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科
学
論
あ
る
い
は
知
識
学
と
し
て
の
論
理
学

―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
理
解
論
の
展
開
と
諸
相
―
―

齋
　
藤
　
智
　
志
　

「
学
生
諸
君
！

私
は
こ
の
論
理
学
講
義
の
予
告
を
し
た
際
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
添
え
て
お
い
た
。
「
個
別
諸
科
学
の
歴
史
と
方
法
と
を
と
り

わ
け
顧
慮
し
つ
つ
」。
私
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
不
朽
の
表
現
を
利
用
し
、
こ
の
講
義
を
知
識
学
と
名
づ
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
も

し
こ
の
名
前
が
、
特
定
の
歴
史
的
印
象
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
誤
っ
た
副
次
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
。

だ
が
、
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
も
完
全
な
仕
方
で
述
べ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
正
し
く
理
解
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
名

（
　
）

前
は
す
で
に
論
理
学
の
適
切
な
定
義
を
示
し
て
い
る
。
論
理
学
と
は
、
科
学 1

論
、
科
学
的
認
識
の
理
論
の
こ
と
で
あ
る
」

（X
X

,1

）
。

こ
の
よ
う
な
第
一
声
と
共
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
最
初
の
論
理
学
講
義
を
開
始
し
た
。
一
八
六
四
年
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
こ
と
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
前
、
論
理
学
に
つ
い
て
何
の
著
作
も
公
刊
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
関
す
る
講
義
は
晩
年
ま
で
続
け
ら
れ
て
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（
　
）

い
た 2

。
そ
れ
は
彼
の
講
義
の
中
心
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
「
最
終
的
な
公
式
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強
制
か
ら
は

免
れ
て
、
し
か
し
そ
の
つ
ど
ま
と
ま
っ
た
全
体
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
圧
力
の
下
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
ら
の
体
系
的
思
想

を
講
義
室
に
お
い
て
の
み
真
に
十
分
に
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
」（X

X
,X

V
III

）。
し
た
が
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
的
営
為
を
そ

の
全
体
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
現
在
で
は
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
』
第
一
九
巻
、
第
二
〇
巻
の
出
版
に
よ
り
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
論
理
学
に
関
す
る
一
連
の
叙
述
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
全
て
を
考
察

す
る
こ
と
は
こ
の
小
論
の
範
囲
を
遙
か
に
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
そ
の
概
略
を
示
す
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
理
学
は
き

わ
め
て
広
範
な
領
域
を
そ
の
射
程
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
特
に
「
方
法
論
と
し
て
の
論
理
学
」
の
主
題
で
あ
る
「
理
解
」
論
に
焦
点

を
定
め
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
考
察
で
も
っ
て
始
め
ら
れ
、
後
に
ど
う
展
開
し
た
の
か
を
見
定
め
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

１
　
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
論
理
学
の
概
念

　
さ
て
、
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
論
理
学
を
、
科
学
論
、
あ
る
い
は
知
識
学
と
定
義
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い

る
。
ま
ず
は
、
そ
の
内
実
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
一
八
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
精
神
科
学
序
説
』
（
以
下
『
序
説
』）
は
、
精
神
諸
科
学
の
歴

史
的
―
体
系
的
基
礎
づ
け
と
い
う
彼
の
計
画
の
前
半
部
を
提
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
序
説
』
の
編
成
に
関
し

（
　
）

て
残
さ
れ
て
い
る
様
々
な
構
想
か
ら
、
計
画
さ
れ
て
い
た
『
序
説
』
の
全
体
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
表
１
参
照 3

）。
そ
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し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
体
系
編
の
テ
ー
マ
で
あ
る
三
つ
の
領
域
が
、
論
理
学

と
い
う
概
念
の
下
に
包
括
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
理
学
は
、

「
認
識
論
と
し
て
の
論
理
学
」「
形
式
論
理
学
」「
方
法
論
と
し
て
の
論
理
学
」
に
分
け

（
　
）

る
こ
と
が
で
き
る 4

。

（
　
）

　「
認
識
論
と
し
て
の
論
理
学
」
―
―
こ
れ
は
「
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学 5

」
で
は
「
理
性
批

判
」
（X

X
,34

）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
―
―
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
も
の
が
認
識
の
対
象

に
な
る
の
は
い
か
に
し
て
か
を
問
い
、
認
識
プ
ロ
セ
ス
の
対
象
を
構
成
す
る
直
観
的
世

界
像
の
制
約
を
探
求
す
る
。
こ
う
し
た
諸
制
約
の
複
合
の
仕
方
に
応
じ
て
、
感
覚
、
知

覚
、
表
象
、
言
語
が
区
分
さ
れ
、
構
成
さ
れ
る
（vgl.,X

X
,51ff.

）。

　
感
覚
か
ら
論
証
的
思
惟
へ
の
移
行
段
階
に
お
け
る
最
終
項
で
あ
る
言
語
か
ら
、
狭
義

の
論
理
学
に
、
す
な
わ
ち
「
思
惟
の
形
式
の
理
論
」（X

X
,18

）、
あ
る
い
は
「
推
論
を

導
く
規
則
に
つ
い
て
の
学
」（X

X
,33

）
で
あ
る
「
形
式
論
理
学
」（ebd.

）
に
移
行
す

る
。
こ
れ
は
、
概
念
的
把
握
、
判
断
、
推
論
、
方
法
の
整
理
に
関
す
る
操
作
の
み
を

そ
の
対
象
と
す
る
以
上
、
知
覚
に
基
づ
く
直
接
的
真
理
で
は
な
く
、
「
推
論
さ
れ
た
真

理
」
（ebd.

）
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
に
特
徴
的
な
の
は
、

概
念
を
所
与
と
し
て
前
提
し
、
そ
れ
を
第
一
に
扱
う
伝
統
的
論
理
学
と
異
な
り
、
判
断

に
優
位
を
与
え
て
い
る
点
で
あ
る（vgl.,X

X
,63ff.

