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は
じ
め
に

哲
学
は
つ
ね
に
「
経
験
」
と
関
わ
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
哲
学
が
有
す

る
意
義
の
ひ
と
つ
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
営
ま
れ
る
「
経
験
」
に
つ
い

て
探
求
す
る
こ
と
に
あ
る

│
た
と
え
ば
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
や
、
超
越
論
的

な
構
造
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
哲
学
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
思
考
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
を
言
語
に
よ
っ
て
論
述
す
る
こ
と
も
ま
た
、
疑

い
な
く
私
た
ち
が
お
こ
な
う
ひ
と
つ
の
経
験
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
哲

学
と
経
験
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
は
、
つ
ね
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で

あ
ろ
う
。

こ
の
「
経
験
」
と
い
う
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ア
メ

リ
カ
の
思
想
史
家
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
は
、「
事
実
と
し
て
、（
…
）
数
多
く
の
二
〇

世
紀
の
思
想
家
た
ち
は
、
経
験
の
数
多
い
意
味
、
あ
い
矛
盾
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」①

と
述
べ
て
い
る
。
ジ
ェ

イ
自
身
は
、
そ
う
し
た
思
想
家
の
な
か
か
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
バ
タ
イ
ユ
、
フ
ー
コ
ー

ら
に
お
け
る
「
経
験
」
の
概
念
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現

代
に
い
た
る
「
経
験
」
の
思
想
史
を
語
っ
て
い
る②
。

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
も
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
「
経

験
」
に
つ
い
て
問
う
て
き
た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
自
身
は
デ
リ
ダ
に
つ

い
て
短
く
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
デ
リ
ダ
の
思
想
を

捉
え
直
す
な
ら
ば
、
デ
リ
ダ
の
「
経
験
」
を
め
ぐ
る
思
考
の
歩
み
が
、
確
か
に
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
デ
リ
ダ
の
思
想
を
あ
る
ひ
と
つ
の
「
経
験
」

論

│
経
験
の
思
考

│
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
の
本
論
で
は
、
ま
ず
、
経
験
と
い
う
語
をE

rlebn
is

とE
rfah

ru
n

g

の
二

語
に
区
別
し
て
、
両
者
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
の
考
え
を
示
す
（
1
、
2
）。
次
に
、
デ
リ

ダ
が
積
極
的
に
打
ち
出
す
意
味
で
の
「
経
験
」
に
つ
い
て
探
求
す
る
（
3
、
4
）。

１　

E
rlebn

is

と
し
て
の
経
験

日
本
語
に
は
英
語
のexperien

ce

に
相
当
す
る
言
葉
が
二
つ
あ
る
。「
経
験
」
と

「
体
験
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
語
は
、ほ
ぼ
同
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
意
図
的
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
後
者
の
例
と
し
て
は
、
森
有
正

が
有
名
だ
ろ
う③
）。
ま
た
、
慣
習
的
に
、
こ
の
二
つ
の
語
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ド
イ
ツ
語
の

E
rfah

ru
n

g

とE
rlebn

is

に
対
応
す
る
訳
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
二

つ
の
ド
イ
ツ
語
も
、
日
本
語
と
同
様
の
事
情
に
あ
り
、
た
と
え
ば
ジ
ェ
イ
は

E
rfah

ru
n

g

とE
rlebn

is

を
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、E

rlebn
is

は

「
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
の
生
の
哲
学
の
伝
統
に
よ
っ
て
特
権
化
さ
れ
て
き
た
、自
我
と
世

界
と
の
、
反
省
前
に
生
き
ら
れ
た
出
会
い
の
直
接
性
」
で
あ
る
の
に
対
し④
、

E
rfah

ru
n

g
は
「
自
我
と
世
界
と
の
交
差
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
、
時
間
の
経
過
の
う

ち
に
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
」⑤

で
あ
る
。
現
代
の
思
想
家
た
ち
は
、
両
者
の
ど
ち
ら
か
を

デ
リ
ダ
の
〈
経
験
〉
論
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重
視
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
両
者
と
も
批
判
す
る
こ
と
で
、「
経
験
」
に
つ
い
て
の

そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
打
ち
出
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る⑥
。

デ
リ
ダ
も
二
〇
〇
二
年
の
あ
る
発
言
に
お
い
て
、
経
験
に
二
つ
の
意
味
を
見
て
い

る
。
彼
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
、「
語
の
通
常
の
意
味
で
の
経
験
」（P

N
P

V
 68f.

）
と
、

「
経
験
の
も
う
一
つ
別
の
概
念
」（P

N
P

V
 70

）
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
る
こ
の
二
つ
の

意
味
は
、Erlebn

is
とE

rfah
ru

n
g

の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず

こ
の
区
別
に
つ
い
て
の
デ
リ
ダ
の
発
言
を
主
な
手
が
か
り
に
し
て
、「
経
験
」
に
対
す

る
デ
リ
ダ
の
基
本
的
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
デ
リ
ダ
の
「
経
験
」
に
つ
い
て
の
見
方
を
端
的
に
示
す
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ

ジ
ー
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
次
の
文
章
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

「
経
験
（expérien

ce

）」
と
い
う
概
念
は
（
…
）
形
而
上
学
の
歴
史
に
属
し
て
お

り
、わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
抹
消
記
号
の
下
で
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
経
験

0

0

」は
つ
ね
に
現
前
へ
の
関
係

│
こ
の
関
係
が
意
識
の
形
態
を
と
ろ
う
と

と
る
ま
い
と

│
を
指
示
し
て
き
た
。（D

G
 89/

上121
）

こ
の
文
章
は
、
デ
リ
ダ
が
「
経
験
」
の
概
念
を
、
西
洋
哲
学
を
司
る
現
前
の
形
而

上
学
の
歴
史
に
所
属
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
経
験
と
は
ま
ず
も
っ
て
、
現
在
に
お
け
る
、
あ
り
あ
り
と
目
の
前
に
現
前
す
る

も
の
に
つ
い
て
の
経
験
な
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
は
そ
う
し
た
現
前
性
に
も
と
づ
い
て

経
験
を
捉
え
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
二
〇
〇
二
年
の
発
言
に
お
い
て
も
、
デ
リ
ダ
は

こ
う
し
た
経
験
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

通
常
の
意
味
で
、
経
験
は
、
つ
ね
に
現
在
に
お
い
て
、
生
き
生
き
と
し
た
現
在

に
お
い
て
生
き
ら
れ
る
。
私
た
ち
は
現
在
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち

は
け
っ
し
て
現
在
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
に
到
来
す
る
も
の
は
、

定
義
上
現
在
に
お
い
て
私
た
ち
に
到
来
す
る
。（P

N
P

V
 69

）

経
験
と
は
つ
ね
に
、
現
在
に
お
け
る
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と

│
こ
の
こ
と
は

一
見
す
る
と
、
容
易
に
は
否
定
し
が
た
い
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
経
験

