
〈
特
集

「
歴
史

・
経

験
・
論
理
」
２
〉

「
こ
の
私
」
の
唯
一
性
に
関
す
る
論
理
と
経
験

は
じ

め

に

直
接
経
験
と

は
論
理
を
媒
介
し
な
い
経
験
だ
と
い
わ
れ
る
。
し

か
し
そ
う

し
た
経
験
を
私
た
ち
が
言
葉

に
よ

っ
て
と
ら
え
る
手
段

は
論
理
で
あ
り
、
こ

こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と

は
で
き
な

い
。
よ

っ
て

、
そ
う
し

た
経
験
を
「
無
媒
介

性
」

と

か
「
純
粋
」
経
験
と
表
現
し
て
も
、
そ
の
経
験
が
ど

の
よ
う
な
も
の

か
を
捉
え
た
こ
と

に
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
小
論
で

は
、
私

た
ち
と
論
理
的

媒
介
の
「
密
接
さ
」

に
着
目
し
、
私
た
ち
に
密
接
で
す
で

に
媒
介
が
な

い
と

思
わ
れ
る
認
識

の
中

に
介
在
す

る
「
論
理
」

を
洗

い
出
し

、
「
経

験
」

を
そ

こ
に
さ
え
組
み
入
れ
ら
れ
な

い
何
か
と
し
て

性
質
づ
け
た
い
。
し
か
も
論
理

を
介
し
て
認
識
さ
れ

る
も
の
は
、
こ
ち
ら
側
の

フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
し
て
現
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
無
関
係
に
実
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
私

た
ち
は
論
理
の
内
側

か
ら
、
当
の
論
理
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

冲
　

永
　

宜
　

司

か
ら
で

あ
る
。

こ
の
論
理
と
実
在
と
の
混
同
は
、
形
而

上
学
的
問
題
の
発
生

に
お

い
て
顕
著

に
見
ら

れ
る
。
そ
の
例
と
し
て

「
私
」

の
問
題
を
以
下
で
検

討
し
て

い
き

た
い
。
「
私
」

は
主
体

に
最
も
密
接
で

あ
る
ゆ
え

に
、

論
理
の

介
在
は
な

い
と
思

わ
れ

る
典
型
例
で

あ
る
が
、
こ
れ
が

無
条
件
的
な
実
在
と

し
て
認
識

さ
れ

た
際

に
は
、
そ
の
存
在
に
関
す

る
回
答
不

能
な
問

い
が
生
じ

る
。
そ
の
問

い
が

「
こ

の
私
」
の
存
在
に
関
す

る
問
い
と

な
る
。

私
た
ち

は
内
省

に
お
い
て
「
私
」
そ
の
も
の
を
経
験
の
中

に
見

い
だ
す
こ

と

は
で
き

な
い
。

だ
が

他
方
、
「
私
」

は
概
念
上

の
虚
構
で
あ
る
と

す
る
見

解
に
も
、
首
肯
し

か
ね

る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
「
私
」

な
し
で

は
思

考
や

判
断
、
主
体
的
行
為
な
ど
が
す
べ
て
不

成
立
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を

延
長
す
る
と
、
「
私
」
な
し
で
は
私

に
と

っ
て

の
世
界
も
す
べ
て
消
滅
す
る
、

と
い
う
考
え
に
至

る
。
こ

の
レ
ベ
ル
に
な

る
と
、
「
私
」

は
自
我
一
般

の
性

質

を
超
え

、
そ
れ
な
し
で
の
世
界
が
考
え
ら
れ
な

い
こ
と

か
ら
、
こ
の
世
界
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に
お
け
る
唯
一
存
在
と

い
う
性
質

を
持

っ
て
く
る
。
こ
れ
が
「
こ
の
私
」

レ

ベ

ル
で
あ
り
、
そ
れ
自
体

は
経
験

的
に
見

い
だ
せ
な

い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

論
理
的

に
は
存
在

に
関
す

る
根
源

的
な
問

い
か
け
を
呈
示
す

る
に
至

る
。
そ

こ
で
私
た
ち

は
以
下
、
「
唯

一
の
こ

の
私
」
と

い
う
謎

の
発
生

に
つ

い
て
、

経
験
の
側
と
論
理
の
側
と
で
そ
れ

ぞ
れ
検
討
し
た
後
、
そ
の
解
決
可
能
性
を

検
討
す
る
。
そ
れ

は
一
般

に
形
而
上

学
的

な
問

い
の
発
生
と
そ
の
消
去
の
可

能
性

に
つ
な
が
り
、
こ
の
問

い
の
解

決
の
さ
れ
方
が
小
論
で

の
課
題

に
な

る
。

一
　

経

験

が

こ

の
私

を
消

去

す

る
根

拠

経
験
の
内
部
で
は
「
私
」
一
般

に
さ
え
出
会
え
な

い
。
こ
れ
は
客
体
化
さ

れ
た
「
私
」
で
は
な
く
、
客
体
化
を
遂
行
す
る
が
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
客

体
化
さ
れ
ず
に
残
る
何
か
で
あ
る
こ
と

は
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
し
て

こ
の
性
質
の
徹
底
化

は
、
匿
名
性
と
し
て
の
意
識
流
や
、
純
粋

経
験
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
行
き
着
く

こ
と
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

お
り
、

そ
の
意
味
で
デ
カ
ル

ト
的

に
「
私
」

が
「
考
え
る
」
と

い
う
方
向
よ
り
も
、

「
考
え
」
が
先
行
し
て
そ
の
結
果
、
考
え

の
基
点
と
し
て
、
「
私
」
が
要
求

さ

れ
て
く
る
、
と
い
う
方
向

に
根
源
性
が
見

い
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
方
向

に

徹
底
す
る
限
り
、
「
私
」
と
は
機

能
的
な
基

点
と
し
て
設

定
さ
れ

た
論
理
的

な
便
宜
性
を
司

る
も
の
と
な
る
。

で

は
「
こ
の
私
」

も
機
能
的
存
在
な
の

か
。
こ
れ
は
「
私
」
と
違

っ
て
誰

に
で

も
生
じ

得
る
一
般
的
な
出
来
事
で

は
な
く
、
こ
こ
に
お

い
て
し

か
生
じ

得
な
い
究
極

の
唯
一
性
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
ど
ん
な
客
観
的
差
異
を

も
生
み
出
さ
な

い
こ
と
を
そ
の
唯
一
性
の
根
拠
と
し
て

い
る
。
こ
の
根
拠
は
、

「
こ
の
私
」
が
機
能
的
存
在
で

は
な

い
こ
と

を
示

す
。
そ
し
て

「
こ

の
私
」

の
有
無

に
よ

っ
て
客
観
的
世
界

に
差
異
は
生
み
出
さ
れ
な

い
一
方
、
主
観
的

に
は
そ
の
有
無
が
世
界
の
有
無
を
左
右
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
不
可

解
さ

は
集
中
し
て

い
る
。
「
こ
の
私
」
が
い
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
「
こ
の
世
界
」

も
す
べ
て
消
滅
す

る
と

言
う
こ
と
も
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
不
可
解
さ

に
お
け
る
「
こ
の
私
」
の
特
殊
性
は
、
そ
れ
が
あ
ら

ゆ
る
概
念
的
装
置
以
前

に
、
理
由
な
く
存
在
し
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
直
観

を
成
り
立
た
せ

る
。
問
題
は
そ
れ
が
本
当
に
無
前
提
な
直
観
で
あ
る
か
、
で

あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
直
観
の
成
立
に
つ
い
て
二
つ
の
側
面
か
ら
吟
味
し