）。
我
々
の
思
考
は
ま
ず
は
判
断
と

　巻  部 編 内容

１． 序論　 精神諸科学の概観

２． 　 形而上学的基礎づけへの試みの概観

３． 精神諸科学の発生史の概観

４． 　 認識論

５． 形式論理学

６． 方法論

［表１］

２．
体系編

歴史編

１．
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し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
概
念
が
分
析
的
に
確
定
さ
れ
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
考
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
、
認
識
の
起
源
、
範
囲
、
妥
当
性
の
探
求
と
い
う
課
題
と
な
ら
ん
で（
あ
る
い
は
そ
の
限
界
を
見
す
え
た

上
で
）
デ
ィ
ル
タ
イ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
「
科
学
の
方
法
」（X

X
,95

）
の
理
論
、
と
り
わ
け
精
神
諸
科
学
の
方
法
論
の
探
求
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
課
題
を
立
て
る
こ
と
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
「
論
理
学
の
刷
新
」
（X

X
,X

X
V

III/vgl.,X
X

,97

）
を
企

図
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
論
理
学
は
、
以
下
の
二
点
で
そ
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
論
理
的
思
惟
の
方
法
は
行
為
連
関
の
認
識
に
は
転
用
で
き
な
い
。
―
―
精
神
科
学
の
理
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
我
々
の
思
惟
や
行
為
が
そ
こ
に
基
づ
く
こ
と
の
で
き
る
諸
法
則
の
本
当
の
世
界
を
打
ち
立
て
る
こ
と
」（X

X
,24

）
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
規
定
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
「
行
為
」が
方
法
論
的
探
求
の
対
象
に
含
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
我
々
の
行
為

の
法
則
的
連
関
全
体
」（X

V
III,51

）
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
論
理
的
思
惟
だ
け
に
し
か
妥
当
し
な
い
方
法
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
論
理
学
は
自
然
科
学
的
方
法
論
の
支
配
下
に
あ
っ
て
、
主
知
主
義
的
に
狭
隘
化
さ
れ
て
い
る
。
―
―
以
下
の
二
つ
の
先

入
観
に
よ
っ
て
論
理
学
へ
の
洞
察
は
妨
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
見
る
。
「
人
間
は
、
抽
象
的
な
法
則
を
立
て
る
こ
と
以

外
に
学
問
的
興
味
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
と
い
う
「
普
遍
的
な
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
へ
の
偏
向
」
（X

X
,97

）
と
、
あ
ら
ゆ

る
学
問
の
根
拠
を
「
悟
性
に
よ
る
操
作
」
の
内
の
み
に
見
る
「
純
粋
に
論
理
的
な
事
象
と
し
て
の
思
惟
と
い
う
先
入
観
」（X

X
,98

）

が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
に
対
し
て
は
「
直
観
（A

nschauung

）」（X
X

,97/vgl.,X
X

,99

）
が
、
後
者
に
対
し
て
は
「
創
造

（
　
）

的
な
想
像
」（X

X
,98/vgl.,X

X
,100

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
を
唱
え
て
い
る 6

 

。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
契
機
を
包
括
し
た
方
法
論
が

探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
論
理
学
の
三
つ
の
領
域
を
包
括
す
る
上
位
概
念
が
、
科
学
論
、
あ
る
い
は
知
識
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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特
に
後
者
は
、
後
期
に
至
る
ま
で
使
わ
れ
続
け
た
（vgl.,X

X
,343ff.

）。
「
真
正
な
る
論
理
学
」（X

V
III,78

）
は
知
識
学
と
し
て
構
想

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
こ
れ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
初
期
以
来
の
確
信
で
あ
っ
た
。

２
　「
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
」
に
お
け
る
理
解
論

　
さ
て
、
以
下
で
は
最
初
に
予
告
し
て
お
い
た
課
題
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
し
た
い
。
論
理
学
の
刷
新
の
必
要
性
を
説
い
た
最
初
期

の
講
義
で
あ
る
「
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
」
に
お
い
て
、
そ
の
企
図
の
具
体
化
は
、
理
解
論
と
い
う
形
で
着
手
さ
れ
た
。

「
心
理
学
な
ど
の
関
心
を
構
成
す
る
特
有
の
把
握
方
法
が
加
わ
る
。
我
々
は
人
間
を
理
解
し
た
い
。
人
間
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
対

象
に
関
し
て
は
説
明
へ
の
関
心
が
問
題
で
あ
る
が
、
人
間
に
関
し
て
は
理
解
へ
の
関
心
が
問
題
で
あ
る
。
人
間
以
外
の
対
象
で

は
、
私
は
説
明
根
拠
を
探
し
求
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
事
物
の
内
的
な
像
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
な
い
。
自
然
の
出
来

事
を
我
々
は
理
解
し
な
い
。
我
々
は
力
の
作
用
方
法
を
手
に
す
る
が
、
動
因
が
そ
の
本
質
に
従
え
ば
何
な
の
か
、
我
々
に
は
分

か
ら
な
い
。
道
徳
的
世
界
の
領
域
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
そ
こ
で
は
、
私
は
全
て
を
理
解
す
る
」
（X

X
,100

）。

一
八
九
四
年
の
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
イ
デ
ー
ン
』（
以
下
『
イ
デ
ー
ン
』）
に
お
い
て
、
「
我
々
は
自
然
を
説
明
し
、
心
的
生

（
　
）

を
理
解
す
る
」
（V

,144

）
と
定
式
化
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
想
の
最
初
の
形
態
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る 7

 

。

　
で
は
、
私
が
何
か
を
理
解
す
る
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
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「
こ
う
問
う
て
み
よ
う
。
私
が
自
分
を
理
解
で
き
な
い
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
私
は
あ
る
人
に
内
心
反
感
を
抱
い
て
い
る
。

私
は
そ
の
反
感
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
出
来
事
を
そ
の
根
拠
に
従
っ
て
自
分
の
中
で
追
形
成
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
私
が
過
去
に
目
を
や
る
と
き
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
私
は
自
分
の
昔
の
行
為
の
動
機
を

追
形
成
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
私
が
他
人
を
理
解
で
き
な
い
と
は
、
私
が
今
述
べ
た
の
と
同
じ
出
来
事
を
私
の
中
で
追
体
験

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
解
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
私
の
心
の
中
で
の
追
形
成
と

（
　
）

い
う
こ
と
に
な
る
」
（ebd.

） 8
　

。

　
次
に
、
理
解
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　「
理
解
の
中
に
あ
る
の
は
、
特
殊
な
も
の
か
ら
特
殊
な
も
の
へ
と
至
る
一
連
の
推
理
が
直
観
の
助
け
を
借
り
て
行
わ
れ
る
、
と

　
　
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
、
私
は
そ
の
内
的
な
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
完
全
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
私
は
そ
う
し
た
課
題
を
、
類
似
の
出
来
事
を
通
し
て
解
決
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
に
必
要
な
の
は
、
以
下
の
事

　
　
柄
で
あ
る
。

　
１
、
私
は
類
似
し
た
出
来
事
を
何
度
も
体
験
し
た
。
そ
こ
で
外
的
に
類
似
し
た
も
の
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
れ
が
中
心
と
し

て
存
在
し
、
基
礎
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
私
は
ま
ず
最
初
に
、
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
得
る
。

　
２
、
そ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
か
ら
あ
る
類
似
し
た
出
来
事
を
推
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
手
に
入
れ
る
の
は

　
３
、
追
構
成
で
あ
る
」
（X

X
,101

）。
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こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
理
解
と
は
、
直
観
と
想
像
と
論
証
的
思
惟
と
か
ら
成
る
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
「
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
」（ebd.

）
に
よ
っ
て
、
「
我
々
は
規
則
の
概
念
を
知
ら
な
く
と
も
、
内
的
出
来
事
と
外
的
出
来
事

と
の
〔
対
応
〕
関
係
に
関
す
る
規
則
を
手
に
す
る
」（X

X
,101.