は
過
去
お
よ
び
未
来
へ
と
時
間
的
に
伸
び
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
の
経
験

と
は
、
現
在
で
あ
っ
た
も
の
が
過
去
へ
と
変
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
未
来
の
経

験
と
は
、
や
が
て
現
在
と
な
る
経
験
だ
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。「
記
憶
、
予

期
、
未
来
は
生
き
生
き
と
し
た
現
在
の
変
容
で
あ
っ
て
、
こ
の
現
在
の
方
が
根
源
的

な
の
で
あ
る
」（P

N
P

V
 69

）。
し
た
が
っ
て
、究
極
的
に
は
い
か
な
る
時
間
に
お
け
る

経
験
も
「
現
在
」
を
基
盤
と
し
た
経
験
な
の
で
あ
る
。「
こ
の
生
き
生
き
と
し
た
現
在

の
思
考
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
仕
方
で
形
而
上
学
の
、
存
在
論
の
、
現
象
学
の
歴
史

の
な
か
で
配
分
さ
れ
て
き
た
」（P

N
P

V
 69

）
と
デ
リ
ダ
は
語
る
。
こ
の
こ
と
が
、
現

象
学
が
「
現
前
の
形
而
上
学
」
に
所
属
し
て
い
る
と
み
な
す
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ
の
経
験
に
対
す
る
視
点
は
ま
ず
も
っ
て
、
形
而
上
学
的
な
経

験
概
念
を
、
現
在
を
基
盤
と
す
る
経
験
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
二
〇
〇
二
年
の
発
言
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
は
こ
の
経
験
概
念
をE

rlebn
is

と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
テ
ク
ス
ト
を
た
ど
り
直
す
な

ら
ば
、こ
の
経
験
概
念
は
紛
れ
も
な
くE

rlebn
is

の
意
味
に
お
け
る
経
験
の
こ
と
で

あ
る
。
一
九
六
四－

六
五
年
の
講
義
『
ハ
イ
デ
ガ
ー

│
存
在
の
問
い
と
歴
史
』
に

お
い
て
、
デ
リ
ダ
は
「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」
を
「
経
験
の
絶
対
的
に
普
遍
的
で

無
条
件
の
絶
対
的
形
式
」（H

 210

）
と
呼
び
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
不
可
能
性

を
語
っ
て
い
る
。「
生
き
生
き
と
し
た
現
在
」は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
由
来
す
る
概
念
で
あ

る
が
、デ
リ
ダ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
存
在
論
の
「
解
体
（D

estru
ktion

）」
が
、フ
ッ

サ
ー
ル
の
こ
う
し
た
考
え
に
対
す
る
解
体
で
も
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
含
め
、
西
洋
の
形
而
上
学
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
体
の
対
象
な
の
で
あ
る
。

体
験
の
こ
の
継
起
の
な
か
で
、「
現
実
的
な
」
も
の
は
、「
本
来
的
に
は
」、「
そ

の
つ
ど
の
今
」
に
お
い
て
現
前
す
る
体
験
（im

 jew
eiligen

 Jetzt vorh
an

den
e 

E
rlebn

is
）
だ
け
で
あ
る⑦
。

こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
一
節
で
あ
り
、
そ
こ
に
はE

rlebn
is

と
い
う
語
が
登
場
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
解
体
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
引

き
継
ぐ
デ
リ
ダ
が
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
は
、経
験
と
は
「「
そ
の
つ
ど
の
今
」
に

お
い
て
現
前
す
る
体
験
（E

rlebn
is

）」
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
な
の
で
あ
る
（cf. H

 

208f.

）。
『
声
と
現
象
』
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、こ
う
し
た
考
え
は

│
ま
さ
に
「
生
き
生
き

と
し
た
（leben

d
ige

）
現
在
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

│
「
生
（L

eben

）」
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
と
い
う
も
の
、
生
の
自
己
現
前
を
絶
対
的
な
も
の
と

み
な
す
思
想
が
、フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
潜
ん
で
い
る
。デ
リ
ダ
は
こ
の
点
か
ら
フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
を
「
生
の
哲
学
」
と
呼
び
、E

rlebn
is

と
い
う
概
念
も
、
そ
の
連
関
の

う
ち
に
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。

〈
生
き
る
〉
の
統
一
性
、
す
な
わ
ちL

eben
digkeit

の
中
心
は
、
そ
の
光
を
現

象
学
の
あ
ら
ゆ
る
基
本
概
念
（L

eben

、E
rlebn

is

、L
eben

dige G
egen

w
art

、

G
eistigkeit

、
等
々
）
に
分
散
さ
せ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
超
越
論
的
還
元
を
免
れ

て
い
る
。（V
P

 9/22

）

こ
う
し
た
視
点
は
初
期
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
後
期
の

テ
ク
ス
ト
も
参
照
し
て
お
こ
う
。
彼
の
最
後
の
講
義
と
な
っ
た
二
〇
〇
二－

二
〇
〇
三
年
の
講
義
『
獣
と
主
権
者
Ⅱ
』
の
第
五
回
講
義
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
テ
ク
ス
ト
『
物
』
よ
り
、「
形
而
上
学
は
逆
に
、
人
間
を
動
物
や
生
き
物
と
し
て
表

象
す
る
。
理
性
が
動
物
性
を
徹
底
的
に
支
配
す
る
と
き
、
人
間
存
在
は
生
お
よ
び
生

き
る
こ
と
（leben

 u
n

d E
rleben

）
か
ら
規
定
さ
れ
続
け
る
」⑧

と
い
う
文
章
を
引
用
し

て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
デ
リ
ダ
は
講
義
原
稿
に
次
の
よ
う
に
付
記
し
て
い
る
。

「﹇E
rleben

と
い
う
語
を
強
調
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
い
う
生
の
哲
学

│
形
而

上
学

│
に
対
す
る
言
外
の
批
判
に
つ
い
て
敷
衍
す
る
こ
と
﹈」（B

S
Ⅱ

 185/162

）。

講
義
の
編
者
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
講
義
の
さ
い
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
た
と
い

う
。（

…
）
私
は
こ
の
文
に
、と
く
に
フ
ッ
サ
ー
ル
と
現
象
学
に
対
す
る
言
外
の
批
判
、

言
外
の
留
保
を
読
み
取
り
ま
す
。
現
象
学
は
自
ら
の
現
象
学
的
絶
対
性
を

E
rlebn

is

と
し
て
、
生
な
い
し
超
越
論
的
生
と
し
て
規
定
し
て
い
ま
す
。（B

S

Ⅱ
 185

（1

）/xvii

）

こ
の
よ
う
に
晩
年
に
な
っ
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
がE

rleben

と
書
き
留
め
た
と
こ

ろ
に
、デ
リ
ダ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
のE

rlebn
is

概
念
へ
の
暗
黙
の
批
判
を
読
み
取
ら
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
てE

rlebn
is

は
、
現
前
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
た
経
験
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
デ
リ
ダ
の
「
経
験
」
論
の
一
つ