た
い
。

一
つ
は
、
「
私
」

は
な
ぜ

「
こ
の
私
」
で
あ
り
、
別

の
場

所
、
別
の
時
代
、

も
し
く
は
別
の
生
物
種
の
誰
か
に
な
ら

な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
成
立
構
造

で
あ
る
。
こ
こ
で

は
私
の
客
観
的
性
質

を
持
つ
も
の
は
無
数
の
生
物
の
ど
れ

で
も
よ

い
、
と

い
う
客
観

的
可

能
性
の
莫
大

さ
と
、
「
私
」

は
時
空
的

に
無

制
限
な
宇
宙
の
中
で
、
た

っ
た
一
つ
こ
こ
に
し

か
な
い
、
と
い
う
主
観
所
持

者
の
究
極
の
被
限
定
性
と
の
断
絶
が
あ
る
。
こ
の
客
観
性
と
主
観
性
と
の
断

絶
が
不
可
解
さ

の
発
生
根
拠
に
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
「
こ
の
私
」

の
客

観
性
や
必
然
性

は
ど
こ
に
も
な
く
、
か
つ
主
観
と
し
て
は
唯
一
絶
対

性
を
集

約
し
て
い
る
。

次
に
、
存
在
し
な

い
可
能
性
も
あ
っ
た
の
に
存
在
し
て

し
ま
っ
た
、
と

い

う
仕
方
で
問
題

に
さ
れ
る
「
こ

の
私
」
。
自
我
が

一
般
に
生
じ
て

く
る
仕
方

は
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
の
同

一
主
体

の
確
立
、
も
し
く
は
自
己

意
識

の
発
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生

な
ど
か
ら
説

明
可

能
で

あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
任
意
の
自
我
が
「
こ

の
私
」

に
な
っ
た
か
に
つ
い
て

の
説
明
は
、
そ
の
中

に
は
含
ま
れ
な

い
。
つ

ま
り

こ
の
意
味
で

「
こ
の
私
」

は
あ
ら
ゆ
る
因
果
関
係
や
存
在
条
件

か
ら

は

説
明
で

き
な
い
。

で

は
こ
れ
ら
の
不
可

思
議
が
本
当

に
無
前
提

に
成
立
し
て

い
る
か
を
検
討

し
た

い
。

ま
ず
第
一

の
性

質

に
関

し
て

は
、
そ
こ
で

問

題

に
な
る

「
こ
の

私
」

と
は
一
切

の
客
観
的
規
定
か
ら
外
れ
て

い
な
が
ら
、
他
方
そ
れ
は
私
な

ら
ざ

る
客
観
的
世
界

の
莫
大
さ
と
い
う
外
的
状
況
と
の
対
比
と
い
う
矛
盾
を

隠
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
私

が
単
独

に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
「
こ
の
私
」
の

発

生
源
で
あ
る
一
方
で

、
こ

の
単
独
性
自
体
が
「
他
」
と
の
対
比
に
よ
る
自

己
定

立
を
必
要

と
す

る
の
で

あ
る
。

そ
し
て

こ
の
自
我
以

前
の
経
験
に
つ
い

て
、

そ
れ
が
私
で

あ
る
か
、
私
で

は
な
い
誰
か
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
は

意
味

を
な
さ
な
い
。
「
私
」
が

な
ぜ
「
こ

の
私
」

か
と

い
う
問
い

は
、

自
他

を
区
別

す
る
一

般
的
な
「
私
」

枠
の
設
定
な
し
に
は
生
じ
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。だ

が
そ
こ
で

生
じ
た
「
私
」

は
、
必
ず
し
も
「
こ
の
特
定
の
私
」
で
あ
る

必
要

は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い

は
残
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

も
と
も
と
私
は
存
在
す
る
限
り
は
特
定
の
誰

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
回
答
が
可

能
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
こ
の
特
定
の
私
」
と
は
対

外
的
、

時
空
的
な
被
限
定
性
に
よ

っ
て

生
じ
、
「
私
」

そ
れ
自
体
の
内

で
は
生

じ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
が

何
ら

か
の
形

に
お

い
て

存
在
す

る
」

こ

と
を
認
め
る
限
り
、
私
が
ど
の
時
代
、
ど
の
場
所
、
ど
の
生
物
と
し
て

生
ま

れ
て
も
、
そ
こ

に
問
題

は
な

い
。
私
が
こ
の
客
観
的
性
質
を
備
え
た
こ
と
は

無
限

の
可
能
性
の
中
の
一
つ
と

い
う
無
限
の
任
意
性
を
、
一
つ
の
必
然
と
し

て
見
よ
う
と
す
る
場
合

に
問
題
化
さ
れ
る
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま

ず
自
我
一
般

に
つ
い
て
見

る
な
ら
ば
、
「
私
」
枠
が

論
理

的
構
築
物
と

見
な

さ
れ

る
場
合
、
「
私
」
の
独

立
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
で

は
な
く
な
る
。
「
私
」
枠

は
自
我

の
側

に
特
有
の
も
の
と
思
わ
れ
な
が
ら
す
で

に
他
を
前
提
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ

る
。

そ
し
て
「
こ

の
私
」

に
関
し
て
も
、
「
枠
」
の

な
い
「
こ

の
私
」
と
い
う
の
は
矛
盾
ゆ
え
に
不
成
立
と
な
る
。

だ
が
そ
れ
で
も
、
匿
名

的
な
経
験
し

か
な
い
状
態

か
ら
、
「
こ

の
私
」

と

い
う
宇
宙
の
中
で
唯
一
特
異
な
も
の
が
生
じ
た
不
可
思
議
は
直
観
と
し
て

残

る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
こ
の
私
」

の
「
こ

の
」
性
は
経
験
一
般
の
中

に

は
ど
こ
に
も
見
い
だ
さ
れ
ず
、
こ
の
無
前
提

の
直
観
は
何
も
無
い
所
か
ら
特

定
の
「
こ
の
私
」
が
生
じ
た
と
い
う
方
向
を
考
え

さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ

る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
、
「
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
私
が
存
在
し
て
し
ま

