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第
一
章　

祖
先
以
前
性

　

一
次
性
質
と
二
次
性
質
に
つ
い
て
の
理
論
は
︑
も
は
や
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
ほ
ど
効
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の

哲
学
に
属
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
理
論
を
立
て
直
す
時
が
き
た
︒
今
日
の
読
者
に
と
っ
て
︑
両
者
の
区
別
は

ス
コ
ラ
的
で
微
妙
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
い
か
な
る
哲
学
的
本
質
も
賭
け
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
映
る
か
も
し
れ

な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
後
に
見
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
こ
に
は
思
考
と
絶
対
的
な
も
の
と
の
関
係
が
巻
き
込
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

　

と
に
か
く
第
一
に
︑
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒﹁
一
次
性
質
﹂
と
﹁
二
次
性
質
﹂
と
い
う
用
語
自
体
は
ロ
ッ

ク
に
由
来
す
る
︒
け
れ
ど
も
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
の
原
理
は
す
で
に
デ
カ
ル
ト
に
も
見
ら
れ
（
（
（
る
︒
私
が
ロ
ウ
ソ
ク
で
火

傷
を
す
る
と
き
︑
火
傷
の
感
覚
は
指
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
ロ
ウ
ソ
ク
の
な
か
に
は
な
い
と
︑
私
は
自
然
に
そ
う

考
え
る
︒
私
は
︑
炎
の
な
か
で
炎
の
性
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
示
さ
れ
る
痛
み
に
触
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
炎
が
燃
え
て
い

る
と
き
に
炎
が
火
傷
を
す
る
こ
と
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
情
動
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
︑
感
覚
に
つ
い
て
と
同
じ
く

説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
食
べ
物
の
味
は
食
べ
物
に
よ
っ
て
は
味
わ
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
食
べ
物

が
吸
収
さ
れ
る
よ
り
先
に
食
べ
物
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
同
様
に
︑
一
連
の
音
か
ら
な
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
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の
美
し
さ
も
︑
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
聞
き
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
し
︑
タ
ブ
ロ
ー
の
輝
く
よ
う
な
色
彩
も
︑
カ
ン
ヴ
ァ

ス
を
彩
る
色
素
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︑
等
々
︒
要
す
る
に
︑
い
か
な
る
感
覚
的
な
も
の
も
─
情
動
的
な
い

し
知
覚
的
な
い
か
な
る
性
質
も
─
︑
事
物
の
み
に
お
い
て
は
︑
私
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑

私
や
他
の
生
命
体
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
︒
そ
の
事
物
が
思
考
の
な
か
で
﹁
そ
れ
自
体
と
し
て
﹂
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑

つ
ま
り
そ
の
事
物
が
私
と
取
り
結
ぶ
関
係
と
無
関
心
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
の
性
質
は
ひ
と
つ
も
存
在
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
観
察
者
を
取
り
除
き
た
ま
え
︑
そ
う
す
れ
ば
︑
世
界
か
ら
は
音
声
的
な
質
︑
視
覚
的
な
質
︑
嗅
覚

的
な
質
な
ど
は
な
く
な
る
︒
指
が
な
く
な
れ
ば
︑
炎
か
ら
痛
み
が
﹁
な
く
な
る
﹂
の
と
同
様
に
︒

　

だ
が
︑
感
覚
的
な
も
の
は
︑
永
遠
に
続
く
恣
意
的
な
幻
覚
の
よ
う
な
し
か
た
で
私
が
事
物
の
な
か
に
注
入
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
︑
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
と
感
覚
の
あ
い
だ
に
は
恒
常
的
な
つ
な
が

り
が
も
ち
ろ
ん
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
赤
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
事
物

0

0

な
し
に
︑
赤
の
知
覚
は
な
い
︒

ま
さ
し
く
現
実
の
火
な
し
で
焼
け
る
感
覚
は
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
事
物
の
赤
さ
や
熱
さ
は
︑
私
が
い
な
い
と
き
で
も
私
が

い
る
と
き
と
同
様
に
性
質
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
︑
と
い
う
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
︒
赤
の
知
覚

0

0

な
し
に
は
︑
赤

い
事
物
は
な
い
︒
熱
さ
の
感
覚
な
し
に
は
︑
熱
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
情
動
的
な
も
の
で
あ
れ
知
覚
的
な
も
の
で
あ
れ
︑

感
覚
的
な
も
の
は
た
だ
関
係

0

0

─
世
界
と
︑
私
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
生
物
と
の
関
係
─
と
し
て
の
み
存
在
す
る
︒

実
際
︑
感
覚
的
な
も
の
は
︑
単
純
に
﹁
私
の
な
か
に
﹂︑
夢
と
同
じ
よ
う
な
ふ
う
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
し
︑
単
純
に
﹁
事

物
の
な
か
に
﹂︑
内
在
的
性
質
の
よ
う
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
︒
感
覚
的
な
も
の
と
は
︑
事
物
と
私
の
あ
い
だ
に
あ
る
関

係
そ
の
も
の
だ
︒
事
物
そ
の
も
の
の
な
か
に
は
な
く
︑
事
物
と
私
と
の
主
観
的
な
関
係
の
な
か
に
あ
る
こ
れ
ら
の
感
覚
的

性
質
は
︑
古
典
哲
学
に
お
い
て
二
次
性
質

0

0

0

0

と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
︒

　

さ
て
︑
質
に
関
す
る
古
典
的
理
論
を
失
効
さ
せ
た
の
は
︑
こ
う
し
た
二
次
性
質
で
は
な
い
︒
事
物
と
そ
の
主
観
的
な
把