〔
　
〕
筆
者
）
こ
と
が
で
き
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
考
え
て
い
る
。

３
　『
序
説
』
か
ら
『
解
釈
学
の
成
立
』
ま
で
の
理
解
概
念

　
で
は
、
こ
う
し
た
理
解
概
念
は
そ
の
後
ど
う
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
。
本
節
で
は
、
さ
し
あ
た
り
『
序
説
』
か
ら
『
解
釈
学
の
成

立
』
ま
で
を
概
観
し
た
い
。

　『
序
説
』（
一
八
八
三
年
）
で
の
理
解
概
念
は
「
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
」
で
の
そ
れ
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
自

然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
対
比
、
単
な
る
悟
性
認
識
を
越
え
た
心
情
全
体
に
お
け
る
理
解
、
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
と
い
っ
た
枠

組
み
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

「
自
然
は
我
々
に
と
っ
て
よ
そ
よ
そ
し
い
。
自
然
は
我
々
に
と
っ
て
外
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
内
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
社
会
は
我
々
の
世
界
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
に
お
け
る
相
互
作
用
の
働
き
を
、
我
々
の
全
て
の
力
を
傾
け
て
共
に
体
験
す

る
」
（I,36f.

）。

「
社
会
に
お
け
る
諸
事
実
は
内
側
か
ら
理
解
で
き
る
。
我
々
は
、
自
分
自
身
の
状
態
の
知
覚
を
も
と
に
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
ま
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で
は
こ
れ
ら
の
諸
事
実
を
自
ら
の
内
で
追
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
我
々
は
、
愛
や
憎
し
み
、
情
熱
的
な
喜
び
を
感
じ

る
と
い
っ
た
情
緒
の
働
き
全
体
を
も
っ
て
歴
史
的
世
界
と
い
う
表
象
を
直
観
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
共
に
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
」

（I,36

）。

　『
イ
デ
ー
ン
』（
一
八
九
四
年
）
は
ど
う
か
。
こ
の
時
点
で
も
ま
だ
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
然
と
体
験
の
存
在
論
的
区
別
と
い
う
こ
と

（
　
）

に
集
中
し
て
お
り
、
後
者
の
独
自
性
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
理
解
も
お
の
ず
と
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
み
て
い
た
よ
う
に
思
え
る 9

。

「
体
験
に
お
い
て
は
、
心
情
全
体
の
諸
過
程
が
共
働
し
て
い
る
。
（
…
）こ
の
こ
と
が
す
で
に
、
自
己
理
解
な
ら
び
に
他
者
理
解

の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
。
説
明
は
純
粋
に
知
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
が
、
理
解
は
把
握
す
る
際
の
全
心
情
力
の
協
働
に
よ
る
」

（V
,172

）。

そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
引
用
し
た
有
名
な
定
式
―
―
「
我
々
は
自
然
を
説
明
し
、
心
的
生
を
理
解
す
る
」（V

,144

）
―
―
が
端
的
に
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
心
理
学
に
お
い
て
「
追
構
成
」
さ
れ
る
の
は
「
一
般
的
人
間
本
性
」
（V

,172

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
「
心
的
生
（
の
同
型
性
）」
で
あ
っ
て
、
後
に
検
討
す

る
こ
と
に
な
る
「
表
現
」
と
い
う
契
機
は
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
イ
デ
ー
ン
』
に
見
ら
れ
る
以
下
の
よ
う
な
く

B
B

B

だ
り
を
早
急
に
後
期
の
解
釈
学
に
接
続
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
的
思
惟
は
、
全
体
の
把
握
が
個
々
の
も
の
の
解
釈
を
可
能
に
し
規
定
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
根
本

特
性
を
保
持
し
て
い
る
」
（V

,172

）。

あ
く
ま
で
こ
こ
で
の
理
解
と
は
、
体
験
に
与
え
ら
れ
る
全
体
的
連
関
を
保
持
し
つ
つ
、
部
分
相
互
の
内
的
関
係
を
解
明
す
る
と
い
う

仕
方
で
心
的
生
の
構
造
連
関
を
分
析
す
る
手
続
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
に
関
し
て
は
、
そ
の
表
現
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
理
解
は「
ア
ナ
ロ
ギ
ー

B
B

B

（
　
）

に
よ
る
推
理
と
等
価
の
精
神
的
過
程
」（V

,198.

傍
点
筆
者
）
で
あ
る
と
い
う
、
微
妙
な
言
い
回
し
に
変
わ
る10

 

。
し
か
し
、
こ
の
言

い
回
し
の
含
意
は
、
こ
の
論
文
で
は
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
に
明
ら
か
な
保
留
が
付
け
ら
れ
る
の
は
、

『
比
較
心
理
学
に
つ
い
て
』
（
一
八
九
五
／
九
六
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

B
B

B
B

B
B

　
そ
こ
で
は
、
「
他
者
の
状
態
の
理
解
は
、
さ
し
あ
た
り
は
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
と
い
う
形
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（V

,277.

傍
点
筆
者
）
が
、
こ
う
し
た
捉
え
方
は
「
大
ざ
っ
ぱ
で
図
式
的
な
提
示
」
（ebd.

）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
は
、
他
者
の
心
的
生
を
そ
れ
が
属
し
て
い
る
そ
の
つ
ど
の
連
関
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
解
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
他
者
の
状
態
を
そ
う
し
た
連
関
に
置
き
直
す
必
要
が
あ

（
　
）
る11
　

。
そ
う
し
た
所
作
が
こ
こ
で
は
、
「
追
形
成
」
あ
る
い
は
「
追
体
験
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（vgl.,ebd.

）。

（
　
）

（
　
）

　
さ
て
、
こ
の
論
文
の
あ
と
、
「
哲
学
的
成
熟
期12 

」を
経
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
思
索
の
歩
み
を
心
理
学
か
ら
解
釈
学
に
シ
フ
ト13

さ

せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
成
果
が
『
解
釈
学
の
成
立
』
（
一
九
〇
〇
年
）
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
ま
だ
心
理
学
の
基
本
的
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
初
め
て「
解
釈
の
理
論
が
、
精
神
諸
科
学
の
認
識
論
・
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論
理
学
・
方
法
論
の
連
関
の
中
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
哲
学
と
歴
史
的
学
問
と
を
つ
な
ぐ
重
要
な
一
項
、
精
神
諸
科
学
の
基

礎
づ
け
の
た
め
の
主
要
部
分
と
な
る
」
（V

,331

）
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
こ
の
論
文
で
は
、
特
に
言
語
表
現
が
表
現
概
念
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
が（vgl.,V

,319,331ff.