っ
た
」

と
い
う
問
い
が
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
い
の
条
件
を
さ
ら

に
追
究
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
こ
の
私
」

の
非
存
在
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ

か
る
。
そ
れ
は
「
私
」
が
「
こ
の
私
」
で
あ
る
こ
と
の
不

思
議
が
他

者
を
条
件
と
し
た
構
造
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
で

は
こ
の
「
他
者
」

と
同

様
。
存
在
が
そ
の
非
存
在
を
条
件
と
す
る
こ
と
に
矛
盾
点
は
見
い
だ
さ
れ
る

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
存
在
が
そ
の
「
外
部
」
を
考
え

る
こ
と
に
ど

こ
ま
で
妥
当
性
が
あ
る

か
を
吟
味
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
「
私
」
と

そ
の

外
部
と
の
区
別
の
構
造
が

な
い
と
い
う
こ

と
は
、
「
私
」
と

他
者
と
を
区

別



す

る

「
私

」

枠

つ

ま
り

差

異

を

生
じ

さ
せ

る
論

理

枠

の
消

去

と
同

時
で

あ

る
。

し

か
し

こ

の

「
論

理

を
取

り
払

う

こ
と

」

が

存

在

問

題

の

消
失

に

ま
で

及

ぶ

の

か
が

さ

ら

に
問

わ
れ

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
の

で

あ

る
。

二
　

否

定

的

事

態

は

存

在

し

な

い

か

こ

こ

で

論

理

と

存
在

と

の
関

係

が
問

題

に
な

る
。

そ

れ

は

「

こ

の
私

」

の

問

題

化

に

つ

い
て

は
、

そ

の

「
非

存

在

」

が

ま

ず

設

定

さ

れ

る

こ

と
が

本
質

的

な

操

作

か
、

と

い

う
問

い

に

な

る
。

こ

の

「
非

存

在

」

と

は

存

在

に
対

す

る

「
否

定

的

事

態

」

で

あ

る
。

つ
ま

り

存

在

に
対

す

る

「

否
定

的

事
態

」

が

成

立

し

な

い

こ

と

の
本

質

的

な

妥

当

性

を

検

討

す

る
こ

と

が
必

要

と
な

る
。

そ

こ
で

こ

こ

で

は

二
つ

の

相

反

す

る

側

面

か
ら

そ

れ

を

吟

味

し

た

い
。

一

つ

は

、

論

理

空

間

内

に
は

「
否

定

的

事

態

」

と

い

う

も

の

は
見

い

だ

せ
ず

、

否

定

と

は

常

に

論

理

空

間

の

外

部

に
人

為

的

「
操

作

」

を

加

え

る
こ

と
で

初

め

て

設

定

さ

れ

る

も

の

で

あ

る
こ

と

。

二

つ

目

は

、

そ

れ

で

も

世

界

が
存

在

す

る

こ

と

が

「
神

秘

」

で

あ

る
こ

と

。

第

一

の

側

面

の

検

討

に

お

い
て

示

唆

的

な

の

が

、

ウ

ィ

ト

ゲ

ン

シ
ュ

タ

イ

ン
の

『
論

考
』

に

お

け

る

、
「

否

定

命

題

の

論

理

的

領

域

は
、

否

定

さ

れ

る

命
題
の
論
理
的
領
域
の
外
側
に
あ
る
も
の
と
記
述
さ
れ
る
。
」
（
4
.
9
6
4
1
）
と

い

う
言

葉

で

あ

る

。

こ

れ

は
事

実

そ

の

ま

ま

の

姿

の

内

に

は
、

否

定

に
相

当

す

る
事

実

を
認

め

な

い

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

し

た

が

っ
て

現

実

に
写

像

さ

れ

る
事

実

に
対

す

る

否

定

や

、

否

定

で

は

「
な

い

」

と

い

う
意

味

で

の

肯

定

は
、

写

像

さ

れ

る

事

実

の

内

に

は

な

く

、

同

一

の

事

態

に
対

す

る

写

像

の

「
仕
方
」

に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
事

実
と
写
像

の
「
仕
方
」

と
の

区
別

の
背
後

に
は
、
論
理
語
が
対
象
に
は
依
存
し

て
お
ら
ず

、
そ
こ

か
ら
独

立
し

た
「
操
作
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
純
粋

な

論
理
語

に
は
実
在

性
が
な
く
、
し
た
が

っ
て

「
操

作
」

の
反

復
の
み

に

よ

っ
て
生
じ

る
事
態
は
非
実
在
的
だ
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

し

か
し
こ

の
「
否
定
」
を
、
純
粋
な
「
操
作
」

と
見
な
す
場
合
、
「
否
定
」

の
第

二
の
側
面

が
問
題
化
す
る
。
つ
ま
り
存
在
の
「
神
秘
」

は
な
ぜ
登
場
す

る

か
、
と

い
う
問
題

で
あ
る
。
先
取
り
す

れ
ば
、
こ
の
「
神
秘
」
が
、
事
態

一
般

に
対
す

る
否

定
操
作
と
は
異
な

っ
た
仕
方
で

生
じ
て

い
る
な
ら
、
そ
れ

は
第

一
の
側
面
と

は
別
の
特
有
の
事
態
を
意
味
す

る
。

つ
ま
り
こ
の
存
在
の

「
神
秘
」

は
、
存
在
が

一
般
に
問
題
化
す

る
た
め
の
条
件

な
し
で
の
「
神
秘
」

と

い
う
こ
と

に
な
る
。

さ
て
、
「
否
定

的
事
態
」
の
第

二
の
側
面
と
論
理
的

操
作
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

「
論
理
は

『
い
か
に
』
よ
り
も
前
に
あ

る
が
、
『
何
が
』
よ
り
も
前
で
は
な
い
」
〈
５
,
５
５
２
）
と
い
う
言
葉
が
示
唆
的

で
あ

る
。
否

定
を
事
態
の
外
部
に
設
定
す

る
の
は
「
論
理
」
で
あ
り
、
こ
れ

は
「
い
か
に
」

を
成
り
立
た
せ
る
形

式
と
な
る
。

だ
が
私

た
ち
は
そ
れ
以
前

に
、
「
い
か
な
る
」
経
験

か
判
別

さ
れ

な
い
が
、
そ

れ
が
な
い
と
経
験
が
経

験
と
し
て
生
じ
て

こ
な
い
も
の
を
考
え
な
く
て

は
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
こ
こ

で
の

「
何
が
」

に
あ
た
る
。
し
た
が

っ
て

そ
こ

に
は
、
論
理
的
操
作
が
条
件

と
な
る

「
否

定
」

さ
え
成
立
せ
ず

、
し

た
が

っ
て
こ

の
「
何
が
」
は
厳
密
に

は
そ
の
非
存
在
と

の
対
置
と
い
う
操
作
を
含
み
得
な

い
。
だ
が
「
存
在
」
が

問
題
化
す
る
場
合

に
、
「
な
ぜ
非

存
在
」

で
は
な

い
の
か
と

い
う
「
論
理
」
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が
そ
の
前
提

に
な
る
と
す
る
な
ら
、
右
記
の
存
在
の
「
神
秘
」

は
こ

の
前
提

を
持

た
な
い
領
域

に
出

ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
を

踏
ま
え

、
さ
ら

に

『
論
考
』

の
独
我
論

に
お
け

る
、
「
あ
れ

は
存

在
す
る
が
、
こ
れ
は
存
在
し
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
５
,
6
1
）