の
動
向
は
、
こ
の
意
味
で
の
経
験
概
念
の
脱
構
築
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

２　
E

rfah
ru

n
g

と
し
て
の
経
験

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
な
概
念
の
脱
構

築
は
、そ
の
概
念
の
放
棄
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
経
験
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
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も
、「
脱
構
築
に
よ
っ
て
経
験
概
念
に
究
極
の
根
底
か
ら
打
撃
を
与
え
る
以
前
に
、
ま

た
そ
う
す
る
た
め
に
、（
…
）
経
験
概
念
の
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
汲
み
尽
く
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
」（D

G
 89/

上121

）
と
デ
リ
ダ
は
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ

の
「
経
験
」
論
の
も
う
一
つ
の
動
向
は
、
こ
の
概
念
を
脱
構
築
的
に
、
徹
底
的
に
掘

り
下
げ
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。

デ
リ
ダ
が
今
度
はE

rfah
ru

n
g

と
し
て
の
経
験
に
言
及
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
方

向
性
に
お
い
て
で
あ
る
。『
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
義
』
に
お
い
て
す
で
に
、「
経
験
は
本
質

上
、
け
っ
し
て
生
き
生
き
と
し
た
現
在
と
い
う
形
式
の
う
ち
で
現
象
化
さ
れ
る
が
ま

ま
に
な
ら
な
い
よ
う
な
、
あ
る
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
」（H

 214

）
と
語
ら
れ
て
い

た
。
こ
う
し
た
現
前
的
な
経
験
と
は
異
な
る
意
味
で
の
経
験
を
、
デ
リ
ダ
は
追
求
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
再
び
二
〇
〇
二
年
の
発
言
を
見
て
み
よ
う
。

し
か
し
も
う
ひ
と
つ
の
経
験
、Erfah

ru
n

g

の
概
念
が
あ
り
ま
す
。（
…
）
経
験

は
ま
さ
に
現
前
的
で
あ
る
も
の
と
の
現
前
的
関
係
で
は
な
く
、
旅
や
横
断
で
あ

り
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
予
見
不
可
能
な
そ
の
異
質
性
に
お
け
る
、
他
な
る
も
の

へ
の
、
そ
れ
を
通
し
て
の
、
そ
の
到
来
か
ら
の
、exp

érim
en

ter

（
試
す
、
経

験
す
る
）
で
す
。（P

N
P

V
 70

）

こ
う
し
て
デ
リ
ダ
は
、E

rlebn
is

の
意
味
で
の
経
験
と
は
明
確
に
区
別
し
て
、

E
rfah

ru
n

g

の
意
味
に
お
け
る
経
験
の
概
念
を
提
示
す
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
な

の
は
、
経
験
が
「
旅
」
や
「
横
断
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
の
引
用

も
、
同
様
の
こ
と
を
よ
り
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

経
験
は
も
ち
ろ
ん
出
会
い
や
受
け
入
れ
や
知
覚
と
い
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
た
ぶ
ん
よ
り
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
横
断
の
運
動
を

指
し
示
し
て
い
ま
す
。
経
験
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
船
を
操
り
な
が
ら
前
進
す
る

こ
と
、
横
断
し
な
が
ら
進
む
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
境

界
線
な
い
し
限
界
を
横
断
し
な
が
ら
、
と
い
う
こ
と
で
す
。（P

S
 387/51

）

こ
う
し
た
発
言
は
、
と
り
わ
け
後
期
の
デ
リ
ダ
の
他
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
枚
挙

に
暇
が
な
い
。デ
リ
ダ
の
次
の
よ
う
な
一
節
が
す
ぐ
さ
ま
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う

│
。

　
「
経
験
と
は
、
そ
の
名
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
横
断
で
あ
る
。」（F

L
 37/38

）

　
「
素
描
の
経
験

0

0

（
経
験
と
は
つ
ね
に
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
限
界
を
超
え
て
旅
す
る
こ

と
だ
）
は
、
こ
れ
ら
の
境
界
を
、
同
時
に
横
断
し
か
つ
制
定
す
る
。」（M

dA
 58/69

）

　
「
そ
の
よ
う
な
経
験

0

0

と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
は
通
過
、
横
断
、
忍
耐
、
跨

ぎ
超
し
の
試
練
を
も
意
味
す
る
が
、
線
な
き
、
分
割
不
可
能
な
境
界
線
な
き
横
断
で

あ
り
う
る
。」（A

 35/37

）

こ
の
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
は
後
期
に
お
い
て
、
旅
と
し
て
の
、
横
断
と
し
て
の
経
験

を
幾
度
と
な
く
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
発
言
で
は
、
こ
う
し
た
経

験
の
特
徴
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
て
お
こ

う
。第

一
に
、
経
験
で
あ
る
こ
の
「
旅
」
は
、「
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
な
い
旅
、
そ
の
地
図
作

成
が
デ
ザ
イ
ン
出
来
な
い
旅
、
デ
ザ
イ
ン
な
き
旅
、
図
面
な
き
、
目
的
と
地
平
な
き

旅
」（P

N
P

V
 70

）
で
あ
る
。
も
し
も
旅
が
、
す
べ
て
計
画
さ
れ
、
予
定
さ
れ
、
ど
こ

に
行
く
の
か
が
あ
ら
か
じ
め
分
か
っ
て
い
る
よ
う
な
地
平
の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
旅

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
」（P

N
P

V
 70

）
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

「「
危
険dan

ger

」
と
い
う
語
はE

rfah
ru

n
g

と
い
う
語
と
遠
く
な
い
」（P

N
P

V
 70

）

と
言
わ
れ
る
よ
う
に⑨
、
旅
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
予
期
せ
ぬ

も
の
と
の
出
会
い
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
危
険
」
を
伴
う
も
の
で
あ

る
。第

二
に
、
こ
の
こ
と
を
別
言
す
る
な
ら
ば
、
経
験
と
は
「
他
者
の
到
来
、
根
源
的

に
他
な
る
も
の
、
我
有
化
で
き
な
い
他
者
へ
と
晒
さ
れ
て
い
る
」（P

N
P

V
 70

）
も
の
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で
あ
る
。「
私
は
他
者
を
私
自
身
の
部
分
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
把
捉
し
、
つ
か

み
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
予
期
は
な
い
。
他
者
、
そ
れ
は
予
期
し
え
な
い

も
の
で
あ
る
」（P

N
P

V
 70f.