）、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
考
え
る

表
現
は
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
最
晩
年
の
『
精
神
諸
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
』（
以
下

『
構
成
』）、
特
に
そ
の
「
続
編
の
プ
ラ
ン
」
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
解
論
の
最
終
的
な
展
開
を
見

定
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

４
　『
構
成
』
に
お
け
る
理
解
論

　
理
解
の
対
象
で
あ
る
「
精
神
的
な
も
の
の
表
現
」
す
な
わ
ち
「
生
の
表
出
」（V

II,205

）
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
三
つ
の
ク
ラ
ス
に

分
け
る
。

　
第
一
の
ク
ラ
ス
を
構
成
す
る
の
は
「
概
念
、
判
断
、
そ
れ
ら
よ
り
大
き
な
思
考
に
よ
る
形
成
物
」
（ebd.

）
で
あ
る
。
ボ
ル
ノ
ー

（
　
）

は
そ
れ
を
端
的
に
「
陳
述14  

」
と
名
づ
け
て
い
る
。
陳
述
は
「
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
体
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
」
（ebd.

）
の

で
、
理
解
に
際
し
て
体
験
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
陳
述
す
る
者
か
ら
理
解
す
る
者
へ
と「
そ
の
ま
ま
の
形

で
」（ebd.

）
移
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
陳
述
の
「
論
理
的
な
規
範
に
適
合
し
て
い
る
」（ebd.

）
と
い
う
強
み
は
し
か
し
同
時
に
、
そ

の
陳
述
と
「
心
的
生
の
暗
い
背
景
や
豊
か
さ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
把
握
者
に
は
何
も
言
明
し
な
い
」（V

II,206

）
と
い
う
弱
点
と

表
裏
一
体
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
は
、
理
解
を
生
み
出
し
た
生
の
特
殊
性
に
対
し
て
何
の
示
唆
も
行
わ
れ
な
い
」
（ebd.

）。
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生
の
表
出
の
第
二
の
ク
ラ
ス
は
「
行
為
」（ebd.

）
で
あ
る
「
行
為
は
何
か
を
伝
え
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
」

（ebd.
）
か
ら
、
伝
達
を
本
質
と
す
る
陳
述
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
。
行
為
の
理
解
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
行
為
の

「
目
的
」（ebd.

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
為
の
理
解
に
よ
っ
て
行
為
者
の
心
的
生
は
ど
の
程
度
理
解
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を

立
て
る
と
き
、
行
為
の
理
解
の
持
つ
可
能
性
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
我
々
の
行
い
は
、
何
ら
か
の
決
定
的
な
動
機
の
力
に
よ
っ

て
生
の
豊
か
さ
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
一
面
的
な
も
の
に
な
る
。
い
か
に
熟
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
行
い
は
や
は
り
我
々
の
存

在
の
一
部
分
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
存
在
の
中
に
あ
る
様
々
な
可
能
性
は
、
行
い
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
行
為
も
ま
た
、
生
の
連
関
の
背
景
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（ebd.

）。

　
そ
れ
に
対
し
、
生
の
表
出
の
第
三
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
「
体
験
の
表
現
」
―
―
表
情
や
身
振
り
、
芸
術
的
あ
る
い
は
反
省
的
著
作
な

ど
―
―
は
、
上
の
二
つ
の
ク
ラ
ス
と
は
「
全
く
異
な
っ
て
い
る
」（ebd

）。
体
験
の
表
現
は
「
内
的
な
も
の
を
何
と
か
表
現
し
よ
う
、

何
と
か
自
己
自
身
の
前
に
措
定
す
る
か
、
他
人
に
伝
達
し
よ
う
と
い
う
欲
求
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
理
解
な
ら
び
に

解
釈
に
お
け
る
理
解
の
技
術
的
操
作
の
本
来
の
領
域
で
あ
る
」（V

II,320

）。
こ
う
し
た
体
験
の
表
現
と
理
解
の
間
に
は
「
特
別
な
関

係
が
存
在
す
る
」（V
II,206

）。
す
な
わ
ち
体
験
の
表
現
は
、
「
心
的
連
関
に
関
し
て
、
ど
ん
な
内
観
で
も
気
づ
き
得
な
い
ほ
ど
多
く

の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
。
表
現
が
そ
う
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
く
る
先
は
、
意
識
で
は
照
ら
せ
な
い
深
み
で
あ
る
」（ebd.

）。

自
己
意
識
の
内
容
を
観
察
し
、
そ
れ
を
言
語
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
に
固
有
の
言
語
習
慣
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
制
約
を

（
　
）

受
け
る
し
、
そ
も
そ
も
観
察
そ
の
も
の
が
、
私
の
立
て
る
問
い
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
（vgl.,V

I,317

）15

    

。
他
方
、
体
験
の
表

現
は「
体
験
を
十
全
に
表
わ
し
て
い
る
」（ebd

）。
す
な
わ
ち
、
「
表
現
は
生
の
な
に
も
の
か
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
生
の
運
動

（
　
）

そ
れ
自
体
が
表
現
な
の
で
あ
る16

 

」。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、
体
験
と
表
現
の
相
即
と
い
う
事
態
を
見
て
い
る
。
例
え
ば
、
音
楽
に
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関
し
て
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
体
験
と
音
楽
の
二
重
性
、
二
重
の
世
界
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
置
き
換
え
な
ど
存
在
し
な
い
」

（V
II,222

）。

　
さ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
生
の
表
出
の
三
ク
ラ
ス
と
そ
の
理
解
の
区
別
に
、
理
解
の
「
基
礎
的
形
式
」
と

B
B

B

「
よ
り
高
次
の
形
式
」
と
の
区
別
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が
問
題
と
す
る
の
は
、
個
々
の
生
の
表
出
の
解
釈
で
あ
り
、
後

B
B

者
が
問
題
と
す
る
の
は
、
生
の
表
出
の
よ
り
大
き
な
連
関
で
あ
る
（vgl.,V

II,207

）。

　
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
に
さ
ら
な
る
保
留
が
つ
け
ら
れ
る
形
で
、
理
解
の
基
礎
的
形
式
は
説
明
さ
れ
る
。
理
解
の
基
礎
的
形
式

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

は
、
「
論
理
的
に
は
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
と
い
う
形
で
提
示
で
き
る
」
（ebd.

傍
点
筆
者
）
が
、
事
態
と
し
て
は
「
結
果
か
ら

原
因
へ
の
推
理
で
は
な
い
」（V

II,207f.

）。
な
ぜ
な
ら
、
表
現
と
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
「
独
自
の
仕
方
で
互
い
に
結

び
つ
い
て
い
る
」（V

II,208

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
の
は
「
精
神
的
な
も
の
の
持
つ
、
表
現
さ
れ
よ
う
と

す
る
傾
向
」（ebd.