と

い
う
テ
ー
ゼ
を
検
討
し

て
み

た
い
。
『
論
考
』

に

お
い
て

は
、

存
在

は
有

意

味
性

の
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
初
め
て
命
題

の
真
偽

が
問

わ
れ

得
る
。

だ
が
私

た
ち
は
事
態
一
般

に
つ

い
て
。
そ
れ
が
存
在
し

な
い
と
考
え

る
こ
と
は
容
易

で
あ
り
、
そ
の
点
で
存
在

の
否
定
を

「
言

う
こ
と

が
で
き

な

い
」

と
い
う
主
張
は
一
見
不
自
然

に
思
わ
れ
る
。
だ
が
次

の
よ

う
に
考
え

る

こ
と

は
で

き
る
。
事

態
Ａ

の
否
定
を

言
っ
た
と
き
、

そ
の

瞬
間

に

そ
れ

は

「
事

態
Ａ

の
否

定
」

と

い
う
肯

定
的
事
態

に
転
換
し
、
そ

の
外
部

に
つ

い
て

は
語
れ
な
い
。
さ
ら
に
こ

れ
を
否
定

し
て
も
、
「
事
態
Ａ

の
否
定

の
否

定
」

と
な
り
、
以
下

同
様
、
何

か
へ
の
「
否
定
」
を
全
体
と
し
て
肯
定
化
す

る
枠

が
必
ず
そ
の
一
つ
外
側

に
で
き

、
否
定

は
そ
の
外

に
出

る
こ
と

は
で
き

な
い

構
造
が
続
く
。

こ
の
反
復
は
、
意
味
論

的
独

我
論
に
お
い
て

、
意
味

論
的
に
閉

じ
ら
れ
た

「
私
の
世
界
」

の
内
部

に
限

れ
ば
、
そ

の
存
在
の
肯

定
も
否
定

も
な

い
こ
と

に
相
当
す

る
。
世
界
存
在

の
問
題
化
が
そ
の
世
界

の
外

に
出
る
こ
と
を
条
件

と
し
、

か
つ
有
意
味
性

の
条
件

が
存
在
で
あ

る
な
ら
ば
、
「
世
界

が
存

在
し

な

い
」
と

い
う
命
題

が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、
即

そ
の
命

題
を
含
む
世

界

が
新

た
な
存

在
と

な
る
ほ

か
は
な

い
。
世
界

を
否

定
す

る
視

点

は
即
、

「
私

の
世
界
」

の
中

に
入
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
言

い
換
え

れ
ば
、
「
私
の
世

界
の
非
存
在
」
は

「
私

の
世
界

の
存
在
」
を
問
う
条
件
だ
が
、
前
者

は
言
明

さ
れ

た
と

た
ん
、
存

在
す

る
「
私
の
世
界
」
に
入

っ
て
し
ま

う
た
め
、
こ
の

世
界

の
外
部

に
つ

い
て

は
ど

こ
ま
で
も
問
い
得
な
い
こ
と
と

な
る
。

こ

の
よ
う

に
考
え

る
と

、
存
在
と

い
う
「
神
秘
」

を
謎

と
し
て
語

る
こ
と

は
で
き
な

い
。

な
ぜ
な
ら

謎
と
は
、
そ
こ
へ
の
問
い
が
有

意
味

に
答
え
ら
れ

る
可
能
性

を
条
件

と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
条
件
か
ら
外

れ
る
限
り

に
お

い
て
、
「
私

の
存

在
」

の
謎
は
、
そ
れ
自
身
に

お
い
て

瓦
解
し
て

し
ま

っ
て

い
る
。
こ

の
限
り
で

謎
は
存
在

せ
ず
、
「
存
在
」

論
は
語
り

得
な
い
。
し
た

が

っ
て
そ
れ
で
も
存

在
の
「
神
秘
」
が
成
り
立
つ
と
す
れ

ば
、
そ
れ

は
語
り

得

る
問
い
が

成
立
し

な
い
領
域

に
お
け

る
「
謎
」

に
な

る
。

つ
ま

り
「
存

在
」
と
は
「
何
」
が
問
題

な
の
か
、
と
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
そ
れ
ゆ

え

に
意
味
以
前
の
次
元

に
お
い
て
「
神
秘
」
を
照

ら
し
出
す

と
い
う
こ
と
で

あ

る
。

さ
て
、
「
私

の
世
界
」

の
非

存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
状
態
は
、
「
こ
の
私
」

の
非
存
在

を
考
え

る
状
態
よ
り
根
源
的
で
あ
り
得
る
の
か
に
つ
い
て

さ
ら

に

考
察

し
た
い
。
こ
の
前
者
の
状
態
の
語
り
得
な
い
性
質
は
、
私
た
ち
の
論
理

空
間

を
支
え

る
形

式
は
、
そ
の
空
間
と

は
異
な

っ
た
外
部
の
別
の
空
間
か
ら

し

か
見
ら

れ
得
な
い
こ
と
に
類
似
し
て

い
る
。
し
か
も
そ
の
空
間
の
「
非
存

在
」

の
仮
定
の
場

合
は
経
験
と
無
縁
な
純
粋
な
「
操
作
」

に
よ

っ
て

、
常

に

形

式
的
に
そ
の
空
間
の
外
部
に
出
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
で
着
目
す

べ
き

な
の
は
、
こ
の
「
操
作
」
が
経
験
的
規
則
に
拘
束
さ
れ
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
私

た
ち
が
思
考
す
る
限
り
避
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
根
源
性
を
持



ち
、
そ
れ
故
に
形
而

上
学
的
問
題
を
も
生
じ
さ
せ
る
性
質
で
あ
る
。
例
え
ば

「
私
」
は
無
前
提
に
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
根
源

枠
に
よ

っ
て
生
じ

る
実
在

の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
枠
は
特

定
の
人
格
を
そ
れ
以

外
か
ら
区

別
す
る
機
能

的
な
役
割
が
規
定
さ
れ
る
た
め
に
必
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
ら
を

要
求
す

る
役
割

を
超
え
て
、
な

ぜ
「
こ

の
私
」

は
そ
の
特
定

の
枠
内

に
い
る

の
か
、

そ
も

そ
も

「
こ
の
私
」

は
な
ぜ
存
在
す

る
か
、
と
い
う
問

い
を

生
じ

さ
せ

る
。
こ
れ

は
本
来
の
機
能
的
役
割

を
超
え

た
問
題
提
起
で
あ

る
。
こ

の

問
題

は
存
在
と
非
存
在
と
の
区
別
、
ま

た
ど
こ
ま
で
存
在
を
広
げ
て
も
、
次

の
段
階
と
し
て

「
存
在
の
外
」

と
い
う

「
一
歩
先
」
が
生
じ
る
構
造
に
起
因

し
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
、
「
存
在

の
外
」
を
も

有
意
味

性
の
領
域

に
取

り

入
れ

、
真
に
「
語
り
得

な
い
」

領
域

を
私

た
ち
に
語
ら
せ
て
し
ま
う
。

で

は
、
こ

の
「
一

歩
先
」

構

造
が
終
焉
す

る
こ
と

は
あ

る
の

か
。
「
私
」

枠

に
基

づ
く
操
作
が

「
私
の
非
存
在
」

を
問
題

化
し
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、

最
初

か
ら

「
私
」
枠

の
な
い
こ

と
が
、
「
私
」

の
「
非
存

在
」

を
消
去
す

る

方
法
と

な
る
。
「
非
存
在
」
を
作

る
の
を
や

め
る
の
で
は
な
く
、
「
非
存

在
」

の
根
拠
を
最
初

か
ら
消
去
す
る
の
で
あ

る
。

だ
と
す

れ
ば
こ

の
「
非
存
在
」

が
「
な
い
」
状
態
は
、
「
一
歩
先
」

構
造
が

続
く
状
態

か
ら
は
理

解
で

き
な

い
。
そ

し
て

そ

の
状
態

に

お

い
て

は
、

論

理

空
間

一

般

で
示

さ

れ
得

る

「
私
」

が
消
滅
し
て
い
る
、
と
い
う
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
「
私
」
の
消
滅
は
、