）。
こ
の
よ
う
に
、
経
験
は
他
な
る
も
の
と
の
関
係
で
あ

る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
4
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
）。

第
三
に
、
こ
う
し
た
経
験
は
主
観
・
客
観
の
関
係
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
デ
リ

ダ
に
よ
れ
ば
、「
対
象
な
き
経
験
、
い
わ
ば
誰
か
や
何
か
、qu

i

やqu
oi

に
よ
っ
て

は
み
出
さ
れ
、対
象
に

│
さ
ら
に
は
主
体
に
も

│
な
ら
な
い
経
験
が
あ
る
。（
…
）

も
う
一
つ
の
意
味
で
の
経
験
と
は
、
主
観
性
と
客
観
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
広
く
無
限

に
超
過
す
る
経
験
で
あ
る
」（P

N
P

V
 71

）。
し
た
が
っ
て
経
験
と
は
、主
観
に
よ
る
客

観
の
経
験
と
い
う
構
図
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
はE

rfah
ru

n
g

を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
が
、
デ
リ

ダ
が
積
極
的
に
提
示
し
よ
う
と
す
る
経
験
の
概
念
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
以
上
の
整

理
は
ま
だ
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て

の
デ
リ
ダ
の
思
考
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

３　

境
界
の
横
断
と
し
て
の
経
験

│
哲
学
と
言
語

デ
リ
ダ
の
経
験
概
念
に
深
入
り
す
る
に
あ
た
り
、
少
し
回
り
道
を
し
て
、
そ
の
背

景
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
ら
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

一
九
五
九
年
の
『
言
葉
へ
の
途
上
』
に
お
い
て
「
言
語
の
経
験
」
を
論
じ
る
に
あ
た

り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

も
の
で
あ
れ
、
人
間
存
在
で
あ
れ
、
神
で
あ
れ
、
な
に
か
を
経
験
す
る
こ
と
、

こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
な
に
も
の
か
が
私
た
ち
の
う
え
に
到
来
す

る
が
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
な
に
も
の
か
が
私
た
ち
に
達
し
、
私
た

ち
の
う
え
に
ふ
り
か
か
り
、
私
た
ち
を
転
倒
さ
せ
、
私
た
ち
を
他
な
る
も
の
に

し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
表
現
に
お
け
る
「
…
…

す
る
」
は
こ
こ
で
は
（
…
）、
〜
を
通
過
す
る
こ
と
、
苦
し
む
こ
と
（erleiden

）、

私
た
ち
を
従
属
さ
せ
な
が
ら
私
た
ち
に
達
す
る
も
の
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る⑩
。

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
経
験
（E

rfah
ru

n
g

）
を
、
何
も
の
か
の
到
来
に
よ
っ

て
自
己
が
他
な
る
も
の
に
変
わ
る
運
動
と
捉
え
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し

た
経
験
が
「
言
語
の
経
験
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
と
っ
て
言
語
と
は
、た
ん
に
人
間
の
能
力
や
情
報
伝
達
の
技
術
で
は
な
く
、

「
言
語
か
ら
の
呼
び
か
け
に
応
え
、
そ
れ
に
従
い
つ
つ
も
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
要
求
に
関

わ
っ
て
ゆ
く
」⑪
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
哲
学
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
は
、

『
経
験
と
し
て
の
詩
』（
一
九
八
六
年
）
と
い
う
著
作
で
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
経
験
に

つ
い
て
の
文
章
を
含
め
、『
言
葉
へ
の
途
上
』
か
ら
い
く
つ
か
の
文
章
を
引
用
す
る
と

と
も
に
、
詩
人
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、「
詩
が
翻
訳
す
る

も
の
、そ
れ
を
私
は
経
験

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
す
る
」⑫

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、詩

的
な
体
験
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、expérien

ce

と
い
う
語
を
「
ラ
テ
ン

語
のex-periri

、
つ
ま
り
危
険
を
横
断
す
る
こ
と
」
と
い
う
原
意
に
も
と
づ
い
て
理

解
し
、「
経
験

0

0

は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
根
源
的
に
は
、
危
険

に
さ
ら
す
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
を
参
照
し
た
う
え
で
、「
し
た
が
っ
て
経0

験0

はE
rfah

ru
n

g

で
あ
っ
てE

rlebn
is

で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
の
共
同
作
業
者
で
も
あ
る
ジ
ャ
ン

＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
も
同
じ
よ
う
に
、『
自
由
の
経
験
』
で
「
自
由
の
経
験
」
と

は
「
境
界
の
通
過
」
だ
と
論
じ
て
い
る⑬
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
デ
リ
ダ
も
ま
た
、
彼
ら
二
人
と
同
じ
時

期
に
、
横
断
と
し
て
の
経
験
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
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の
共
通
の
思
考
圏
が
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
は
一
九
八
四
年
に
同
じ
く
ツ
ェ
ラ
ン
を

論
じ
た
『
シ
ボ
レ
ー
ト
』
に
お
い
て
、（
書
籍
刊
行
に
先
立
ち
）
同
年
に
発
表
さ
れ
た
ラ

ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
デ
リ
ダ
は
そ
の
テ

ク
ス
ト
の
な
か
で
、「
言
語
の
経
験
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
境
界
の
横

断
と
い
う
意
味
で
の
「
経
験
」
と
い
う
デ
リ
ダ
の
考
え
が
表
明
さ
れ
る
端
緒
は
、
お

そ
ら
く
は
、
次
の
一
文
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
…
）
哲
学
的
経
験

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
に
問
い
か
け
つ
つ
そ
れ
ら

を
横
断
す
る
こ
と
、
哲
学
の
領
野
の
境
界
線
に
関
し
て
危
険
を
冒
す
こ
と

│

そ
し
て
と
り
わ
け
、
言
語
と
い
う
も
の
の
経
験

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ね
に
哲
学
的
で
あ
る
の
と

同
じ
く
ら
い
詩
的
、
あ
る
い
は
文
学
的
な
言
語
の
。（S

ch
 80/139

）

こ
の
一
文
の
意
味
を
、「
パ
サ
ー
ジ
ュ

│
外
傷
か
ら
約
束
へ
」
に
お
け
る
デ
リ
ダ

自
身
に
よ
る
敷
衍
を
参
照
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
文
で
、
哲
学
的

経
験
と
は
哲
学
の
領
野
の
境
界
線
を
横
断
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
の
哲
学
的
経
験
と
い
う
言
葉
は
、
深
遠
な
思
索
を
促
す
体
験
と
い
っ
た
よ
う
な
通

常
の
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
境
界
と
は
、
哲
学
を
、
文
学
や
詩
と

い
っ
た
他
の
領
域
か
ら
分
か
つ
複
数
の
境
界
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、

「
哲
学
の
特
異
性
、
そ
れ
は
領
域
が
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
」（P

S
 

389/52

）。
し
た
が
っ
て
、哲
学
と
、他
の
隣
接
的
な
領
域
と
の
明
確
な
境
界
は
定
ま
っ

て
は
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
、
哲
学
に
固
有
の
こ
と
が
ら
と
し
て
哲
学
に
属

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
経
験
と
は
、
哲
学
的
に
思
考
す
る
だ
け
で
な
く
、

不
可
避
的
に
、
自
ら
の
領
域
を
画
定
す
る
べ
き
境
界
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
を
強

い
ら
れ
る
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
一
般
に
、
哲
学
者
が
経
験
に
広
く
訴
え
る
と
し
て
も
、（
…
）