握
の
関
係
か
ら
の
み
生
じ
う
る
諸
性
質
を
︑﹁
事
物
そ
れ
自
体
﹂（
そ
れ
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
は
﹁
私
な
き
事
物
﹂
で
あ
る
（
に

帰
せ
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
と
い
う
の
は
︑
実
際
︑
常
套
句
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
︑
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
哲
学

者
の
数
も
少
な
い
︒
現
象
学
の
遺
産
の
な
か
で
は
︑
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
が
そ
の
よ
う
な
関
係
を
思
考
し
た
や
り
方
に
つ

い
て
︑
お
そ
ら
く
力
強
く
異
議
が
唱
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
デ
カ
ル
ト
と
ロ
ッ
ク
の
場
合
で
は
︑
そ
れ
は
物
質
的
な
身
体
の

機
械
的
な
作
動
に
結
び
つ
い
た
思
惟
実
体
の
変
様
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
︑
ノ
エ
シ
ス
┣
ノ
エ
マ
的

な
相
関
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
け
れ
ど
も
問
題
は
︑
古
典
主
義
の
哲
学
が
感
覚
を
構
成
す
る
関
係
を

決
定
し
た
や
り
方
に
回
帰
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
感
覚
的
な
も
の
が
関
係
で
あ
っ
て

0

0

0

0

︑
事
物
に
内
在
し
て
い
る
固
有
の
性

質
で
は
な
い
と
い
う
事
実
の
み
が
︑
こ
こ
で
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
デ
カ
ル

ト
な
い
し
は
ロ
ッ
ク
に
同
意
す
る
こ
と
は
︑
現
代
人
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
困
難
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
い
︒

　

性
質
に
関
す
る
古
典
主
義
の
理
論
の
核
心
に
介
入
す
る
や
い
な
や
︑
も
は
や
事
情
は
同
じ
で
は
な
く
な
る
︒
つ
ま
り
︑

（
１
（  

こ
の
区
別
を
扱
っ
た
主
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
︒D

escartes, Ｍ
éｄｉｔａｔｉｏｎｓ　ⅿ

éｔａｐʰｙｓｉｑｕｅｓ, sixièm
e 

M
éditation, ɶ

ｕｖｒｅｓ éd. par C. A
dam

 et P. T
annery 

(A
T
), nouvelle présentation, Paris, V

rin/CN
RS, （₉₆₄

‒

（₉₇₄, rééd. （₉₉₆, vol. IX
, p. ₅₇

‒₇₂.  

︹
デ
カ
ル
ト
﹃
省
察
﹄
所
雄
章
訳
︑
第
六
省
察
︑﹃
デ
カ
ル
ト
著
作
集
﹄
第
二
巻
︑
白
水
社
︑

一
九
九
三
年
︑
九
三
┣
一
一
三
頁
︒︺
ま
た
︑ʟｅｓ　Ｐｒｉｎｃｉｐｅｓ　ｄｅ　ˡａ　ｐʰｉˡｏｓｏｐʰｉｅ, Seconde Partie, article （ et article ₄, 

A
T

, IX
, II, p. ₆₃

‒₆₅.  

︹
デ
カ
ル
ト
﹃
哲
学
原
理
﹄
三
輪
正
・
本
多
英
太
郎
訳
︑
第
二
部
︑
第
一
項
・
第
四
項
︑﹃
デ
カ
ル
ト
著
作

集
﹄
第
三
巻
︑
白
水
社
︑
一
九
九
三
年
︑
八
一
┣
八
三
頁
︒︺
そ
し
て
︑Locke, Ａ

ｎ　Ｅ
ｓｓａｙ　Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎɡ　ʜ

ｕⅿ
ａｎ　Ｕ

ｎｄｅｒｓｔａｎｄ︲
ｉｎɡ, O

xford, Clerandon Press, （₉₇₉, Book ₂, chap. ₈.  

︹
ロ
ッ
ク
﹃
人
間
知
性
論
（
一
（﹄
大
槻
春
彦
訳
︑
岩
波
文
庫
︑
一
九

七
二
年
︑
一
八
三
┣
二
〇
〇
頁
︒︺

 
 

デ
カ
ル
ト
と
ロ
ッ
ク
が
こ
の
区
別
を
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
︑
私
た
ち
は
こ
こ
で
は
︑

そ
れ
ら
の
意
味
の
共
通
の
核
と
思
わ
れ
る
も
の
に
集
中
す
る
︒
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二
つ
の
タ
イ
プ

0

0

0

0

0

0

の
性
質
が
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
そ
の
核
心
に
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
一
次
性
質

と
二
次
性
質
の
あ
い
だ
の
区
別
を
決
定
的
に
失
効
さ
せ
た
も
の
は
︑
区
別
と
い
う
事
実
だ
か
ら
だ
︒
す
な
わ
ち
︑
感
覚
的

性
質
の
﹁
主
体
化
﹂（
感
覚
的
性
質
と
主
体
の
現
前
と
の
本
質
的
な
つ
な
が
り
を
証
明
す
る
こ
と
（
は
︑
対
象
に
つ
い
て
考
え
ら

れ
る
性
質
す
べ
て

0

0

0

に
及
ぶ
べ
き
で
は
な
く
︑
感
覚
的
な
規
定
だ
け
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
︑
と
い
う
信
念
が
あ
る
︒
実
際
︑

一
次
性
質
と
い
う
語
に
よ
っ
て
︑
対
象
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
性
質
が
理
解
さ
れ
て

い
る
︒
そ
れ
は
︑
私
が
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
や
め
た
と
き
で
さ
え
︑
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
性
質