あ
る
が

ま
ま
の
世
界

を
観

想
す

る
状
態
に
も
相
当
す
る
。
そ
の
時
否
定
に
相

当
す

る
事
柄

は
論
理
空
間

の
中

に
は
見

い
だ
さ
れ
ず
、
こ
の
空
間

自
体
が
対

象
化
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
。
反
対

に
否
定

「
操
作
」
の
条
件
は
否

定
さ
れ
る

事
態
の
外
部
に
出
る
こ
と
で

あ
り

、
こ
の
と
き
そ
の
外
部
の
点
は
「
私
」

の

視
線
と
し
て
出
現
し
て

く
る
。
す

る
と
否

定
「
操
作
」
が
な
い
場

合
に
は
、

否
定
さ
れ
る
世

界
を
見
る
「
私
」
、

さ
ら

に
世
界
を
見
る
唯
一

の
「
こ

の
私
」

さ
え
な
い
こ
と
が
要

求
さ
れ

る
。
論
理
空
間
は
一
般
に
、
そ
れ
自
体
を
「
否

定
」
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
無
「
私
」
空
間
で
は
、

そ
の
空
間
の
否

定
を
語

る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

三

「
こ

の
私

」

の
非

存
在

が

考

え

ら

れ

な

い
と

は

ど

の

よ

う

な

こ
と

か

「
一
歩
先
」
構
造

の
消
滅
、
「
操
作
」
の
生
じ

な
い
状
態
、
無
「
私
」
空
間

は
、
「
こ
の
私

」
か
ら
「
理
解
」
す

る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し

か
し
、
何

か

の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
そ

こ
に
接
近
で
き

な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
ず

「
私

の
非

存

在
」
を
設
定
す
る
「
操
作
」
が
生
じ
な

い
事
態
は
、
次
の
二
通
り
の
場
合
に

お
い
て

考
え
ら
れ
る
。

そ
れ

は
第
一

に
こ

の
問
い
を
問
う
「
こ
の
私
」
が
存

在
し
な
い
場
合

〈
①
）
で
あ
り
、
第
二

は
問
い
を
遂
行
す

る
「
私
」
と
い
う

「
論
理
的
概

念
」
が
消
去
さ
れ

る
場
合

〈
②
）
で
あ
る
。
「
こ
の
私
」
か
ら
①

の
場
合

へ
た
ど
り
着
く

に
は
自
分
自
身
が
存
在
し
て

い
な

い
状
態
を
想
像
す

る
困
難
、

②
へ

は
自
我
主
体
の
論
理
的
枠
組
み

が
取
り
払
わ
れ
た
状
態

を
想

像
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
前
者
は
存
在
上
の
断
絶
だ
が
、
後
者
は
存
在
を
前

提

に
し
た
上
で
の
論
理
的
な
枠
に
関

す
る
断
絶
と
見
な
さ
れ
る
。
し

か
し
こ

こ
で
の
試
み
は
、
①
に
お
け

る
存
在

の
消
去
と
、
②
の
論
理
枠
の
消
去
と
の
、

根
源
的
な
地
平
に
お
け
る
一

致
を
見

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
①
の
存
在
の
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断
絶
と
②