伝
統
的
に
彼
は
言
語
の
経
験
を
主
題
化
し
な
い
」（P

S
 387/51

）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、哲

学
者
は
言
語
の
経
験
を
「
否
認
」
し
て
き
た
と
彼
は
言
う
。
し
か
し
、「
哲
学
は
つ
ね

に
、
探
求
あ
る
い
は
知
の
諸
領
域
の
限
界
を
踏
み
越
え
る
よ
う
、
そ
し
て
己
れ
自
身

の
諸
境
界
線
に
、
の
み
な
ら
ず
己
れ
自
身
の
宛
先
＝
使
命
に
問
い
か
け
る
よ
う
呼
び

か
け
ら
れ
て
い
ま
す
」（P

S
 389/53

）。
こ
う
し
て
、
哲
学
的
経
験
と
は
、
境
界
を
横

断
し
、
境
界
を
問
い
直
す
経
験
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
経
験
が
、
ま
さ
に
「
言
語
の
経
験
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

の
理
由
は
、
端
的
に
言
っ
て
哲
学
が
言
語
と
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
哲
学
は
言
語
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
哲
学
の
営
み
と
は
一
般
的
に
、
哲
学

的
な
諸
概
念
を
用
い
て
思
考
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
哲
学
者
は
概
念
の
一
義
的
な
決

定
を
理
想
と
し
、
概
念
が
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
哲
学
は
伝
統

的
に
、
事
実
的
な
も
の
・
経
験
的
な
も
の
に
対
し
て
、
本
質
的
な
も
の
・
普
遍
的
な

も
の
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
言
語
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
と
は
い
え
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
い
か
な
る
哲
学
的
な
概
念
も
、
特
殊
な
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
、
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
言
語
と
同
じ
言
語

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
で
、
哲
学
的
言
語
を
ギ
リ
シ
ア
語
や
ド
イ
ツ

語
と
い
っ
た
自
然
言
語
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
哲
学
者
は
、哲
学
が
言
語
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
と
き
、

哲
学
的
諸
概
念
が
い
か
な
る
語
で
表
現
さ
れ
る
の
か
は
偶
然
的
で
あ
っ
て
、
最
終
的

に
は
語
を
還
元
し
う
る
と
考
え
る
。
哲
学
の
究
極
的
な
理
想
は
、
い
か
な
る
自
然
言

語
に
も
縛
ら
れ
ず
に
、
あ
る
い
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
や
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
っ
た
い
か
な

る
文
彩
に
も
依
拠
せ
ず
に
、
い
わ
ば
、
透
明
な
語
に
よ
っ
て
概
念
を
表
現
す
る
こ
と

で
あ
る
。
言
語
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
文
化
、
時
代
、
地
域
と
い
っ
た
事
実
的
な
要
素

は
、
哲
学
に
と
っ
て
付
随
的
な
も
の
で
あ
る

│
こ
れ
が
、
デ
リ
ダ
か
ら
見
た
哲
学

の
基
本
的
な
傾
向
で
あ
る
。

し
か
し
言
語
の
経
験
は
、
こ
う
し
た
理
想
を
不
可
能
に
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
言
語
を

経
験
す
る
こ
と
は
、
哲
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
言
語
が
、
ま
さ
に
そ
の
同
じ
言
葉
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と
し
て
、
文
学
的
な
言
語
、
詩
的
な
言
語
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
の
経
験
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
の
領
域
内
に
完
全
に
所
属
す
る
言
語
と
い
う
も
の
は
、

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
言
語
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
属

し
う
る
。
だ
か
ら
こ
そ
言
語
の
経
験
は
、
哲
学
を
他
の
領
域
と
の
境
界
線
へ
と
否
応

な
く
晒
す
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
問
題
を
、
以
下
に
二
点
見
て
い
こ
う
。
第
一
に
、

哲
学
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
批
評
的
活
動
は（
と
り
わ
け

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
義
』
や
『
哲
学
の
余
白
』
な
ど
で
）、哲
学
的
言
説
の
な
か
に
メ
タ
フ
ァ
ー

や
レ
ト
リ
ッ
ク
が
根
本
的
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
暴
き
出
し
て
き
た
。
彼
に
よ
れ

ば
、「
人
が
も
は
や
語
か
ら
概
念
を
い
わ
ば
分
離
で
き
な
く
な
る
瞬
間
と
い
う
の
が
あ

る
」（P

S
 387/51

）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
概
念
を
い
か
に
純
化
し
一
義
的

な
意
味
を
担
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
メ
タ
フ
ァ
ー
や
レ
ト
リ
ッ
ク
が
不
可

避
的
に
混
ざ
り
込
み
、
そ
の
こ
と
が
諸
概
念
の
一
義
的
な
決
定
を
根
底
的
に
ぐ
ら
つ

か
せ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
哲
学
者
は
、
そ
の
言
語
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
自
ら
の

領
域
の
境
界
に
つ
い
て
思
考
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
翻
訳
の
経
験
も
ま
た
「
言
語
の
経
験
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
翻

訳
と
は
、あ
る
言
語
と
他
の
言
語
と
の
境
界
を
通
過
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
義
性
を
理
想
と
す
る
哲
学
に
と
っ
て
、
あ
る
語
の
意
味
は
、
一
つ
の
言
語
の
な
か

で
だ
け
で
な
く
、
他
の
言
語
に
お
い
て
も
翻
訳
可
能
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
言
語
か
ら

他
の
言
語
へ
と
意
味
を
移
し
入
れ
る
可
能
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
想
と
す

る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
詩
や
文
学
な
ど
の
作
品
を
翻
訳
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
と

き
に
「
翻
訳
不
可
能
な
も
の
」
が
経
験
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
る
言
語
の
文

字
と
意
味
と
が
切
り
離
し
え
ず
、
他
の
言
語
に
移
し
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
何
か
が

損
な
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
翻
訳
者
の

使
命
」
を
論
じ
た
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
さ
い
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
こ
う
。「
翻
訳
と
は
経
験
で
あ
る
、
と
言
お

う
。
こ
れ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
翻
訳
も
し
く
は
経
験
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
と

は
翻
訳
で
あ
る
、
と
」（P

sy 234/Ⅰ
-327

）。

こ
の
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
が
述
べ
る
境
界
の
通
過
と
し
て
の
経
験
と
は
、
哲
学
の
領

域
を
問
い
直
す
「
言
語
の
経
験
」
な
の
で
あ
る
。

４　

経
験
の
普
遍
的
構
造
に
向
け
て

こ
こ
ま
で
、
デ
リ
ダ
に
お
け
るE

rfah
ru

n
g

と
し
て
の
経
験
に
つ
い
て
の
思
考
を

捉
え
て
き
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
てE

rlebn
is

とE
rfah

ru
n

g

の
関

係
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、

E
rlebn

is

は
現
前
の
経
験
で
あ
っ
て
、
脱
構
築
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
しE

rfah
ru

n
g

は
、
哲
学
の
境
界
を
横
断
す
る

│
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ば
脱

構
築
す
る

│
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
経
験
概
念
は
、
横
並
び
の
関
係
で
捉

