン
ダ

ム
は
知
覚
章
を
解
釈
す
る
際
に
、「
規
定
は
否
定
で
あ
る
」
と
い
う
「
形
而
上
学
的
原
理
」
が
知
覚
章
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の

重
要
な
考
察
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
『
現
象
学
』
の
外
部
か
ら
形
而
上
学
的
な
原
理
が
持

ち
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
た
め
に
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（B

random
, a.a.O

., p.140

）。

14　

K
och, a.a.O

., S.135.

15　

以
上
、K

och, a.a.O
., S. 136.

16　

以
上
、K

och, a.a.O
., S. 137-138.

17　

以
上
、K
och, a.a.O

., S. 136.

18　

コ
ッ
ホ
が
こ
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
と
き
、緒
論
に
お
け
る
「
意
識
は
自
分
自
身
に
お
い
て
自
身
の
尺
度
を
与
え
、そ
れ
に
よ
っ

て
自
分
自
身
と
自
分
自
身
と
の
比
較
を
探
求
す
る
」（G

W
9,60

）
と
い
う
記
述
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

19　

K
och, a.a.O

., S.138.

20　
『
現
象
学
』
に
お
け
る
「
自
然
な
意
識
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
小
島
優
子
『
ヘ
ー
ゲ
ル 

精
神
の
深
さ
』
理
想
社
，
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二
〇
一
一
，
三
七
頁
以
下
を
参
照
。

21　
V

gl. 

吉
田
達
『
ヘ
ー
ゲ
ル 

具
体
的
普
遍
の
哲
学
』
東
北
大
学
出
版
局
，
二
〇
〇
九
，
一
三
一
頁
以
下
．

22　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
言
明
」
を
め
ぐ
る
経
験
よ
り
も
む
し
ろ
「
指
示
」
を
め
ぐ
る
経
験
の
方
が
、
確
信
章
に
お
い
て
検
討
さ
れ

る
べ
き
「
存
在
論
」
を
主
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。

23　

確
信
章
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
用
法
が
緒
論
や
以
降
の
章
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

用
法
の
逸
脱
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、山
口
誠
一『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
源
―
―『
精
神
現
象
学
』の
問
い
の
解
明
―
―
』

法
政
大
学
出
版
局
，
一
九
八
九
，
七
五
頁
以
下
を
参
照
。

24　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
飯
泉
に
よ
る
「「
わ
れ
わ
れ
」
は
意
識
と
と
も
に
始
め
て
絶
対
知
へ
と
向
か
い
つ
つ
も
、
意
識
の
経
験
の

必
然
性
を
認
識
す
る
主
体
と
し
て
解
釈
で
き
る
」
と
い
う
指
摘
が
参
考
に
な
る
（
飯
泉
佑
介
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
「
わ

れ
わ
れ
」」『
倫
理
学
年
報
』
第
六
七
号
，
日
本
倫
理
学
会
，
二
〇
〇
八
，
一
三
九
頁
）。

25　

コ
ッ
ホ
自
身
は
上
述
の『
現
象
学
』の「
ル
ー
ル
」が「
意
識
経
験
の
学
」の
方
法
論
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
し
、『
現
象
学
』

全
体
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
を
保
留
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
（K

och, a.a.O
., S. 139

）。

本
論
文
は
、JSPS

科
研
費
（23K

J0638

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。　
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