の
論
理
枠
の
断
絶
と
は
究
極

的
に
融
合
す
る
。
現

に
、
①

に
お

い

て

「
こ

の
私
」

の
非
存
在
と
は
、
ま
ず

「
こ
の
私
の
無
」
と
し
て
、
暗
黒
と

い
う
存

在
者
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
は
「
こ

の
私
」

の
存
在
が
論
理

枠
内

に
確
保
さ
れ
、
「
無
」

は
こ
の
枠

の
外

の
存
在
者

と
し
て

規
定
さ
れ

る

こ
と
に
よ
る
。
し

か
も
こ

の
時
、
「
無
」
が

存
在
の

側
か
ら
の

論
理
に
よ

っ

て

浮
上
す

る
こ
と

は
忘
れ
去
ら
れ
て

い
る
。
つ

ま
り

こ
の
状
況

を
超
え
て

①

の
方
向

か
ら

「
こ
の
私
」

が
非
存
在
で

さ
え

「
な
い
」

状
況
へ
到
達
す
る
に

は
、
根
本

に
こ

の
論
理
枠

の
乗
り

越
え
が

必
要

な
の
で

あ
る
。

そ
こ
で

次
に
①
の
断

絶
を
、

②
の
「
こ

の
私
」

の
存
在
を
前
提
と
し
て
、

「
私
」

枠
の
有
無
を
消
去
す

る
こ
と

か
ら
見

直
し
て

み
た
い
。
こ
れ
は
、
「
こ

の
私
」
が

存
在
す
る
状
態
か
ら
出
発

し

な
が
ら
、
「
私
」

枠
の
不
成

立
に
よ

り
、

そ
の
状
態
自
体
が
自
ら
瓦

解
す
る
事
態
を
ま
ね
き
、
こ
の
事
態
が
「
こ

の
私
」

の
非
存
在
が
考
え
ら
れ
な
い
状
態
に
融
合
す
る
と

い
う
形
を
と
る
。

つ
ま
り
①
は
存
在
の
壁
を
あ

か
ら
さ
ま
に
超
え
て
し
ま

う
所
で
不
自
然
さ
が

あ

っ
た
が
、
②

は
自
然

な
形
で

い
つ
の
間

に
か
存
在

の
壁
を
超
え
て
し
ま
う
。

こ
の
乗
り
越
え

は
、

②
の
当
初

の
「
私

の
枠
だ
け

が
な
い
状
態
」
と

、
②
の

行
き
着

く
先

と
し
て

の
「
私

の
非
存
在
が
無
意

味
化

さ
れ
た
」
状
態
と
の
比

較

か
ら
明
ら

か
に
な
る
。
こ
の
無
意
味
化

の
状
況

は
、
非
存
在
と
し
て

は
直

観
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
存
在
の
地
平

の
中
で

、
あ
る
論
理
的
な
条
件
に
よ
っ

て

「
非
存
在
」
と
い
う
概
念
が
無
効
に
な
っ
て

い
る
状
況
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。

そ
の
意
味
で
は
、
「
枠
だ
け
が

な
い
状

態
」

か
ら

「
非
存
在

の
無
意
味

化
」

へ
の
移
行
で

は
、
存
在
は
継
続
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
。
①
の
方
向

は
最
初

か
ら
存
在

に
対
す
る
非
存
在
と
い
う
隔
て

な
の
に
対
し
て
。
②
の
方

向

は
論
理

枠
と
そ
の
消
去
と

の
隔
て
で
あ

っ
て
、
隔
て

の
質
が
異
な
る
と
い

う
直

観
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
こ

の
私

の
非
存
在
が
無

意
味
化

さ
れ
た
」

こ
と
は
、
存
在
非
存
在

の
隔
て
の
乗
り
越
え
と
も
、
論
理
枠
と
そ

の
消
去
と
の
隔
て

の
乗
り
越
え
と
も
対
立
し
て

い
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
①

の
当
初
に
お
け
る
「
こ
の
私

が
存
在
し

な
い
こ
と
」
と
、
②
の
当
初

に
お
け

る
「
私
枠
が
な
い
こ
と
」
と

は
、
両

者
の
終
局

と
し
て
の
、
「
こ
の
私
の
非

存
在
が
無
意
味
化
さ
れ
た
」

地
平
で

重
な
る
。

つ
ま
り
①
と
②
の
手
続
き

は
、「

な
ぜ
私

は
存
在

し
て
し
ま

っ
た

か
」
と

い
う
問

い
の
前
提
自
体
が
自
ら
瓦

解
す
る
彼
方
に
お
い
て
一
致
を
見
せ
る
こ

と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
①
の
方
向
は
、
存
在

の
断
絶
と
い
う
不

自
然

さ

が
あ
り
な
が
ら
、
「
非
存
在
の
無
意
味

化
」

と

い
う
到
達
点
か
ら
振
り
返

る

と
、
そ

の
断
絶

は
す
で

に
意
味
が
な
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
も
の
、
②
の
方

向

は
、
存

在
は
継

続
し
て

お
り
自
然

だ
が
、
「
非
存
在
の
無
意
味
化
」

と
い

う
到
達

点
へ
の
過
程
に
お
い
て
存
在
と

い
う
こ
と
が
い
つ
の
ま
に
か
ぬ
き
去

ら
れ
問

題
化
し
な
く
な
っ
て

い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ど

ち
ら
の

方
向
で

も
、
到
達
点
は
私

た
ち
の
現
状
と
し
て

の
論
理
空
間
の
中
に
見
い
だ

す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
意
味
で
私

た
ち
の
側
の
思
考

か
ら
か
け
離
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。四

「
こ

の
私

」

の
非

存

在

と

形

而

上

学

前
節
①

②
の
到
達
点
が
私
た
ち
の
論
理
空
間
か
ら
外
れ
て

い
る
こ
と
は
、



そ
こ
で
は
「
わ

か
ら

な
い
」
こ
と
が
成
立
し
て
い
な

い
こ
と
で
も
あ

る
。
一

般

に
「
わ

か
ら
な

い
」
こ
と

は
知
ら
れ
る
べ
き
事
柄
の
枠
組
み
が
設

定
さ
れ

た
上
で
、
そ

の
中

に
情
報
が
与
え
ら
れ
て

い
な
い
こ
と

に
よ

っ
て

成
立
す

る

の

に
対
し
て
、
こ
れ

ら
の
地

点
で

は
そ
う
し

た
枠
組
み

さ
え

な
い
ゆ
え

に
、

知
ら
れ
る

べ
き
情
報

と
い
う
こ
と
が
す
で

に
無
意
味

だ
か
ら
で

あ
る
。

こ
こ
ま
で

の
議

論
に
お

い
て
、
「
わ
か
ら
な

い
」
と

い
う
事

態
は
三
種

類

に
区
分
さ
れ

た
。

一
つ
は
同

一
論
理
空
間
内
で
有
意
味
性

の
枠
内

に
お
い
て

「
わ
か
ら

な
い
」

こ
と
が
成
り
立
つ
も

の
。

二
つ
目

は
論
理

空
間
同
士

の
全

体

と
し
て

の
形
式

の
異

な
り

の
よ
う

に
、
何
が

異
な

る
の

か

「
わ
か
ら

な

い
」
こ
と
。
第
三

は
、
「
こ
の
私
」
の
非

存
在
が
考
え

ら
れ

な
い
空
間

に
お

け

る
よ
う

に
、
存
在

理
由
に
つ
い
て

「
わ
か
ら
な

い
」
こ

と
が
成
立
し
な
い

も

の
。
問
題

な
の
は
、
な
ぜ
「
わ
か
ら
な
い
」
こ

と
が
成
立
し
な
い
状
態
か

ら
、
「

わ
か
ら

な
い
」

状
態
が
生

じ
た
の
か
、
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。
例
え

ば
、
時
間

の
形

式
の
中
で

、
過
去
に
遡
る
、
も
し
く
は
未
来
へ
と
進

ん
で
ゆ

く
操
作
を
無
限
に
繰
り
返
せ
ば
、
そ
こ
で

「
無
限
の
過
去
」
や
「
無
限
の
未

来
」

が
現

れ
、
す
る
と
そ
れ
ら
の
果
て
と
そ
の
向
こ
う
側
が
問
題
化
す

る
に

至

る
。
そ
こ
は
非
存
在
の
領
域
と
し
て
現
れ
る
。
無
限
の
空
間

の
場

合
も
同

様
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
こ
の
私
」

の
非
存
在

が
成
立
し

な

い
空

間

に
お

い

て

は
、
操
作
の
限
界

に
お

い
て
現
れ
る
非
存
在
領
域

は
そ

の
出
現
条

件
の
方

が
す
で

に
奪
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
、
問
い
の
条
件
の
未
成
立
と

い
う
観
点
か

ら
す

る
と
、
「
果
て
の
向
こ
う
」
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
問
題

に
つ
い
て

も
、

そ
の
答
え

が
「
わ
か
ら
な

い
」
の
で

は
な
く
、
問

い
自
体

の
根
拠

が
何
か
が

問
題
と

な
る
。

こ
の
根
拠
が
未
成
立
の
空
間
を
、
私

た
ち

に
お
け
る
「
果
て

の
向
こ

う
」

が
問
わ
れ
続
け
る
空
間
か
ら
理
解
し

よ
う
と
す

る
際
の
困
難
は
、

異
な

る
論
理

空
間
同
士
が
全
体
と
し
て

ど
の
よ

う
に
異

な
る
か
、
互
い
に
他

か
ら

は
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と

に
等
し
い
。

こ

れ
は
存
在
の
側
か
ら
非
存
在
を
問
題
に
す
る
空
間
か
ら
、
存
在
非
存
在

と
い
う
区
別

が
未
成
立
も
し
く

は
す
で
に
成
立
し
て
い
な
い
空
間

に
つ
い
て

は
理
解
不
可

能
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

第
二
の
「
わ
か

ら
な
い
」
と
第
三
の
そ
れ
と

は
共
通
す
る
。
操
作
の
反

復
の
限
界
と
「
そ
の

先
」

の
問
題
化
は
、
反
復
さ
れ

る
空
間
で
は
な
い
領
域
と
し
て

、「
そ
の
先
」

が
反

復
空
間
の
外
側
に
設
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
。
同
様

に
非
存

在
の
問
題
化
も
、
存
在
と
い
う
枠
の
外
側
に
非
存
在
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に

よ
る
。
た
だ
、
あ
る
対
象
を
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
区

別
に
よ
っ
て
定
立
さ

せ
る
私
た
ち
の
思
考
は
、
こ
の
反
復
空
間
を
生
み
出
す
操
作
か
ら
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な

い
。

こ
の
よ
う

な
第
二

の
意
味
で

の
、
知
と
不
知
と
の
区
別
を
無
意
味
化

さ
せ

る
「
わ

か
ら

な
い
」
が
、
第
三
の
意
味

に
お
け

る
存
在
と
非
存
在
と
の
区
別

の
無
意
味
化

と
も
関
連
す
る
こ
と
は
、
特
殊

な
時
代
と
場
所
だ
け
で
は
な
く
、

思
想
史
上

の
随
所

に
見
ら
れ
る
。
例
え

ば

シ
レ
ジ
ウ
ス
の
「
神
は
始
ま
り

を

ま

っ
た
く
知
ら

な
い
」
〈
詩
集
一
八
〇
）
と
い
う
言
葉
が

あ
る
が
、
こ
れ
が
第

一
の
意
味
で

の
「
わ
か
ら
な
い
」
だ
と
す
れ
ば
、
無
限

に
対
す
る
神
の
有
限

性
の
言
明
で

し
か
な
い
。
し
か
し
続
く
「
神

は
ま
だ
一
度
も
存
在
し
て

い
な

い
」

に
も

か

か
わ

ら
ず
「
こ

の
世

が

終

っ
て

か
ら

も

存

続
す

る
」
（
詩
集
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一
八
一
）
と
い
う
、
存
在