え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
動
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

よ
り
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
日
常
的
に

│
つ
ま
り
、デ
リ
ダ
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
的
な
概
念
の
も
と
で

│
、Erlebn

is

を
「
生
き
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
、
現
在
に
お
い
て
、
現
前
す
る
も
の
と
の
関
係
の
う

ち
で
生
き
て
い
る
。
だ
が
、こ
う
し
たE

rlebn
is

は
、す
で
に
し
てE

rfah
ru

n
g

の

運
動
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
前
の
経
験
の
う
ち
に
、
そ
の
境
界
を
横
断
し
、

そ
こ
に
亀
裂
を
入
れ
る
経
験
が

│
痕
跡
と
し
て
、
あ
る
い
は
来
た
る
べ
き
も
の
と

し
て

│
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
両
者
の
経
験
概
念

は
、
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
亀
裂
と
縫
合
の
両
立
し
え
な
い
二
つ
の
動
向
が
せ
め

ぎ
合
い
の
う
ち
あ
る
よ
う
な
、
あ
る
一
体
を
な
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
思
考
す
る
こ
と
は
、
デ
リ
ダ
の
言
葉
を
借
り
て
、

「
自
ら
を
脱
構
築
し
つ
つ
あ
る
経
験
論
」と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
リ
ダ
は
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『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
形
而
上
学
か
ら
の
〕
外
出

0

0

は
徹
底
的
に
経
験
論
的
で
あ
る
。（
…
）
し
か
し
こ

こ
で
経
験
論
の
概
念
は
自
ら
を
解
体
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
こ
の
強
調
の
み
引
用
者
に
よ
る
〕。

形
而
上
学
の
陰
を
超
過
す
る
こ
と
は
、轍
（orbita

）
か
ら
外
出
す
る
た
め
、〔
こ

の
外
出
に
よ
っ
て
〕
古
典
的
な
概
念
的
諸
対
立
の
全
体
を
思
考
す
る
た
め
の
試

み
で
あ
る
。と
り
わ
け
経
験
論
の
価
値
が
そ
の
な
か
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
対
立
、

す
な
わ
ち
哲
学
と
非
‐
哲
学

―
経
験
論
の
別
名
、
自
分
自
身
が
自
分
自
身
の

言
説
の
一
貫
性
を
最
後
ま
で
維
持
で
き
な
い
、
真
理
の
価
値
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る

と
き
に
真
理
と
し
て
生
み
出
さ
れ
え
な
い
、
懐
疑
論
の
内
的
諸
矛
盾
を
逃
れ
ら

れ
な
い
等
の
不
能
性
の
別
名

―
の
対
立
を
思
考
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
る
。

（D
G

 232/

下41f.

）

こ
の
よ
う
に
デ
リ
ダ
は
、
形
而
上
学
か
ら
外
出
す
る
運
動
を
「
経
験
論
的
」
と
形

容
し
て
い
る
。
こ
の
「
経
験
論
」
は
、
哲
学
の
内
部
に
お
い
て
は
非
哲
学
と
し
て
軽

蔑
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
脱
構
築
の
運
動
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
哲
学
＝
形

而
上
学
の
境
界
を
横
断
す
る
思
考
の
運
動
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
は
二
〇
〇
二
年
の
発
言
で
、E

rfah
ru

n
g

と

は
「
他
な
る
も
の
の
経
験
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
て
い
た
。
こ
の
他
な
る
も
の
と
の

関
係
は
、E

rlebn
is

に
お
け
る
現
前
的
な
も
の
の
た
だ
な
か
に
、
そ
の
外
へ
と
通
じ

る
開
け
が
あ
る
、
と
い
う
関
係
と
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、E

rlebn
is

の
経
験
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
脱
構
築
す
るE

rfah
ru

n
g

の
契
機

が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
デ
リ
ダ
は
、
他

な
る
も
の
か
ら
の
呼
び
か
け
が
、
私
た
ち
の
経
験
の
な
か
に
す
で
に
届
い
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
な
形
象
で
表
現
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ
特
有
の
「
経
験
」

概
念
は
、
こ
う
し
た
呼
び
か
け
と
の
関
係
を
備
え
た
構
造
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
べ

き
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
、
デ
リ
ダ
の
「
経
験
」
を
め
ぐ
る
思
想
形
成

の
も
う
ひ
と
つ
の
ラ
イ
ン
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
初
期
の
テ
ク
ス

ト
に
始
ま
り
、
後
期
に
お
い
て
経
験
の
普
遍
的
構
造
を
「
メ
シ
ア
的
な
も
の
」
と
し

て
提
示
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
よ
う
な
、デ
リ
ダ
に
一
貫
す
る
思
考
の
歩
み
で
あ
る
。

そ
れ
は
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
起
点
と
す
る
。レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
一
九
六
三

年
の
論
考
「
他
者
の
痕
跡
」
は
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
経
験
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
重

要
な
背
景
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
こ
で
、
同
一
化
す
る
経
験
と
し
て
の
「
自
律

的
経
験
」
と
、
他
者
の
経
験
と
し
て
の
「
他
律
的
経
験
」
を
区
別
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
も
経
験
を
旅
に
た
と
え
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
西
洋
の
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
、

経
験
は
出
発
点
と
し
て
の
自
己
へ
と
回
帰
す
る
旅
で
あ
っ
た
。「
意
識
は
、ど
れ
ほ
ど

多
く
の
冒
険
を
行
な
お
う
と
も
、
自
己
自
身
を
再
び
見
出
し
て
、
自
己
の
も
と
に
回

帰
す
る
」⑭
。
こ
う
し
た
経
験
を
語
る
代
表
者
が
、意
識
の
経
験
の
学
と
し
て
『
精
神
現

象
学
』
を
著
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
て
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
、
哲
学
が
も
つ
こ
の

生
来
の〔
他
者
に
対
す
る
〕ア
レ
ル
ギ
ー
の
論
理
的
帰
結
を
表
し
て
い
る
」と
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
評
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
提
示
す
る
「〈
他
律
的
経
験
〉」
と

は
、「〈
絶
対
的
に
外
的
な
も
の
〉
の
経
験
」、「
同
一
化
作
用
の
中
に
回
収
さ
れ
な
い

〈
他
者
〉
へ
の
運
動
を
有
し
、し
か
も
出
発
点
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
態

度
」⑮

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
自
己
に
対
す
る
希
望
の
な
い
終
末
論
」⑯

と
も
呼
ば
れ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
論
じ
た
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
で
、
デ
リ
ダ
は
こ
う
し
た
経
験
の

考
え
に
注
目
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
経
験
そ
れ
自
体
が
（
…
）
終
末
論
的
な
の
で
あ