の
こ
と
で
あ
る
︒
私
と
共
に
あ
る
の
と
同
じ
く
︑
私
な
し
で
も
存
在
す
る
事
物
の
性
質
︑
そ
れ
は
即
自
的
な
も
の
﹇l’en-

soi

﹈
の
性
質
だ
︒
そ
の
性
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︒
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
︑
延
長
に
属
す
る
性
質
で
あ
り
︑
し

た
が
っ
て
幾
何
学
的
な
証
明
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
─
縦
︑
横
︑
高
さ
︑
運
動
︑
形
︑
大
き
（
（
（

さ
︒
私
た
ち

の
立
場
と
し
て
︑
延
長
の
概
念
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
は
避
け
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
概
念
は
感
覚
的
表
象
と
不
可
分

な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
︒
色
の
つ
い
て
い
な
い
延
長
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
︑
ゆ
え
に
二
次
性
質
に
結
び
つ
い

て
い
な
い
延
長
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
デ
カ
ル
ト
の
テ
ー
ゼ
を
現
代
の
用
語
に
よ
っ
て
再
活
性
化

さ
せ
る
た
め
に
は
︑
ま
た
︑
そ
の
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
た
め
の
用
語
で
そ
れ
を
述
べ
る
た
め
に
は
︑
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
対
象
に
つ
い
て
数
学
的
用
語
で
定
式
化
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
対
象
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

︹
即
自

と
し
て
の
対
象
︺
の
固
有
の
特
性
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
有
意
味
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
対
象
に
つ
い
て
の
数
学
的
思
考

0

0

（
定
式
化
や
数

値
化
（
を
引
き
起
こ
す
が
︑
知
覚
や
感
覚
は
引
き
起
こ
さ
な
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
︑
私
な
き
事
物
─
か
つ
︑
私
が
伴
っ

て
い
る
と
き
で
も
─
に
固
有
の
特
性
に
す
る
こ
と
は
有
意
味
で
あ
る
︒

　

し
た
が
っ
て
︑
主
張
さ
れ
る
テ
ー
ゼ
は
二
重
の
も
の
で
あ
る
︒
一
面
で
は
︑
感
覚
さ
れ
る
も
の
は
主
体
と
世
界
と
の
関

係
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
け
れ
ど
も
他
方
で
︑
対
象
の
数
学
化
可
能
な
性
質
は
そ
の

よ
う
な
関
係
の
制
約
を
免
れ
て
い
て
︑
そ
の
性
質
は
︑
私
が
そ
の
対
象
と
関
係
を
も
と
う
と
も
つ
ま
い
と
︑
私
が
思
考
す

る
そ
の
対
象
の
な
か
に
実
際
に
存
在
し
て
い
る
︒
こ
の
テ
ー
ゼ
を
正
当
化
す
る
前
に
︑
こ
の
テ
ー
ゼ
が
現
代
哲
学
に
と
っ

て
不
条
理
に
思
え
る
の
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
な
の
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
明
ら
か
な
不
条
理

の
正
確
な
源
を
明
る
み
に
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　

こ
の
テ
ー
ゼ
が
現
代
人
に
と
っ
て
無
意
味
に
見
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
理
由
は
こ
の
テ
ー
ゼ
が
断
固
と

し
て
批
判
哲
学
以
前

0

0

0

0

0

0

の
も
の
で
あ
る
こ
と
─
す
な
わ
ち
︑
こ
の
テ
ー
ゼ
が
独
断
的
形
而
上
学
の
﹁
ナ
イ
ー
ヴ
な
﹂
立
場

へ
の
退
行
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
︒
実
際
︑
私
た
ち
は
次
の
こ
と
を
想
定
し
た
の
だ
っ
た
─
す
な
わ
ち
︑
思
考
は
︑

世
界
へ
の
私
た
ち
の
関
係
に
属
す
る
世
界
の
性
質
と
︑
私
た
ち
と
世
界
が
取
り
も
つ
関
係
と
は
無
関
係
に
あ
り
続
け
る
世

界
﹁
そ
れ
自
体
﹂
の
性
質
と
を
区
別
で
き
て
い
た
︑
と
︒
さ
て
︑
こ
の
テ
ー
ゼ
が
カ
ン
ト
以
来
︑
い
や
バ
ー
ク
リ
ー
以
（
（
（
来
︑

（
２
（  

ロ
ッ
ク
は
こ
の
リ
ス
ト
に
﹁
固
性
﹂
を
加
え
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
こ
こ
で
は
検
討
で
き
な
い
︒

 
 

付
け
加
え
て
言
え
ば
︑
厳
密
に
ロ
ッ
ク
的
な
意
味
で
は
︑
二
次
性
質
は
一
次
性
質
と
同
じ
く
︑
知
覚
さ
れ
た
物
体
に
内
在
し
て
い

る
︒
と
い
う
の
は
︑
二
次
性
質
は
︑
そ
れ
自
体
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
感
覚
的
性
質
を
︑
精
神
の
な
か
で
引
き
起
こ
す
︑
と
い
う
物

体
が
も
つ
能
力
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
私
た
ち
と
し
て
は
︑
二
次
性
質
を
感
覚
的
性
質
と
同
一
視
す
る
と
い
う
一
般
的
な

用
法
に
従
う
こ
と
に
す
る
︒
こ
の
場
合
︑
感
覚
的
性
質
は
︑
知
覚
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
に
依
存
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
︒

（
３
（  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ア
ラ
ン
・
ル
ノ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
の
書
簡
（
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
一
七
七
二
年
二
月
二
一
日
（
の
分
析

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒A

lain Renaut, Ｋ
ａｎｔ　ａｕʲｏｕｒｄ’h

ｕｉ, A
ubier, （₉₉₇, chapitre prem

ier, p. ₅₃
‒₇₇.  