に
つ

い
て
の

全
く
矛
盾
し

た
表
現

は
、

存
在
非

存

在
の
区
別
と
い
う
形
式
上
の
前
提
が

、
神

の
側
で

は
成
り
立

っ
て

い
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
二
分
法
的
な
形
式
の
消
去

は
、
知
と
不
知
だ
け
で

は
な

く
、
存
在
と
非
存
在
と
い
う
根
源
的

な
区
別

に
ま
で
及
ん
で

い
る
。
存
在

と

そ
の
始
ま
り
以

前
が
問
題
に
な
る
の

は
、
あ
く
ま
で
こ
ち
ら
側
の
形
式

か
ら

絶
対

者
を
捉
え

た
際
に
生
ず

る
事
柄

だ

か
ら
で

あ
る
。

無
論

こ
こ

で

は
、

「
わ
か
ら
な
い
」

が
す
で

に
否

定
的
な
状
態

で
さ
え

な
い
。
ま

た
、
不
知
が

成
立
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
知
か
ら
区
別
す
る
形
式
と
、
こ
の
区
別
を
行

う
主
体
と
が
あ
り

、
そ
の
と
き
不
知
の
領
域
は
消
極
的
で

し
か
な
い
。
し

か

し
不

知
さ
え

成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
区
分
形

式
が
な
い
だ
け
で
は
な

く

、
形

式
を
司

る
主
体

の
有
無
を
区

別
す
る
こ
と
に
既

に
意
味
が
な
く
な
る
。

こ

の
場

合
、
不
知

の
領
域

は
向
こ
う
側
に
広
が
る
こ
と
は
な
く
、
し
か
も
主

体

を
否
定
す

る
意
味
で

の
消
極
性
が
す
で

に
あ
り
え

な
い
。

こ
れ
が
純
粋
な

「
経
験
」

の
性
質
で

あ
り

、
そ
こ
で
経

験
の
全
体

は
積
極
性

に
転
ず

る
。

シ

レ
ジ
ウ
ス
に
お
い
て

、
神

の
側
に
お
け
る
存
在
と
は
そ
う
し

た
性
質

に
な
る
。

お

わ

り

に

こ
の
小

論
で

は
、
「
私
」

と
い

う
特

異
な
点
、
そ
し
て

独
我

論
を
も
可

能

に
さ
せ
る
よ
う
な
「
こ
の
私
」

の
出

現
が
、
あ
る
論
理
的
条

件
の
上

に
生
じ

て

い
る
も

の
で
あ
り

、
す

る
と
そ
の
条
件
の
消
去

が
「
私
」
や

「
こ
の
私
」

問
題

の
解
決

に
も

結
び
つ

く
こ
と
を
見
て
き

た
。
し

か
し
そ

の
解

決
と
は
問

い
に
対
す

る
答
え
が
与
え

ら
れ

る
と

い
う
形

式
は
と
ら

な

い
。

こ

れ
だ
と

「
私
」
や

「
こ
の
私

」
を
成
立
さ
せ
る
論
理

的
条
件
は
変
化

せ
ず
、
す
る
と

仮
に
そ
こ
で

「
私
」

や
「
こ
の
私
」
が
消
去
さ
れ
た
場

合
、

そ
れ
は
「
私
の

無
」
と

い
う
消

極
的
な
解
決
に
し

か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し

か
も
問
い

と
答
え

と
が
有

意
味

に
対

応
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
が

一
貫
し
て
同
じ
論
理
的

形
式

に
則

る
こ

と
が

条
件
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
私
」
や
「
こ
の
私
」
の

論
理
的
条
件

の
消
去

と
は
、
逆
に
「
私
の
無
」

さ
え
成

立
し
な

い
こ
と
で
、

そ
れ
ら

に
新

た
な
積
極

的
意
味
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
と
私

た
ち
は
考
え
る
。

そ
し
て
こ
れ
が

「
私
」
や
「
こ
の
私
」
が
消
極
的
に
問
題
化
す

る
論
理
空
間

を
そ
の
全
体
と
し
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
純
粋
化
さ
れ
た
「
経
験
」

の
特
徴
と
な

っ
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
る
。

「
論
理
」
に
お
い
て
は
、
対
象
を
確
定
的
な
存
在
者
と
す
る
必
要
が
あ
り
、

ま
た
こ
の
存
在
者
は
無
時
間

的
に
考
え
ら
れ

る
。
「
こ

の
私
」

も
そ
う
し

た

無
時
間
的
な
特
異
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
確
定
性
の
形

式
が
未
成
立
の
領

域
へ
と
進
む

と
、
こ
の
存
在
者
は
ま
っ
た
く
別
の
土
台
か
ら
創
り
か
え

ら
れ

る
。
そ
の
場
合
、
存
在
者
が
確
定
的
か
そ
う
で

は
な
い
か
、
と
い
う
判
別

ま

で
が
消
滅
し
、
そ
れ
が
こ
の
存
在
者
を
規
定
す
る
論
理
的
な
形
式
の
消
去
と

重
な

っ
て

く
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
同
じ
論
理
空
間
内
の
具
体
物
が
変
化
す

る
こ
と
で

は
な
く
、
論
理
空
間
が
全
体

と
し
て
変
化
す
る
際
に
生
ず
る
特
徴

的
な
出

来
事
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
あ
く
ま
で
存
在
者
の
側
に
目
を
向
け
て

い
る
視
線
か
ら

す
れ

ば
、
こ
の
論
理
空
間
の
全
体
と
し
て

の
変
化
が
ど
の
よ

う
な
こ

と
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
逆
に
こ
の
理
解
で
き

な
い
こ
と
が

、
こ
の
変

化
を
直
観
的

に
つ

か
む
方
法
と
も
な
る
の
で

あ
る
。



こ
の
存
在
者
を

「
こ
の
私
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
形
成

さ
せ
る
論
理
空
間
が

全
体
と
し
て
変
化
し
た
場

合
に
は
、
「
こ

の
私
」
は
独
我

論
的
な

点
に
さ
え

な
り
得

な
い
。

そ
し
て
こ
の
状
態
を
、
無
時
間
的
、
確

定
的

に
「
こ
の
私
」

が
考
え

ら
れ
て

い
る
空
間

か
ら
理
解
す
る
こ
と

は
で
き

な
い
。

さ
ら

に
「
経

験
」
と

は
、

こ
の
無
時
間
性
、
確
定
性

の
不
成

立
を
純

粋
化

さ
せ
た
状
態

に

相
当
す

る
。
つ

ま
り
「
経
験
」
と
は
、
こ
の
論

理
空
間

の
全
体
と
し
て
の
変

化
、

そ
し
て

「
こ
の
私
」
の
不
成
立
と

い
う
角

度
か
ら
捉
え
直

さ
れ
る
べ
き

な
の
で

あ
る
。

（

―
）
　
例

え

ば
時

間

や

空

間

の
無

限

、

も

し

く

は

因

果

的
系

列

の
起

源

な

ど

で

は

、

こ

の

論
理

が

系

列

を

出

現

さ

せ

る

フ

ィ

ル

タ

ー

に

な

る

。
そ

し

て

こ

の

フ

ィ

ル

タ

ー

を

通
じ

て

現

れ

た
も

の

が

実

在

の
真

の
姿

だ

と
思

わ
れ

る
所

に
問

題

が

生

じ

て

い

る

。
小

論
で

は
、

こ

の

現

れ

を

実

在

そ

の

も

の

で

は

な
く

、

論
理

に
よ

る

視

角

に
現

れ

出

た
も

の
と

見

な

し
、

フ

ィ

ル

タ
ー

へ

の
反

省

を

そ

の

問
題

解

決

へ

の

導
き

の

糸

と

し

て
話

を

進

め

た

。

（
２

）

「
客

観

的

自

己

」
（
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｌ
）
’

「
意

識

の

超

難

問
」
〈
Ｔ
ｉｍ

　
Ｓ
.