る
」（E

D
 142/187

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
終
末
論
」
の
意
味
は
、「
そ
こ
で

メ
シ
ア
的
終
末
論
が
聴
取
で
き
、
ま
た
、
メ
シ
ア
的
終
末
論
が
響
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
こ
ろ
の
、「
裸
の
経
験
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
空
間
、
ひ
と
つ
の
空
洞
」、
す
な
わ
ち

「
開
け
そ
の
も
の
、開
け
の
開
け
」（E

D
 124/163

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
つ
い
て
の
評
言
で
は
あ
る
が
、
経
験
の
な
か
に
、「
呼
び
か
け
」

が
そ
こ
か
ら
響
い
て
く
る
よ
う
な
「
開
け
」
を
見
出
し
て
い
る
の
は
デ
リ
ダ
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
経
験
の
思
考
は
、
や
が
て
デ
リ
ダ
自
身
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
語
り
直

さ
れ
る
。
一
九
八
〇
年
の
テ
ク
ス
ト
で
デ
リ
ダ
は
、「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
や
モ
ー
リ

ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
を
参
照
し
な
が
ら
、「
来
な
さ
い
」
と
呼
び
か
け
て
く
る
「
黙
示
録

的
な
も
の
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
黙
示
録
的
な
も
の
は
、あ
ら
ゆ
る
言
説

の
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
そ
の
も
の
の
、
あ
ら
ゆ
る
刻
印
も
し
く
は
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
の
超

越
論
的
条
件
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」（T

on
 77f./117

）。
こ
の
よ
う
に
、「
終
末
論
的

な
も
の
」
と
同
様
に
今
度
は
「
黙
示
録
的
な
も
の
」
が
、「
経
験
そ
の
も
の
の
超
越
論

的
条
件
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
思
考
の
ラ
イ
ン
は
、
や
が
て
「
メ
シ
ア
的
な
も
の
」
の
議
論
へ
と
展
開

し
て
い
く
こ
と
に
な
る⑰
。
そ
の
議
論
と
、
前
節
で
論
じ
た
「
言
語
の
経
験
」
と
が
結

び
つ
く
格
好
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
一
九
九
二
年
に
初
め
て
発
表
さ
れ
た
『
他
者
の

単
一
言
語
使
用
』
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
で
デ
リ
ダ
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
の
幼
少

期
を
振
り
返
り
つ
つ
語
る
「
言
語
の
経
験
」（M

A
 50/50

）
は
、
唯
一
の
母
語
で
あ
る

は
ず
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
、
植
民
地
に
い
た
彼
に
と
っ
て
は
他
者
の
言
語
で
あ
っ
た
と

い
う
逆
説
的
な
経
験
で
あ
る
。
し
か
も
、
デ
リ
ダ
に
課
せ
ら
れ
た
、
言
語
を
語
る
こ

と
に
対
す
る
「
二
重
の
禁
止
」
は
、「
境
界
線
の
通
過

0

0

0

0

0

0

の
経
験
」（M

A
 59/62

）
で
あ
っ

た
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
デ
リ
ダ
は
、
自
ら
が
「
絶
対
的
翻
訳
の
な
か
に

投
げ
出
さ
れ
て
い
る
」（M

A
 117/116

）
と
語
る
。
そ
れ
は
諸
言
語
が
、「
い
っ
た
い
ど

こ
か
ら
自
ら
が
出
発
し
て
き
た
の
か
、
い
っ
た
い
何
か
ら
出
発
し
て
自
ら
が
話
し
て

い
る
の
か
、
そ
し
て
自
ら
の
行
程
の
方
向
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
」、そ
の
よ
う
な
「
特
異
な
冒
険
（aven

tu
re sin

gu
lière

）」

（M
A

 117/116

）
で
あ
る

│
英
訳
で
こ
れ
が
「
顕
著
な
経
験
（th

e rem
ark

able 

experien
ce

）」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
に
と
っ
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る⑱
。

デ
リ
ダ
は
こ
う
し
た
論
述
の
な
か
で
、「
来
た
る
べ
き
一
つ
の
言
語
の
単
一
性
」
を

告
げ
知
ら
せ
る
「
約
束
」（M

A
 126/128

）
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
こ
の
約
束
は
、

「
こ
こ
で
は
い
か
な
る
メ
シ
ア
的
あ
る
い
は
終
末
論
的
な
内
容
を
も
打
ち
明
け
ず
、引

渡
し
も
し
な
い
」（M

A
 128/130

）
が
、「
そ
れ
で
も
な
お
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
や
救
済
論

あ
る
い
は
終
末
論
に
似
た
何
か
に
よ
る
言
葉
の
開
け
を
異
論
の
余
地
な
き
も
の
に
し

て
く
れ
る
」（M

A
 128/130

）
よ
う
な
「
構
造
的
な
開
け
」（M

A
 128/130

）
だ
と
さ
れ

る
。
こ
れ
は
特
定
の
メ
シ
ア
や
終
末
と
い
う
も
の
の
内
容
を
も
た
な
い
、
い
わ
ば
形

式
的
な
「
開
け
」
と
し
て
の
メ
シ
ア
性
で
あ
る
。

こ
の
メ
シ
ア
性
あ
る
い
は
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
な
き
メ
シ
ア
的
な
も
の
」
が
、
後
期

の
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
枢
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
強

調
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
メ
シ
ア
性
が
「
経
験
の
普
遍
的
構
造
」
と
し
て
明
確
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
メ
シ
ア
性
（
私
は
こ
れ
を
、
経
験
の
普
遍
的
構
造
と
し

て
、
い
か
な
る
宗
教
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
も
還
元
で
き
な
い
も
の
と
し
て
考
え
て
い

る
）」（M

&
S

 69/89

）。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
経
験
の
な
か
に
他
な
る
も
の
へ
の
開
け
の
構
造
が

あ
る
こ
と
は
、
初
期
以
来
、
一
貫
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
「
メ
シ
ア
性
」
と

捉
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
、
他
な
る
も
の
へ
と
開
か
れ
る
「
経
験
」
に
賭
け
ら
れ
る

も
の
は
、
ま
す
ま
す
重
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳

論
は
稿
を
改
め
た
い
が
、
疑
い
な
く
デ
リ
ダ
に
お
い
て
「
経
験
」
は
、
彼
の
思
考
を

貫
き
、
そ
の
重
み
を
担
っ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
の
〈
経
験
〉
論

│
そ
れ
は
デ
リ
ダ
の

思
考
そ
の
も
の
の
、
別
名
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

＊
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
次
の
略
号
を
用
い
、
原
書
／
日
本

語
訳
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
順
に
記
す
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
既
存
の
訳
文
を
な
る
べ
く

尊
重
し
た
。
た
だ
し
、
引
用
者
の
判
断
に
よ
り
変
更
し
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
お
断

り
す
る
。

A
: A

pories. M
ou

rir-s’atten
d

re au
x « lim

ites d
e la vérité », G

alilée, 1996.