一
次
性
質
と

二
次
性
質
の
区
別
に
対
す
る
バ
ー
ク
リ
ー
の
批
判
に
つ
い
て
は
︑Berkeley, Ａ

　Ｔ
ｒｅａｔｉｓｅ　Ｃｏｎｃｅｒｎｉｎɡ　ｔʰｅ　Ｐｒｉｎｃｉｐˡｅｓ　ｏｆ　

ʜ
ｕⅿ

ａｎ　Ｕ
ｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎɡ, ed. J. D

ancy, O
xford, O

xford U
niversity Press, （₉₉₈, Part O

ne, 

§₈‒（（.  

︹
バ
ー
ク
リ
ー

（
当
該
文
献
で
は
バ
ー
ク
リ
（﹃
人
知
原
理
論
﹄
大
槻
春
彦
訳
︑
§
八
┣
一
〇
︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
五
八
年
︑
一
九
┣
二
三
頁
︒︺
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支
持
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
テ
ー
ゼ
は
支
持
で
き
な
い
︑
な
ぜ
な
ら
思
考
が
そ
れ
自

0

0

0

身
か
ら
脱
け
出
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
世
界
﹁
そ
れ
自
体
﹂
と
﹁
私
た
ち
に
と
っ
て
の
﹂
世
界
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
︑
そ

う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
世
界
と
私
た
ち
の
関
係
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
︑
世
界
に
の
み
属
す
る
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
だ
︒
こ
う
し
た
試
み
は
実
際
︑
自
己
矛
盾
的
に
な
る
︒
そ
の
よ
う
な
性
質
が
世
界
そ
れ
自
体
に
属
し
て

い
る
と
私
た
ち
が
考
え
た
瞬
間
に
─
つ
ま
り
︑
ま
さ
し
く
私
た
ち
が
そ
う
考
え
た
瞬
間
に
︑
そ
の
よ
う
な
性
質
は
︑
私

た
ち
が
そ
れ
に
つ
い
て
も
ち
う
る
思
考
に
本
質
的
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
︒
私
た
ち
は
︑
即
自
的
な
も
の
の
表

象
を
︑﹁
私
た
ち
に
と
っ
て
﹂
の
も
の
に
変
え
る
こ
と
な
し
に
︑
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ふ
ざ
け
て
言

っ
た
よ
う
に
︑
私
た
ち
は
︑
対
象
が
そ
れ
自
体
と
し
て
何
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
︑
対
象
を
﹁
背
後
か
ら
取
り
押
さ
え

る
﹂
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
（
（
（

だ
︒
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑
私
た
ち
と
世
界
と
の
関
係
の
彼
岸
に
あ
る
い
か
な
る
も

の
も
︑
私
た
ち
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
対
象
の
数
学
的
性
質
も
︑
前
に
述
べ
た
主
体
化

作
用
に
と
っ
て
例
外
で
は
な
い
︒
対
象
の
数
学
的
性
質
も
ま
た
︑
主
体
が
所
与
と
取
り
結
ぶ
関
係
に
依
存
し
た
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
私
が
オ
ー
ソ
ド
ク
ス
な
カ
ン
ト
主
義
者
な
ら
︑
そ
れ
は
表
象
の
形
式
と
し

て
理
解
さ
れ
る
し
︑
私
が
現
象
学
者
な
ら
︑
そ
れ
は
主
観
性
の
働
き
と
し
て
理
解
さ
れ
る
し
︑
私
が
分
析
哲
学
者
な
ら
︑

特
定
の
形
式
的
言
語
と
し
て
理
解
さ
れ
る
︑
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
超
越
論
的

転
回
の
正
当
性
を
認
め
る
哲
学
者
─
す
な
わ
ち
︑
独
断
的
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
ず
︑﹁
批
判
哲
学
以
後
の
﹂
哲
学
者
で

あ
り
た
い
と
望
む
哲
学
者
な
ら
ば
︑
何
か
を
思
考
し
て
い
る
の
は
つ
ね
に
私
た
ち

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
考
慮

に
入
れ
ず
に
︑
私
た
ち
が
何
か

0

0

を
思
考
で
き
た
と
信
じ
る
こ
と
は
︑
そ
れ
が
対
象
に
つ
い
て
の
数
学
的
な
規
定
で
あ
っ
た

と
し
て
も
︑
素
朴
で
あ
る
と
主
張
す
る
だ
ろ
う
︒

　

あ
と
で
こ
の
点
に
は
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
注
意
し
て
お
こ
う
︒
超
越
論
的
転
回
は
︑
独
断
的
形
而
上
学
の
素

朴
実
在
論
を
失
効
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
（
こ
の
点
で
は
︑
バ
ー
ク
リ
ー
の
主
観
的
観
念
論
が
す
で
に
そ
の
責
務
を
果
た
し
て
い

る
（︑
独
断
論
的
文
脈
の
外
部
に
あ
る
対
象
性
を
再
定
義
す
る
こ
と
に
と
り
わ
け
そ
の
本
質
が
あ
る
︒
実
際
︑
カ
ン
ト
的
枠

組
み
の
な
か
で
は
︑
言
明
と
対
象
の
一
致
は
︑﹁
そ
れ
自
体
﹂
と
し
て
想
定
さ
れ
る
対
象
と
表
象
と
の
﹁
一
致
﹂
な
い
し

﹁
類
似
﹂
と
し
て
は
も
は
や
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︑
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
﹁
そ
れ
自
体
﹂
は
到
達
不
可
能
だ
か
ら