）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
驚
き
と
そ
れ
に
対
応
す
る
身
振
り
と
は
、
単
な
る
並
存
物
で
は
な
く
、
一
つ
の
統
一
を

な
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、
（
あ
え
て
言
え
ば
）
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
が
相
即
し
て
い
る
次
元
、
し
た
が
っ

て
内
的
・
外
的
と
い
っ
た
区
別
が
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
次
元
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
、
体
験
と
表
現
の
相
即
と
い
う
事

態
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
基
礎
的
理
解
を
可
能
な
ら
し
め
る
地
盤
が
「
客
観
的
精
神
」
（ebd.

）
で
あ
る
。
我
々
が
他
人
や
そ
の

生
の
表
出
を
理
解
で
き
る
の
は
、
我
々
が
み
な
客
観
的
精
神
と
い
う
共
通
の
「
媒
介
」（ebd.

）
の
中
で
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
個
々
の
生
の
表
出
が
客
観
的
精
神
と
い
う
共
同
性
の
次
元
に
「
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」（V

II,209

）
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
考
え
に
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
問
い
は
廃
棄
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
個
々
の
人
間
が
存
在
し
、
し
か
る
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（
　
）

後
に
、
い
か
に
し
て
両
者
の
間
の
理
解
に
よ
る
結
合
が
起
こ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る17
　

。
『
イ
デ
ー
ン
』に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ

イ
は
、
こ
の
問
い
に
、
個
々
の
人
間
を
貫
く
内
的
共
通
性
を
も
っ
て
答
え
よ
う
と
し
た
。
今
や
共
通
性
の
次
元
は
、
客
観
的
精
神
へ

と
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
ボ
ル
ノ
ー
の
指
摘
が
是
非
と
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ル
ノ
ー
は
、
客
観
的
精
神
に
よ
る
理

（
　
）

解
と
、
そ
れ
を
包
括
す
る
「
よ
り
一
般
的
な
理
解
概
念18   

」
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
よ
り
一
般
的
理
解

と
は
、
私
が
世
界
の
中
で
出
会
う
す
べ
て
も
の
は
、
す
で
に
常
に
何
も
の
か
「
と
し
て
」
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
最
も
根
源
的

（
　
）

な
理
解
の
あ
り
様
の
こ
と
で
あ
る19

。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
両
者
の
区
別
を
明
確
に
は
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
ら
か
に
後
者
の

理
解
の
あ
り
様
を
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
こ
の
こ
と
を
見
誤
れ
ば
、
必
然
的
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
へ
の
通
路
は
閉
ざ
さ

（
　
）

れ
て
し
ま
う20

」。
こ
う
し
た
理
解
は
「
人
間
が
自
分
の
生
の
発
展
の
ど
こ
か
で
遭
遇
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
し
な
い
か
も
し
れ
な

い
よ
う
な
経
験
の
一
つ
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
我
々
の
現
存
在
の
根
源
的
な
所
有
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
人

間
が
と
も
か
く
実
存
す
る
限
り
、
人
間
は
す
で
に
常
に
、
こ
う
し
た
生
の
理
解
の
中
で
生
き
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
理
解
は
人

（
　
）

間
の
現
存
在
の
本
質
的
規
定
に
属
し
て
お
り
、
（
…
）こ
れ
な
し
に
は
人
間
の
現
存
在
が
全
く
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る21

」。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
理
解
に
立
脚
し
た
場
合
、
「
理
解
と
説
明
と
は
対
等
の
権
利
を
持
っ
た
二
者
択
一
の
項
と
し
て
対
立
し
合
っ

（
　
）

（
　
）

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る22

」。
説
明
は
「
方
法
」
だ
が
、
理
解
は
そ
う
で
は
な
い
。
理
解
と
は
、
一
つ
の
「
状
態23  

」、

（
　
）

あ
る
い
は
「
根
源
的
な
世
界
関
与24

」
で
あ
る
。

　
次
に
、
理
解
の
よ
り
高
次
の
形
式
の
分
析
に
移
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
形
式
は
「
生
の
連
関
全
体
」（V

II,211

）
を
、

端
的
に
換
言
す
れ
ば
、
部
分
と
全
体
と
の
関
係
を
問
題
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
関
係
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
、
理
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解
の
よ
り
高
次
の
形
式
は
発
動
す
る
。

「
理
解
の
基
礎
的
形
式
か
ら
よ
り
高
次
の
形
式
へ
の
移
行
は
、
す
で
に
基
礎
的
形
式
の
中
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
与
え

ら
れ
た
生
の
表
出
と
理
解
者
と
の
間
の
内
的
隔
た
り
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
不
確
か
さ
の
生
じ
る
度
合
い
も
ま
す
ま
す

増
え
る
。
こ
の
不
確
か
さ
の
解
消
が
求
め
ら
れ
る
」
（V
II,210

）。

基
礎
的
理
解
が
限
界
に
達
し
た
と
き
、
そ
れ
で
も
理
解
を
遂
行
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
全
体
の
連
関
へ
と
移
行
し
、

再
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
「
帰
納
推
理
」
（V

II,211

）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
理
解
の
よ
り
高
次
の
形
式
に
よ
る
部
分
と
全
体
と
の
関
係
の
問
題
化
は
、
「
意
義
（B

edeutung

）」
の
主
題
化
と
い
う

次
元
を
開
か
ず
に
は
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
最
終
的
に
、
意
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
理
解
と
の
不
可
分
な
連
関
を
主
張

す
る
に
至
る
（vgl.,V

II,234

）。

　
意
義
と
は
何
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
れ
を
「
生
の
内
部
で
、
生
の
部
分
が
全
体
に
対
し
て
有
し
て
い
る
特
殊
な
関
連
の
仕
方
」

（V
II,233f.

）、
あ
る
い
は
端
的
に
「
あ
る
全
体
に
属
し
て
い
る
こ
と
」（V

II,230

）
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
を
構
成

（
　
）

す
る
各
部
分
の
意
義
は
、
そ
の
全
体
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
確
定
さ
れ
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る25

。
そ
の
場
合
の
部
分
と
全

体
と
は
、
語
と
文
章
、
文
章
と
作
品
と
い
っ
た
構
造
論
的
レ
ベ
ル
と
、
あ
る
人
の
生
涯
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
と
生
涯
全
体
、
各
時
代

（
　
）

と
歴
史
全
体
と
い
っ
た
時
間
的
レ
ベ
ル
に
一
応
分
け
る
こ
と
が
で
き
る26

が（vgl.,V
II,235

）、
当
然
な
が
ら
両
者
は
密
接
に
連
関
し
て

お
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
意
義
連
関
は
、
個
人
が
そ
の
つ
ど
世
界
の
中
に
持
ち
込
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
個
々
人
が
相
渉
る
共
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同
性
の
次
元
に
お
い
て
歴
史
的
に
生
成
し
て
く
る
も
の
で
あ
る（vgl.,V

II,291

）。
し
た
が
っ
て
、
意
義
連
関
に
立
脚
す
る
と
き
、
例

え
ば
理
解
の
対
象
と
し
て
の
あ
る
文
学
作
品
の
「
イ
デ
ー
」
と
は
、
作
者
の
内
的
心
情
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
作
品
の
構
成

の
内
に
働
い
て
い
る
、
あ
る
意
識
さ
れ
て
い
な
い
連
関
」（V

,335

）
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
意
義
連
関
は
、
い
わ
ば
理
解
に
お
け

る
「
超
越
論
的
地
平
」
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
連
関
を
取
り
出
す
こ
と
こ
そ
が
「
お
そ
ら
く
解
釈
学

の
最
高
の
勝
利
で
あ
る
」（ebd.