（『
ア
ポ
リ
ア　

死
す

│
「
真
理
の
諸
限
界
」
を
﹇
で
／
相
﹈
待－

期
す
る
』
港
道
隆
訳
、人
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文
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）

B
SⅡ

:S
ém

in
aire L

a bête et le sou
verain

 II

（2002-2003

）, G
alilée, 2010.

（『
獣
と
主
権
者
Ⅱ
』
西
山
雄
二
・
亀
井
大
輔
・
荒
金
直
人
・
佐
藤
嘉
幸
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
六

年
）

D
G

: D
e la gram

m
atologie, M

in
u

it, 1967.

（『
根
源
の
彼
方
へ　

グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー

に
つ
い
て
』（
上
・
下
）
足
立
和
浩
訳
、
一
九
七
二
年
）

F
L

: F
orce d

e loi, G
alilée, 1993.

（『
法
の
力
』
堅
田
研
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
九
年
）

H
: H

eid
egger: la qu

estion
 d

e l’Ê
tre et l’H

istoire. C
ou

rs d
e l’E

N
S

-U
lm

 

1964-1965, G
alilée, 2013.

M
A

: L
e m

on
olin

gu
ism

e d
e l’au

tre, G
alilée, 1996.

（『
た
っ
た
ひ
と
つ
の
、
私
の

も
の
で
は
な
い
言
葉

│
他
者
の
単
一
言
語
使
用
』
守
中
高
明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一

年
）

M
dA

: M
ém

oires d
'aveu

gle. l'au
toportrait et au

tres ru
in

es, E
dition

s de 

la R
éu

n
ion

 des m
u

sées n
ation

au
x, 1990.

（『
盲
者
の
記
憶　

自
画
像
お
よ
び
そ
の

他
の
廃
墟
』
鵜
飼
哲
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
）

M
&

S
: M

arx &
 S

on
s, P

U
F

-G
alilée, 2002.

（『
マ
ル
ク
ス
と
息
子
た
ち
』
國
分
功
一

郎
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

P
N

P
V

 : P
en

ser à n
e pas voir. É

crits su
r les arts d

u
 visible 1979-2004, 

É
dition

s de la différen
ce, 2013.

P
S

: P
oin

ts d
e su

spen
sion

. E
n

tretien
s, G

alilée, 1992.

（「
パ
サ
ー
ジ
ュ

│
外

傷
か
ら
約
束
へ
」
守
中
高
明
訳
、『
現
代
思
想
』
一
九
九
五
年
一
月
号
、
青
土
社
）

P
sy: P

sych
é. In

ven
tion

s d
e l’au

tre, G
alilée, 1987.

（『
プ
シ
ュ
ケ
ー
Ⅰ
』
藤
本
一

勇
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

S
ch

: S
ch

ibboleth
 pou

r P
au

l C
elan

, G
alilée, 1986.

（『
シ
ボ
レ
ー
ト　

パ
ウ
ル
・

ツ
ェ
ラ
ン
の
た
め
に
』
飯
吉
光
夫
・
小
林
康
夫
・
守
中
高
明
訳
、
岩
波
書
店
（
岩
波
モ
ダ
ン
ク

ラ
シ
ッ
ク
ス
）、
二
〇
〇
〇
年
）

T
on

 : D
’u

n
 ton

 apocalyptiqu
e ad

opté n
agu

ère en
 ph

ilosoph
ie, G

alilée, 

2005[1983].

（『
哲
学
に
お
け
る
最
近
の
黙
示
録
的
語
調
に
つ
い
て
』
白
井
健
三
郎
訳
、朝
日

出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

V
P

: L
a voix et le ph

én
om

èn
e, P

U
F, 1967.

（『
声
と
現
象
』
林
好
雄
訳
、
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）

＊
本
稿
の
主
要
部
（
1
〜
3
に
相
当
す
る
箇
所
）
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
二
一
、
二
二

日
に
中
国
・
広
州
の
中
山
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
第
六
回
日
中
哲
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
に

て
、“D

errida’s T
h

eory of E
xperien

ce”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
英
語
で
発
表
し

た
内
容
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

注①　

M
artin

 Jay, C
u

ltu
ral S

em
an

tic. K
eyw

ord
s of O

u
r T

im
e, T

h
e A

th
lom

e 

P
ress, 1998, p. 47.

（
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
『
文
化
の
意
味
論　

現
代
の
キ
ー
ワ
ー

ド
集
』
浅
野
敏
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
、
七
七
頁
）

②　

C
f. M

a
rtin

 Ja
y, S

on
g

s of E
xp

erien
ce. M

od
ern

 A
m

erica
n

 a
n

d
 

E
u

ropean
 V

ariation
s on

 a U
n

iversal T
h

em
e, U

n
iversity of C

aliforn
ia 

P
ress, 2005.

ジ
ェ
イ
の
よ
き
訳
者
で
あ
ら
れ
る
谷
徹
先
生

│
本
稿
は
先
生
の
退
職

記
念
に
寄
せ
る
も
の
で
あ
る

│
も
、
経
験
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ジ
ェ
イ
か
ら
示
唆

を
得
る
こ
と
が
あ
る
。
谷
徹
「
経
験
と
自
我
」『
講
座　

生
命 2004 vol. 7

』、中
村
雄

二
郎
・
木
村
敏
監
修
、
河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
、
七
九－

一
二
〇
頁

（
と
く
に
八
五－

八
七
頁
）。

③　
「
人
間
は
だ
れ
も
「
経
験
」
を
は
な
れ
て
存
在
し
な
い
。
人
間
は
す
べ
て
、「
経
験
を

持
っ
て
い
る
」
わ
け
で
す
が
、
あ
る
人
に
と
っ
て
、
そ
の
経
験
の
中
に
あ
る
一
部
分

が
、
特
に
貴
重
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
固
定
し
、
そ
の
後
の
、
そ
の
人
の
す
べ
て
の
行
動
を
支

配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。す
な
わ
ち
経
験
の
中
の
あ
る
も
の
が
過
去
的
な
も
の
に

な
っ
た
ま
ま
で
、
現
在
に
働
き
か
け
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
私
は
体
験
と
い
う
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の
で
す
。」
森
有
正
『
生
き
る
こ
と
と
考
え
る
こ
と
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
〇

年
、
九
六
頁
。

④　
E

elebn
is

と
い
う
語
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ス
＝
ゲ
オ
ル
グ
・
ガ
ダ
マ
ー
『
真

理
と
方
法
Ⅰ
』
轡
田
収
ほ
か
訳
、法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
一
二
年
（
新
装
版
）、八
六

頁
以
下
。
こ
の
概
念
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
違
い
に
つ
い
て
は
、

Ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル
ノ
ー
『
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル　

20
世
紀
哲
学
の
源
流
』
高
橋
義

人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
七
〇－

七
四
頁
を
参
照
。

⑤　

Jay, op. cit., p. 64.
（『
文
化
の
意
味
論
』
一
〇
二－

一
〇
三
頁
）

⑥　

ジ
ェ
イ
が
両
者
を
区
別
す
る
思
想
家
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
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仏
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