だ
︒
客
観
的
な
表
象
（﹁
太
陽
が
石
を
温
め
る
﹂
と
い
っ
た
タ
イ
プ
（
と
︑﹁
た
ん
に
主
観
的
な
﹂
表
象
（﹁
こ
の
部
屋
は
私
に
は

熱
く
思
え
る
﹂
と
い
っ
た
タ
イ
プ
（
と
の
差
は
︑
し
た
が
っ
て
︑
二
つ
の
タ
イ
プ
の
主
観
的
表
象
の
違
い
に
帰
着
す
る
︒
一

方
の
タ
イ
プ
は
普
遍
化
可
能
な
─
つ
ま
り
権
利
上
誰
も
が
実
験
に
よ
っ
て
検
証
可
能
な
─
そ
し
て
そ
の
意
味
で
﹁
科

学
的
な
﹂
も
の
だ
が
︑
も
う
一
方
の
タ
イ
プ
は
普
遍
化
可
能
な
も
の
で
は
な
く
︑
し
た
が
っ
て
科
学
の
言
説
の
一
部
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
間
主
観
性

0

0

0

0

︑
す
な
わ
ち
︑
あ
る
共
同
性
へ
の
同
意
が
︑

孤
立
し
た
主
体
に
よ
る
表
象
と
事
物
そ
れ
自
体
と
の
一
致

0

0

に
取
っ
て
代
わ
り
︑
そ
れ
が
︑
客
観
性
の
真
正
な
る
基
準
︑
さ

ら
に
言
え
ば
と
く
に
科
学
的
な
客
観
性
の
基
準
の
地
位
を
も
つ
よ
う
に
な
る
︒
科
学
的
真
理
は
も
は
や
︑
そ
の
︹
私
た
ち

へ
の
︺
与
え
ら
れ
﹇donation

﹈
に
無
関
係
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
即
自
的
な
も
の
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
て
︑
知
の

共
同
体
に
お
け
る
共
有
物
と
し
て
与
え
ら
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
考
察
に
よ
っ
て
︑
カ
ン
ト
以
来
の
近
代
哲
学
の
中
心
概
念
が
相
関
﹇corrélation

﹈
に
な
っ
た
の
は
い
か
な
る

点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
か
︑
と
い
う
こ
と
を
把
握
で
き
る
︒
私
た
ち
が
﹁
相
関
﹂
と
い
う
語
で
呼
ぶ
観
念
に
従
え
ば
︑
私

（
４
（  H

egel, Ｐʰéｎｏⅿ
ｅｎｏˡｏɡｉｅ　ｄｅ　ˡ’ｅｓｐｒｉｔ, trad. B. Bourgeois, Introduction, V

rin, （₉₉₇, p. ₂（（.  

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現

象
学
﹄
上
巻
（
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
・
第
四
巻
（
金
子
武
蔵
訳
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︑
八
八
頁
︒︺
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た
ち
は
思
考
と
存
在
の
相
関
の
み
に
ア
ク
セ
ス
﹇accès

﹈
で
き
る
の
で
あ
り
︑
一
方
の
項
の
み
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
で
き
な

い
︒
し
た
が
っ
て
今
後
︑
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
相
関
の
乗
り
越
え
不
可
能
な
性
格
を
認
め
る
と
い
う
思
考
の
あ
ら
ゆ

る
傾
向
を
︑
相
関
主
義

0

0

0

0

﹇ｃｏｒｒéˡａｔｉｏｎｉｓⅿ
ｅ

﹈
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
素
朴
実
在
論
で
あ
る
こ
と
を
望
ま

な
い
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
︑
相
関
主
義
の
一
種
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
︒

　
﹁
相
関
︑
相
関
主
義
﹂
と
い
う
哲
学
素
の
意
味
を
︑
さ
ら
に
近
寄
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒

　

相
関
主
義
と
は
︑
主
観
性
と
客
観
性
の
領
域
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
主
張
を
無
効
に
す
る
も
の
で

あ
る
︒
私
た
ち
は
主
体
と
の
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
た
対
象
﹁
そ
れ
自
体
﹂
を
把
握
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
言
う

の
み
な
ら
ず
︑
主
体
は
つ
ね
に
す
で
に
﹇toujours-déjà

﹈
対
象
と
の
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
う
で
な
い

主
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
主
張
す
る
︒
悪
循
環
や
即
座
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
な
く

即
自
的
な
も
の
を
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
議
論
を
﹁
相
関
的
循
環cercle corrélationnel

﹂
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑
哲
学
者
た
ち
が
よ
く
慣
れ
親
し
ん
だ
次
の
推
論
の
形
を
﹁
相
関
主
義
的
ダ
ン
ス
・
ス
テ
ッ
プ
﹂

と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
─
こ
の
形
は
︑
現
代
の
著
作
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
︑
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
に

主
張
す
る
も
の
だ
︒﹁
主
体
と
客
体
を
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
二
つ
の
存
在
者
と
し
︑
両
者
が
取
り
も
つ
関
係
は
他

所
か
ら
そ
れ
ら
に
付
け
加
わ
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
素
朴
で
あ
ろ
う
︒
逆
に
︑
関
係
こ
そ
が
︑
あ
る
意
味
で
第
一
の

も
の
な
の
で
あ
る
︒
世
界
が
世
界
と
し
て
私
に
現
れ
る
と
き
に
の
み
世
界
は
世
界
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り
︑
自
我

が
世
界
に
対
峙
す
る
と
き
に
の
み
自
我
は
自
我
と
い
う
意
味
を
も
つ
︑
そ
の
自
我
に
対
し
て
世
界
が
み
ず
か
ら
を
露
わ
に