）
と
さ
れ
る
。
「
筆
者
自
身
の
自
己
理
解
以
上
に
そ
の
筆
者
を
よ
く
理
解
す
る
」（vgl.,ebd.

）
と
い

う
周
知
の
テ
ー
ゼ
も
、
そ
う
し
た
地
平
に
根
拠
を
持
つ
。

　
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
「
追
形
成
」
あ
る
い
は
「
追
体
験
」
と
い
う
理
解
の
方
法
を
提
示
す
る
。
こ
れ
も
理
解

で
あ
る
以
上
、
表
現
の
意
義
の
再
構
成
で
あ
る
が
、
帰
納
推
理
と
し
て
の
よ
り
高
次
の
理
解
が
さ
し
あ
た
り
知
的
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

の
に
対
し
、
追
体
験
と
し
て
の
理
解
で
は
「
心
的
生
の
全
体
性
」
（V

II,214

）
が
働
い
て
い
る
。
こ
の
点
の
追
求
は
、
「
バ
ー
ゼ
ル

論
理
学
」
以
来
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
追
体
験
は
、
「
出
来
事
自
身
の
線
に
沿
っ
て
」
進
み
な
が
ら
表
現
の
「
作
用
の
経

過
そ
の
も
の
を
逆
に
た
ど
る
操
作
」（ebd.

）
だ
と
言
わ
れ
る
。
「
出
来
事
の
線
に
沿
っ
て
」
進
む
以
上
、
そ
れ
は
単
な
る
主
観
的
再

構
成
で
は
な
く
、
理
解
者
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
表
現
と
の
共
同
作
業
、
「
共
生
」（ebd.

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同
時
に
そ

れ
は
、
理
解
者
の
体
験
地
平
の
拡
大
と
自
己
変
容
と
を
も
た
ら
す
「
創
造
」
（ebd.

）
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
本
節
を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
理
解
概
念
の
変
遷
を
、
特
に
自
己
理
解
に
関
し
て
た
ど
る
こ
と

は
、
我
々
の
所
期
の
目
的
を
よ
り
完
全
に
果
た
す
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
体
験
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
洞
察
を
他
者
の
知

覚
に
際
し
て
適
用
す
る
と
い
う
、
「
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
」で
示
さ
れ
た
理
解
プ
ロ
セ
ス
の
見
取
り
図
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

当
初
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
、
自
己
理
解
の
ほ
う
が
他
者
理
解
よ
り
も
根
本
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し『
イ
デ
ー
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（
　
）

ン
』
に
お
い
て
す
で
に
、
内
省
の
限
界
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
し27

、
『
比
較
心
理
学
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
考
察
は
、
自
己
理
解
の
優

（
　
）

位
性
を
反
省
に
も
た
ら
す
端
緒
を
含
ん
で
い
た28

。
そ
し
て
『
解
釈
学
の
成
立
』
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
体
験
に
よ
る
直
接
的
自
己

理
解
の
可
能
性
に
対
す
る
疑
義
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
「
自
分
自
身
が
理
解
で
き
な
い
」
と
は
「
感
覚
の
世
界
に
入
っ
て
き
た
私
の

本
質
の
あ
る
表
出
が
、
私
に
対
し
て
、
他
人
の
表
出
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（V

,318

）。
そ
し
て『
構
成
』

で
は
、
は
っ
き
り
と
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　「
人
間
は
理
解
と
い
う
迂
路
を
通
っ
て
し
か
自
分
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
…
）我
々
は
、
体
験
さ
れ
た
自
分
の
生
を
、
自

　
　
己
と
他
者
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
生
の
表
現
へ
と
運
び
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
分
自
身
と
他
者
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
」

　
　（V

II,87

）。

「
表
現
の
理
解
」
と
い
う
思
想
に
至
る
こ
と
で
、
他
者
理
解
に
対
す
る
自
己
理
解
の
優
位
性
は
否
定
さ
れ
る
。
両
者
は
同
一
の
プ
ロ

（
　
）

セ
ス
な
の
で
あ
り
、
私
自
身
が
「
解
釈
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
テ
キ
ス
ト29 

」
と
な
る
。

結
語

　
最
後
に
、
い
く
つ
か
の
点
を
再
度
確
認
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
解
論
の
発
生
、
展
開
、
諸
相
を
見
定
め
よ
う
と
し
た
以

上
の
考
察
の
ま
と
め
に
か
え
た
い
。
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第
一
に
、
理
解
論
の
展
開
に
応
じ
て
、
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
、
追
構
成
や
追
体
験
と
い
っ
た
言
葉
の
意
味
は
微
妙
に
読
み
替

え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
こ
れ
ら
の
語
に
限
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
テ
キ
ス
ト
が
、
ま
さ
に
高
度
に
解
釈
学

的
循
環
を
要
求
す
る
。
本
小
論
も
ま
た
、
そ
う
し
た
循
環
へ
の
一
歩
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
第
二
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
解
論
の
展
開
に
お
い
て
は
、
表
現
と
い
う
契
機
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
触
れ
な

（
　
）

か
っ
た
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
体
験
と
は
主
客
の
相
即
で
あ
り30

、
体
験
の
表
現
は
体
験
さ
れ
た
も
の
と
そ
の
現
わ
れ
と
の
相
即

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
体
験
―
表
現
―
理
解
」
と
い
う
ト
リ
ア
ー
デ
は
、
こ
の
二
重
の
相
即
を
包
括
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
包
括
性
の
内
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
精
神
科
学
の
総
合
的
な
基
礎
づ
け
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

ボ
ル
ノ
ー
が
正
し
く
見
て
い
た
よ
う
に
、
理
解
基
盤
と
し
て
の
客
観
的
精
神
と
い
う
思
想
は
、
精
神
科
学
の
方
法
論
と
い
う
次
元
を

越
え
出
る
契
機
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　『
構
成
』
で
の
次
の
言
葉
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
初
期
以
来
の
時
代
認
識
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
的
理
性
の
代
わ
り
に
、
生
が
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
で
、
（
…
）歴
史
科
学
は
い
か
に
し

て
可
能
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
こ
の
問
題
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
（
…
）
彼
の
形
而
上
学
は

（
…
）
こ
の
問
題
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
（V

II,151f.
）。

（
　
）

ベ
ル
リ
ン
で
の
最
初
の
論
理
学
講
義
に
お
け
る
、
必
ず
し
も
正
鵠
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
批
判31