Ｒ
ｏ
ｂｅ
ｒ
ｔｓ
）

な

ど

。
「
こ

の

私

」

と

同

様

の

性

質

を

持

つ

も

の

は

さ

ま

ざ

ま

に

考

え

ら

れ

て
き

た

。

こ

れ
ら

の
有

無

に

よ

っ
て

は

客

観

的

差

異

が

ま

っ
た

く

生

み

出

さ

れ

な

い

点

で

そ

れ

ら

の
議

論

は

共

通

し

て

い
る

。

た

だ

。

ネ

ー

ゲ

ル

の

「
客

観

的

自

己

」

は

、
「
私
」

の
客

観

的

性

質

を

極

限

ま

で

剥

奪

し

て

ゆ

く

こ

と

で

、

も

は

や

「
私

」

と

も

い
え

な

い

地

点

に

至

る

と

い
う

特

色

を

持

っ
て

い

る

。

こ

れ

は

小

論

で

の

、
「
こ

の

私

の

非

存

在

が

考

え
ら

れ

な

い
」

状

態

に
近

い
。

〈
３

）
　

こ

れ

を

素

直

に

と

れ

ば
、

も

し

否

定

的

状

態

設

定

の

根

拠

が

人

為

的

で

あ

り

。

そ

の

こ

と

が

存
在

に

関

し
て

も

あ

て

は

ま

る

の

で

あ

れ

ば

。

存

在

の

「
神
秘

」

は

生

じ

な

い

と

い

う

こ

と

に
も

な

る

。

な

ぜ

な

ら

存

在

が

神

秘

化

す

る

の

は

存

在

へ
の

「
否
定
」
と
い
う
事
態
に
、
人
為
性

を
離
れ

た
「
実
在
性
」
が
備

わ
ら

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）
　
そ

の
意
味
で
「
否
定

は
名
で
は

な
く
、
真
理
領
域

を
反

転
さ
せ

る
操
作
」

（
野
矢
茂
樹

『
「
論
理
哲
学
論
考
」
を
読
む
』
九
九
頁
）
だ
と
い
う
指
摘
も
あ

る
。

同

書
で

は
、
否
定

を
表
す
「
で
は

な
い
」
だ
け

で

は
な
く
、
「
か

つ
」
「
ま

た

は
」

と
い
っ
た
論
理
語
も
、
対
象
の
中
に
は
見
い
だ
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い

る
。

〈
５
）
　
こ
の
「
操
作
」
と
は
対
照
的
な
の
が
「
関
数
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
基
底
、
定

義
域
に
拘
束
さ
れ
る
、
つ
ま
り
世
界

の
事
態
に
拘
束
さ
れ
、
こ
の
事
態

が
異

な

る
こ
と
に
よ
っ
て
関
数
の
方
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
関
数
は
経
験
依

存
的
で

、
純
粋
な
「
操
作
」
は
非
依
存
的
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
関
数

の
方

が

実
在

論
的
な
の
で
あ
る
。

〈
６
）
「
私
」
の
な
い
世
界
と

は
死

ん
だ
世
界

な
の
で

は
な
く
、
む
し

ろ
個
別
主
体

と
し
て

の
「
私
」
と
世
界
と
を
隔
て

る
枠
が
な
く
な

っ
た
状
態
で
あ
る
。
す

る

と
反

対
に
、
死
ん
だ
世
界
が
成
立
す
る
に
は
、
つ
ね
に
そ
れ
自
体
を
観
察
す

る

「
生
き

た
」
視
点
が
、
世
界
と

は
別

に
要
求
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
死

ん
だ
世
界
と
は
、
無
「
私
」
の
世
界
で
は
な
い
ゆ
え
に
生
じ

る
事
柄
な
の
で

あ

る
。
こ
れ
は
逆
に
、
無

「
私
」
世
界
は
死
に
得
な
い
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
積

極
的
な
姿
で
し
か
あ
り
え
な

い
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

（
７
）
　
無
論
、
「
自
ら
の
非
存
在
を
考
え
ら
れ
な

い
」

空
間
は
、
こ
の
空
間
を

何
か

と
し
て
考
え
る
と

い
う
こ
と
が
成
立
せ
ず
、
そ
の
点
で

「
自
ら
の
非
存
在
を
考

え
得

る
」
空
間
と

は
決
定
的

に
異
な

る
。

（
８
）
　
植
田
重
雄
・
加
藤
智
見
訳

『
シ
レ
ジ
ウ
ス
瞑
想
詩
集
』
上
二
二
八
頁
（
第
三

章
一

八
〇
、
一
八
一
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
。

（
９
）
　
例
え
ば

『
中
論
』

に
お
い
て
、
四
句
分
別
が
否
定
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

勝
義
を
示
そ
う
と
す

る
場

合
、
そ
れ
は
勝

義
が
「
知
」
「
不
知
」
の
区
別

が
可

能
な
所
で
「
不
知
」
と
見
な

さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
捉
え
る
形
式
が
な

この私」 の唯一性に関する論理と経験35



い
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
四
句
分
別

は
「
Ａ

、
不
Ａ

、
Ａ

か

つ
不
Ａ
、
非
Ａ

か
つ
非
不
Ａ
」
の
四
通
り
の
句

か
ら

成
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ

肯
定
、
否
定
、
肯
定

か
つ
否
定
、
肯
定
で
は
な
く

か
つ
否

定
で

も
な
い
、
と

い

う
形
を
と
る
。
そ
れ

は
Ａ
（
例
え
ば
空
）
の
本
質
が
単

に
矛
盾

に
よ
っ
て
示
さ

れ

る
こ

と
を

述
べ
て

い
る
だ
け
で
は

な
く
、
特

に
第

四
句

で

は
、
「
Ａ
」
「
不

Ａ
」
と
い
う
私

た
ち

に
と

っ
て
身
近
な
二
項
対

立
に
も
あ
て

は
ま
ら
な
い
こ
と

を
示
し
て

い
る
。
つ
ま
り
Ａ
は
「
わ
か
ら
な

い
」
の
で

は
な
く
、
私

た
ち
の
論

理
空
間
を
前
提
と
し
た
「
わ
か
る
」
「
わ
か

ら
な
い
」
と

い
う
区
分

に
も
あ
て

は
ま
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
「
あ
て
は
ま
ら
な

い
」
こ
と
と

は
、
単
に
消
極

的
な
意
味
で

は
な
く
、
単
に
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を
も
消
去
し
て
肯
定
に
転

じ
せ
し
め
る
一
つ
の
積
極
性
を
示
し
て
い
る
。

〈
お

き

な

が

・
た

か
し

、

哲

学

・

宗

教

学

、

帝

京

大

学
助

教

授

）

36


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page11