す
る
の
で
あ
る
（
︙（（
（

（﹂︒

　

一
般
的
に
︑
現
代
人
が
行
う
﹁
ダ
ン
ス
・
ス
テ
ッ
プ
﹂
と
は
︑
結
ば
れ
る
項
に
対
す
る
関
係
性
の
優
位
へ
の
信
念
で
あ

り
︑
相
互
関
係
を
構
成
す
る
力
﹇puissance

﹈
へ
の
信
頼
の
こ
と
で
あ
る
︒
相
互
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
﹁co-

﹂
は
（
共

┣
贈
与co-donation

︑
共
┣
関
係co-relation

︑
共
┣
現
前co-présence

︑
共
┣
根
源
性co-originalité

な
ど
（︑
現
代
哲
学
の

主
要
な
接
頭
辞
で
あ
り
︑
ま
さ
し
く
そ
の
﹁
化
学
式
﹂
な
の
だ
︒
こ
う
し
て
︑
カ
ン
ト
ま
で
の
哲
学
の
主
要
な
問
題
の
ひ

と
つ
は
実
体
を
思
考
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
カ
ン
ト
以
降
は
む
し
ろ
相
関
を
考
え
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
︑
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
超
越
論
以
前
で
は
︑
哲
学
者
を
決
定
的
な
し
か
た
で
対
立
さ
せ
る
問
い
は
︑﹁
誰
が
真
な
る
実
体

を
思
考
す
る
者
な
の
か
？
﹂
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
イ
デ
ア
を
︑
個
体
を
︑
原
子
を
︑
神
を
─
だ
が
ど
の

神
だ
ろ
う
─
思
考
す
る
哲
学
者
の
う
ち
︑
誰
な
の
か
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
カ
ン
ト
以
後
︑
そ
し
て
カ
ン
ト
以
来
︑
二
人

の
哲
学
者
の
対
立
は
︑
ど
ち
ら
が
真
正
の
実
体
性
を
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
︑
ど
ち
ら
が
最
も

根
源
的
な
相
関
を
思
考
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
主
体
┣
客
体
の
相
関
性
を
思
考
す
る
者
︑

ノ
エ
マ
┣
ノ
エ
シ
ス
の
相
関
性
を
思
考
す
る
者
︑
言
語
┣
指
示
対
象
の
相
関
を
思
考
す
る
者
─
誰
が
最
も
根
源
的
な
相

関
を
思
考
し
て
い
る
の
か
︒
問
題
は
︑
も
は
や
﹁
何
が
正
し
い
基
体
か
﹂
で
は
な
く
︑﹁
何
が
正
し
い
相
関
か
﹂
な
の
で
あ

る
︒

　

意
識
と
言
語
が
︑
二
〇
世
紀
に
お
け
る
相
関
の
二
つ
の
主
要
な
﹁
環
境
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
︑
前
者
は
現
象
学
を
︑

後
者
は
分
析
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
流
れ
を
支
え
て
い
た
︒
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
︑
意
識
と
言
語
を
﹁
世
界
┣
対

象
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
（
（
（
で
︑
両
者
を
ひ
じ
ょ
う
に
正
確
に
特
徴
づ
け
る
︒
実
際
︑
意
識
と
言
語
が
ユ
ニ
ー
ク
な
対
象
で
あ
る
の

は
︑
両
者
が
﹁
世
界
を
成
す
﹂
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
対
象
が
世
界
を
成
す
の
は
︑
そ
の
ひ
と
つ
の
理

（
５
（  Ph. H

unem
an, E. K

ulich, ɪｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　à　ˡａ　ｐʰéｎｏⅿ
éｎｏˡｏɡｉｅ, A

rm
and Colin, （₉₉₇, p. ₂₂.

（
６
（  Francis W

olff, Ｄ
ｉｒｅ　ˡｅ　ⅿ

ｏｎｄｅ, PU
F, （₉₉₇, p. （（.
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由
と
し
て
︑
両
者
に
と
っ
て
は
﹁
す
べ
て
が
内
に
あ
る
﹂
と
同
時
に
︑﹁
す
べ
て
が
外
に
あ
る
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
ヴ
ォ
ル
フ

は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
︒﹁
す
べ
て
は
内
に
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
何
で
あ
れ
何
か
を
思
考
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

た
め
に
は
︑﹁
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
識
を
も
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
﹂
こ
と
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
れ
を
言
う
こ
と
が
可
能

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
︑
言
語
や
意
識
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お
り
︑
外
に
出
る
こ
と
が

で
き
な
い
︒
こ
の
意
味
で
︑
言
語
や
意
識
は
外
部
を
も
た
な
い
︒
け
れ
ど
も
別
の
意
味
で
は
︑
意
識
や
言
語
は
完
全
に
外

部
に
向
い
て
い
る
も
の
だ
︒
両
者
は
世
界
へ
の
窓
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
意
識
を
も
つ
こ
と
は
つ
ね
に
何
か
に
つ
い
て

の
意
識
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
︑
語
る
と
い
う
の
は
︑
必
然
的
に
何
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
︒
木
を
意
識
す

る
こ
と
は
︑
木
そ
れ
自
体

0

0

0

0

を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
木
の
観
念
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
︒
木
に
つ
い
て
話
す
こ
と
は
︑

言
葉
を
言
う
こ
と
で
は
な
く
︑
そ
の
物
に
つ
い
て
語
る
こ
と
だ
︒
し
た
が
っ
て
︑
意
識
と
言
語
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
世

界
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
反
対
に
︑
両
者
が
完
全
に
世
界
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
し
か
な
い
︒
私
た
ち
は
︑