も
、
こ
う
し

た
危
機
意
識
の
現
わ
れ
と
見
る
こ
と
で
正
当
に
価
値
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
今
だ
に
我
々
の
問
題
で
も
あ
る
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
を
読
む
と
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
デ
ィ
ル
タ
イ
と
共
に
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
〔
註
〕

　
　W

.D
ilthey, G

esam
m

elte Schriften (G
öttingen)

か
ら
の
引
用
・
参
照
の
際
は
、
巻
数
お
よ
び
頁
数
を
記
す
。

（
１
）
　
日
本
語
の
文
脈
に
応
じ
て
訳
し
分
け
ら
れ
る
「
科
学
」
「
学
問
」
「
学
」
は
、
全
てW

issenschaft

の
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
「
知
識
学
」
と
は

W
issenschaftslehre

の
訳
で
あ
る
。

（
２
）
　V

gl., W
.D

ilthey, Schriften zur P
ödagogik, B

esorgt von H
.-H

.G
roothoff und U

.H
errm

ann, F
erdinand Schöningh, P

aderborn, 1971,

S.385ff.

（
３
）
　R

.K
nüppel, D

iltheys erkenntnistheoretische L
ogik, W

ilhelm
 F

ink V
erlag, M

ünchen, 1991, S.11.

（
４
）
　
こ
う
し
た
論
理
学
概
念
は
、
も
ち
ろ
ん
今
日
の
狭
義
で
の
論
理
学
概
念
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
引
い
て
い
る
一
九
世
紀
前
半

の
有
名
な
論
理
学
者
（
ヘ
ル
バ
ル
ト
、
ド
ゥ
ロ
ビ
ッ
シ
ュ
、
ト
ゥ
ベ
ス
テ
ン
、
フ
リ
ー
ス
、
ベ
ネ
ケ
、
ト
ゥ
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
、
ロ
ッ
チ
ェ
、

ミ
ル
）
の
ほ
と
ん
ど
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
同
様
、
認
識
論
、
形
式
論
理
学
、
方
法
論
と
い
う
領
域
を
論
理
学
の
概
念
の
下
で
主
題
化
し
て
い
る(vgl.,

K
nüppel, a.a.O

., S.23f.)

。

（
５
）
　
デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
八
六
七
年
か
ら
六
八
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
に
、
「
論
理
学
お
よ
び
哲
学
的
諸
科
学
の
体
系
」
と
い
う
論
題
の
下
、
バ
ー
ゼ

ル
で
論
理
学
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
を
「
バ
ー
ゼ
ル
論
理
学
」
と
呼
ぶ
。

（
６
）
　
両
者
は
さ
ら
に
「
直
観(Intuition)

」(X
X

,99)

と
い
う
概
念
で
統
括
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
は
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
る
。

（
７
）
　
た
だ
し
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
理
解
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
最
終
的
に
到
達
し
た
「
表
現
の
理
解
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
た

だ
ち
に
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
そ
う
し
た
こ
と
の
検
討
が
、
ま
さ
に
以
下
の
課
題
で
あ
る
）
。

　

　 

　
ま
た
「
説
明
と
理
解
」
や
「
自
然
科
学
と
精
神
科
学
」
と
い
う
対
比
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
単
純
に
二
分
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
つ
と

に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
は
言
え
、
そ
う
し
た
対
比
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
次
元
が
無
効
に
な
っ
た
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
「
精
神
諸
科
学
に

特
有
の
立
場
を
熟
慮
し
な
が
ら
な
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
議
論
に
、
少
な
く
と
も
間
接
的
に
で
も
関
係
す
る
こ
と
の
な
い
科
学
論
を
想
定
す
る
こ
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と
は
、
今
日
で
は
不
可
能
で
あ
る
」(H

.Schnädelbach, G
eschichtsphilosophie nach H

egel—
D

ie P
roblem

e des H
istorism

us, V
erlag K

arl A
lber,

F
reiburg / M

ünchen, 1974, S.114.)

。
と
り
わ
け
、
因
果
的
説
明
が
「
経
験
を
加
工
し
役
立
て
よ
う
と
す
る
関
心
」(a.a.O

., S.126)

に
基
づ
い

て
い
る
と
い
う
視
点
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
言
え
ば
、
因
果
的
説
明
は
「
世
界
を
支
配
す
る
た
め
に
（
…
）
発
現
し
て
く
る
」(O

.F
.B

ollnow
, Studien

zur H
erm

eneutik I, V
erlag K

arl A
lber, F

reiburug / M
ünchen, 1982, S.128)

と
い
う
視
点
は
、
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
８
）
　
し
た
が
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
理
解
は
こ
の
段
階
で
す
で
に
―
―
そ
の
「
主
観
性
」
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
と

し
て
も
―
―
、
し
ば
し
ば
そ
う
誤
解
さ
れ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
感
情
移
入
」
と
い
っ
た
も
の
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
六
〇
年
以
前
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
す
で
に
、
「
他
人
の
心
情
状
態
を
追
感
す
る
こ
と
は
、
総
じ
て
不
可
能
で
あ
る
」(X

V
III,209)

と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
は
、
リ
ッ
ク
マ
ン
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
追
体
験
」
を
感
情
移
入(em

pathy)

と
誤
訳
し
た
せ
い
で
、
英
語

圏
で
は
誤
解
が
広
ま
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る (cf., R

.A
.M

akkreel, D
ilthey—

P
hilosopher of the H

um
an Studies, P

rinceton U
niversity P

ress,

1975, p.252)

。
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
自
身
は
追
体
験
を re-experiencing 

と
訳
し
て
い
る
。

（
９
）
　
丸
山
高
司
『
人
間
科
学
の
方
法
論
争
』
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
、
七
八
頁
参
照
。

（
10
）
　
同
様
の
規
定
は
す
で
に
、
『
外
界
の
実
在
性
に
対
す
る
我
々
の
信
念
の
起
源
と
そ
の
正
当
性
に
関
す
る
問
い
を
解
決
す
る
こ
と
に
向
け
て
の
寄

B
B

B

与
』
（
一
八
九
〇
年
）
に
お
い
て
も
見
出
せ
る
。
そ
こ
で
も
他
者
理
解
の
過
程
は
「
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
と
等
価
の
プ
ロ
セ
ス
」(V

,111.

傍

点
筆
者)

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
言
い
回
し
の
含
意
は
、
こ
の
論
文
で
も
や
は
り
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
11
）
　
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
推
理
に
関
す
る
こ
う
し
た
保
留
は
、
一
八
八
〇
年
か
ら
一
八
九
〇
年
頃
に
か
け
て
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
、
『
序
説
』
第

二
部
の
草
稿
（
先
に
提
示
し
た
表
１
の
第
四
部
か
ら
第
六
部
に
相
当
。
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
』
第
二
〇
巻
所
収
）
に
お
い
て
、
実
は
す
で
に
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ッ
ク
リ
ー
ル
は
そ
こ
か
ら
、
後
期
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
解
論
の
萌
芽
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る (R

.A
.M

akkreel, D
ilthey—

P
hilosoph der G

eistesw
issenschaften, Ü

bersetzt von B
.M

.K
ehm

, Suhrkam
p, F

rankfurt am
 M

ain, 1991, S.105f.)