透
明
な
檻
の
な
か
に
い
る
か
の
よ
う
に
︑
意
識
な
い
し
は
言
語
の
な
か
に
い
る
︒
す
べ
て
は
外
に
あ
る
が
︑
そ
こ
か
ら
出

る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
（
（
（
る
﹂︒

　

意
識
や
言
語
に
関
す
る
現
代
の
こ
う
し
た
説
明
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
説
明
が
相
関
的
な
外
在
性

の
矛
盾
し
た
性
質
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
一
方
で
は
︑
相
関
主
義
は
︑
意
識
や
言
語
が
根
源
的
な
外
部
と
原
初
の
つ

な
が
り
を
も
つ
と
主
張
す
る
が
（
現
象
学
に
お
い
て
意
識
は
世
界
に
対
し
て
自
己
超
越
す
る
︑
サ
ル
ト
ル
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
︑

意
識
は
世
界
の
ほ
う
へ
﹁
炸
裂
す
る
﹂（︑
し
か
し
他
方
で
︑
こ
の
主
張
は
︑
そ
う
し
た
外
部
へ
の
閉
じ
込
め
︑
な
い
し
は
監

禁
と
い
う
奇
妙
な
感
覚
を
隠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（﹁
透
明
な
檻
﹂（︒
な
ぜ
な
ら
︑
私
た
ち
は
言
語
と
意
識
の
外
部

性
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
私
た
ち
は
つ
ね
に
す
で
に

0

0

0

0

0

0

﹇ｔｏｕʲｏｕｒｓ︲ｄéʲà

﹈（
こ
れ
は
﹁co-

﹂
と
同
じ

く
︑
相
関
主
義
に
属
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
本
質
的
な
語
句
で
あ
る
（
そ
こ
に
い
る
か
ら
で
あ
り
︑﹁
世
界
┣
対
象
﹂
を
外
か
ら
観

察
で
き
る
よ
う
な
視
点
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
︒﹁
世
界
┣
対
象
﹂
は
︑
あ
ら
ゆ
る
外
在
性
を
与
え
る
乗
り
越
え
不
可

能
な
も
の
な
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑
こ
の
外
部
が
私
た
ち
に
対
し
て
閉
域
的
な
外
部

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
み

ず
か
ら
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
外
部
と
し
て
現
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
本
当
を
言
え
ば
︑

そ
の
よ
う
な
外
部
は
相
対
的
な
も
の
︑
つ
ま
り
︑
明
確
に
私
た
ち
に
関
係
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
︒
た
し
か

に
意
識
と
そ
の
言
語
は
世
界
へ
と
自
己
超
越
す
る
︒
が
︑
世
界
は
︑
意
識
が
世
界
へ
と
自
己
超
越
す
る
そ
の
限
り
に
お
い

て
存
在
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
外
部
の
空
間
は
︑
私
た
ち
に
面
す
る
も
の
の
空
間
で
し
か
な
い
︑
私
た
ち
の
固
有
の

実
存
に
対
面
し
て
い
る
と
い
う
資
格
で
の
み
存
在
す
る
も
の
の
空
間
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
実
の
と
こ
ろ
︑

そ
う
し
た
世
界
に
浸
っ
て
い
る
限
り
︑
十
分
に
遠
く
へ
自
己
超
越
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
─
つ
ま
り
私
た
ち
は
︑
自
分

の
裏
面
を
知
ら
な
い
コ
イ
ン
の
よ
う
に
︑
ず
っ
と
対
面
で
あ
り
続
け
て
い
る
二
つ
の
顔
を
探
究
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
し

か
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
現
代
人
が
︑
思
考
と
は
外
へ
と
向
か
う
純
粋
な
方
向
づ
け
で
あ
る
と
熱
烈
に
主
張
す
る
と
し

て
も
︑
そ
れ
は
本
当
の
と
こ
ろ
︑
不
十
分
な
喪
の
作
業
の
結
果
に
よ
る
も
の
─
つ
ま
り
︑
独
断
論
の
放
棄
に
内
在
す
る

喪
失
を
否
認
﹇dénégation

﹈
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
︒
実
際
︑
批
判

哲
学
以
前
の
思
想
家
に
と
っ
て
の
︽
大
い
な
る
外
部

0

0

0

0

0

0

︾︑
絶
対
的
な

0

0

0

0

︽
外
部
︾
を
失
っ
て
し
ま
い
︑
も
は
や
取
り
返
し
が
つ

か
な
い
と
い
う
秘
か
な
印
象
を
現
代
人
が
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
︽
外
部
︾
は
︑

私
た
ち
に
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
り
︑
私
た
ち
へ
の
与
え
ら
れ
に
関
係
な
く
み
ず
か
ら
を
与
え
て
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
あ
り
︑
私
た
ち
が
そ
れ
を
思
考
し
よ
う
と
し
な
か
ろ
う
と
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
と
き

思
考
は
こ
の
︽
外
部
︾
を
︑
異
邦
の
土
地
で
あ
る
と
い
う
確
か
な
感
情
と
共
に
駆
け
回
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
─
完
全

（
７
（  ɪｂｉｄ., p. （（

‒（₂.
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に
他
な
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
確
か
な
感
情
と
共
に
︑
で
あ
る
︒

　

批
判
哲
学
以
後
の
哲
学
素
に
つ
い
て
の
短
い
提
示
を
終
え
る
た
め
に
︑
最
後
に
︑
思
考
┣
存
在
の
相
関
は
主
体
┣
客
体