。
こ
う
し
た
指
摘
は
詳
細

な
検
討
に
あ
た
い
す
る
が
、
本
小
論
の
範
囲
を
超
え
た
作
業
で
あ
る
。
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

（
12
）
　H

.A
.H

odges, T
he P

hilosophy of W
ilhelm

 D
ilthey, G

reenw
ood P

ress, C
onnecticut, 1974, p.239.

（
13
）
　
こ
の
シ
フ
ト
は
断
絶
を
は
さ
ん
で
の
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
「
転
回
」
で
あ
る
、
と
す
る
見
方
は
も
は
や
維
持
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
両
者
の
間
に
過
度
に
連
続
性
を
読
み
込
も
う
と
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い (cf., M

akkreel, D
ilthey

―P
hilosopher of the H

um
an Studies, p.294ff. ; vgl., Schnädelbach, a.a.O

., S.120f.)
。
単
純
な
図
式
化
を
拒
む
デ
ィ
ル
タ
イ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
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両
者
の
相
補
性
の
内
実
を
慎
重
に
検
討
す
る
よ
う
我
々
に
要
求
し
て
い
る
。

　

　
　
な
お
、
丸
山
氏
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
に
未
分
化
の
ま
ま
存
在
し
て
い
た
三
つ
の
領
域
―
―
（
ａ
）
心
的
生
の
同
型
性
と
、
そ
れ
に
基
づ
く

特
殊
類
型
（
個
性
）
の
導
出
を
目
指
す
人
間
学
、
あ
る
い
は
人
間
の
類
型
学
、
（
ｂ
）
社
会
的
歴
史
的
存
在
で
あ
る
人
間
の
生
の
一
般
的
存
在
構

造
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
精
神
科
学
の
「
存
在
論
的
基
礎
づ
け
」
を
遂
行
す
る
領
域
的
存
在
論
、
あ
る
い
は
人
間
存
在
論
、
（
ｃ
）
一
切
の
認
識

を
生
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
発
生
的
認
識
論
、
あ
る
い
は
認
識
論
的
自
己
省
察
―
―
を
区
分
し
た
上
で
、
心
理
学
か
ら
解
釈
学
へ
の
シ
フ
ト

を
、
精
神
科
学
の
「
存
在
論
的
基
礎
づ
け
」
か
ら
「
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
へ
、
と
捉
え
て
い
る
（
丸
山
高
司
、
前
掲
書
、
六
二
頁
以
下
参
照
）
。

（
14
）
　O

.F
.B

ollnow
, D

ilthey

―E
ine E

inführung in seine P
hilosophie, K

ohlham
m

er V
erlag, Stuttgart usw

., 1955, S.181.

（
15
）
　
実
際
の
と
こ
ろ
、
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
も
す
で
に
、
内
観
の
持
つ
限
界
は
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
（
ａ
）
内
観
と
は
自
ら
の
内
的
状
態
の
自

覚
化
で
あ
り
、
主
観
と
客
観
と
の
区
別
に
基
づ
い
た
自
然
科
学
的
観
察
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
え
、
内
的
状
態
あ
る
い
は

内
的
過
程
に
注
意
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
活
動
の
固
定
化
は
避
け
ら
れ
な
い (vgl.,V

,197f.)

。
し
た
が
っ
て
、
内
観
で
は
我
々
の
心
的
生
そ
の

も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
ｂ
）
我
々
の
個
性
の
基
盤
で
あ
る
獲
得
連
関
の
働
き
の
重
要
な
部
分
の
多
く
は
、
「
明
る
い
意
識
」
の
中

に
は
入
っ
て
こ
な
い(vgl.,V

,178)

。
我
々
の
個
性
は
「
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
の
相
互
作
用
」(V

,179)

に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
観
で
は
個
性
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
16
）
　
水
野
建
雄
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
認
識
論
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
受
容
―
―
」
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
編
『
倫
理
学
』
第
一
三
号
所
収
、

一
九
九
六
年
、
七
頁
。

（
17
）
　V

gl., B
ollnow

, D
ilthey, S.196.

（
18
）
　A

.a.O
., S.200.

（
19
）
　V

gl., a.a.O
., S.200f.

（
20
）
　A
.a.O

., S.64.

（
21
）
　A

.a.O
., S.64f.

（
22
）
　B

ollnow
, Studien zur H

erm
eneutik I, S.125.

（
23
）
　
ボ
ル
ノ
ー
『
思
索
と
生
涯
を
語
る
』
、
石
橋
哲
成
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
、
七
八
頁
。

（
24
）
　
丸
山
高
司
、
前
掲
書
、
八
三
頁
。
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（
25
）
　
よ
り
厳
密
に
言
う
な
ら
、
「
意
義
」
「
意
味(Sinn)

」
「
有
意
義
性(B

edeutsam
keit)

」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
も
は
や
詳
述
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
参
照
す
べ
き
は
、M

akkreel, D
ilthey

―P
hilosopher of the H

um
an Stud-

ies, p.377ff.

で
あ
る
。

（
26
）
「
構
造
論
的
」
と
「
時
間
的
」
と
い
う
分
類
は
、
丸
山
高
司
、
前
掲
書
、
八
六
頁
、
に
よ
る
。

（
27
）
　
註
（
15
）
参
照
。

（
28
）
　C

f., M
akkreel, D

ilthey

―P
hilosopher of the H

um
an Studies, p.253ff.

（
29
）
　Ibid., p.256.

（
30
）
　
小
田
川
方
子
氏
は
、
体
験
と
は
自
己
と
世
界
と
が
成
立
す
る
「
場
」
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
小
田
川
方
子
「
諸
学
の
基
礎
づ

け
と
し
て
の
意
識
の
省
察
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
ブ
レ
ス
ラ
ウ
完
成
稿
』
を
中
心
と
し
て
―
―
」
、
『
麗
澤
大
学
紀
要
』
第
四
〇
号
所
収
、
一
九

八
五
年
、
一
二
五
頁
。
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
体
験
論
に
関
し
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
御
参
照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
「
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け

る
神
秘
主
義
」
、
学
習
院
大
学
哲
学
会
編
『
哲
学
会
誌
』
第
一
八
号
所
収
、
一
九
九
四
年
、
三
〇
頁
以
下
。

（
31
）
　
水
野
建
雄
、
前
掲
論
文
、
四
頁
以
下
参
照
。

（
哲
学
科
　
非
常
勤
講
師
）
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