の
相
関
に
は
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
︒
現
代
思
想

に
お
け
る
相
関
性
の
支
配
は
︑
表
象

0

0

の
諸
哲
学
の
支
配
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
実
際
︑
表
象
の
哲
学
を
︑
思
考
と

存
在
と
の
い
っ
そ
う
根
源
的
な
相
関
性
の
名
の
も
と
に
批
判
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
事
実
︑
表
象
に
対

す
る
諸
批
判
も
︑
相
関
性
と
手
を
切
る
こ
と
を
─
つ
ま
り
︑
独
断
論
へ
の
単
純
な
回
帰
を
─
意
味
し
て
は
い
な
か
っ

た
︒

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ひ
と
つ
の
例
を
参
照
し
て
満
足
す
る
に
留
め
よ
う
︒
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
例
で
あ
る
︒
確
か

に
一
方
で
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
の
問
題
は
︑
表
象
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
思
考
の
な
か
で
は
︑
対
象
と
し

て
考
察
さ
れ
る
手
前
存
在
の
優
先
に
よ
っ
て
︑
存
在
な
い
し
は
現
前
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
検
討
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
︒
し
か
し
他
方
で
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
︑
存
在
が
可
能
に
す
る
存
在
者
の
現
出
の
た
だ
な
か
で
の
︑
存
在

の
そ
の
よ
う
な
覆
わ
れ
を
思
考
す
る
こ
と
は
︑
人
間
と
存
在
と
の
根
源
的
な
共0

┣
帰
属

0

0

（ｚｕｓａⅿ
ⅿ

ｅｎɡｅʰöｒｉɡｋｅｉｔ

（
を
見

る
こ
と
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
共
┣
帰
属
を
生
起

0

0

（Ｅ
ｒｅｉɡｎｉｓ

（
と
名
づ
け
て
い
（
（
（

る
︒
後
期
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
い
て
中
心
的
な
生
起
の
概
念
は
︑
カ
ン
ト
か
ら
継
承
さ
れ
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
た
相

関
性
の
要
求
に
忠
実
な
ま
ま
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
生
起
の
こ
と
で
あ
る
﹁
共
┣
帰
属
﹂
は
︑
人
間
と
同
じ
く
存
在
も

﹁
そ
れ
自
体
﹂
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
︑
た
だ
︑
第
二
段
階
に
お
い
て
の
み
─
す
な
わ
ち
帰
属
の
二

つ
の
項
が
相
互
関
係
に
よ
っ
て
根
源
的
に
構
成
さ
れ
て
か
ら
─
関
係
づ
け
ら
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か

ら
だ
︒﹁
生
起

0

0

は
人
間
と
存
在
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
で
あ
り
︑
人
間
と
存
在
は
︑
両
者
の
固
有
の
存
在
の
相
互
帰
属
に

よ
っ
て
結
合
し
て
い
（
（
（
る
﹂︒
そ
し
て
次
の
く
だ
り
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
︑
相
関
主
義
的
﹁
ダ
ン
ス
・
ス
テ
ッ
プ
﹂
が

厳
密
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒﹁
も
し
私
た
ち
が
︑﹁
存
在
﹂
と
い
う
こ
と
を
言
い
な
が
ら
︑
人
間
本
質

へ
の
現
┣
前
と
い
う
こ
と
を
脱
落
せ
し
め
て
お
り
︑
し
か
も
そ
の
こ
と
を
通
し
て
︑︹
人
間
本
質
と
い
う
︺
こ
の
本
質
そ

れ
自
身
が
﹁
存
在
﹂
を
共
に
成
し
て
い
る
こ
と
を
誤
認
し
て
い
る
と
し
た
ら
︑
私
た
ち
は
﹁
存
在
そ
れ
自
身
﹂
に
つ
い
て

つ
ね
に
言
い
足
り
な
い

0

0

0

0

の
で
あ
る
︒
も
し
私
た
ち
が
︑﹁
存
在
﹂
と
い
う
こ
と
（
人
間
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
（
を
言
い
な
が

ら
︑
人
間
を
そ
れ
自
身
だ
け
と
し
て
定
立
し
︑
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
定
立
さ
れ
た
も
の
を
︑
次
に
初
め
て
な
お
﹁
存
在
﹂

へ
の
あ
る
ひ
と
つ
の
関
係
の
う
ち
へ
も
た
ら
す
と
し
た
ら
︑
私
た
ち
は
人
間
に
つ
い
て
も
ま
た
つ
ね
に
言
い
足
り
な
い

0

0

0

0

の

で
あ
（
（（
（
る
﹂︒

（
８
（  H

eidegger, « Identité et D
ifférence », Ｑ

ｕｅｓｔｉｏｎｓ　ɪ　ｅｔ　ɪɪ, trad. A
. Préau, Gallim

ard, （₉₆₈, p. ₂₆₂
‒₂₇（.  

︹
ハ
イ
デ

ガ
ー
（
当
該
文
献
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（﹃
同
一
性
と
差
異
性
﹄（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
・
第
十
巻
（
大
江
清
志
郎
訳
︑
理
想
社
︑
一

九
六
〇
年
︑
一
二
┣
二
七
頁
︒︺

（
９
（  ɪｂｉｄ., p. ₂₇₂.  

︹
同
前
︑
二
八
頁
︒︺
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
共
┣
帰
属co-appartenance

﹂
と
い
う
語
の
﹁
共co-

﹂

（zusam
m

en

（
は
︑
帰
属
と
い
う
意
味
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
︑﹁
共
﹂
の
側
か
ら
帰
属
を
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し

て
い
る
︒
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︑
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部
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﹂
の
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性
を
再
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す
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こ
と
が
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な
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だ
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こ
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て
は
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