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有
限
的
存
在
に
と
っ
て
のin

tellectu
s

の
よ
り
深
い
意
味

終
わ
り
に

は
じ
め
に

秋
葉
先
生
の
懇
話
会
で
の
ご
講
演
「
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
と
ヒ
ト
胚
の

尊
厳
に
つ
い
て
」
の
内
容
は
、
す
で
に
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
し１

）

、
こ
の
た
び
新
た
に
論
稿
を
纏
め
て

い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
私
が
そ
れ
を
こ
こ
で
要
約
す
る
必
要
な
ど
な
い
と
思

い
ま
す
。

懇
話
会
当
日
、
質
疑
応
答
時
に
も
し
も
質
問
が
途
切
れ
た
と
き
に
は
ち
ょ
っ

と
発
言
し
て
み
よ
う
か
な
、
と
考
え
て
い
た
問
題
が
抽
象
理
論
で
し
た
。
じ
つ

は
、
秋
葉
先
生
の
ご
報
告
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
う
だ
そ
う
だ
、
と
私
は
膝
を
打
っ

て
い
た
。
何
故
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
の
大
学
院
時
代
、
こ
れ
で
随
分
苦
労
し

て
や
っ
と
自
分
な
り
に
理
解
で
き
た
と
思
っ
た
内
容
に
一
致
し
て
い
た
か
ら
で

す
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
お
よ
び
哲
学
を
学
ぶ
さ
い
に
、
こ
こ
で
大

分
も
た
つ
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
抽
象
理
論
は
、
ト
マ
ス
の
人
間
存
在
論
、

認
識
論
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
予
想
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
当
時

は
稲
垣
良
典
先
生
（
当
時
九
州
大
学
教
授
）
や
山
内
清
海
神
父
（
当
時
サ
ン
・
ス
ル
ピ

ス
大
神
学
院
院
長
）
の
著
書
、
そ
れ
に
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
や
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ジ

ル
ソ
ン
と
い
っ
た
高
名
な
ト
マ
ス
学
者
の
も
の
な
ど
を
か
じ
り
な
が
ら
、
少
し

ず
つ
馴
染
ん
で
い
っ
た
の
で
す２

）

。
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、

秋
葉
先
生
が
質
問
に
対
し
て
き
っ
ぱ
り
と
抽
象
理
論
で
答
え
ら
れ
た
と
き
、
思

わ
ず
膝
を
打
っ
た
の
で
し
た３

）

。

抽
象a

b
stra

ctio

か
ら
知
性in

tellectu
s

へ

抽
象
理
論
と
い
う
と
き
の
「
抽
象
」
は
、
様
々
な
も
の
に
偶
然
的
に
共
通
す
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る
性
質（
た
と
え
ば
リ
ン
ゴ
の
赤
色
、
火
の
赤
色
、
血
の
赤
色
、
バ
ラ
の
赤
色
、

国
旗
の
赤
色
な
ど
）を
取
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

よ
り
存
在
の
本
質
・
実
質
に
そ
く
し
た
「
そ
の
も
の
性
」q

u
id
d
ita
s

と
い
い
ま

し
ょ
う
か
、「
個
物
に
内
在
す
る
本
質
」essen

tia in re

と
も
呼
ば
れ
る
べ
き

事
態
を
、
つ
ま
り
存
在
者
の
存
在
構
造
に
即
応
し
た
事
態
を
人
間
知
性in

tel-

lectu
s

が
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
と
（
つ
ま
り
、p

h
a
n
ta
sm
a

か
らsp

ecies
 
in
tel-

lig
ib
ilis

へ
と
）
そ
の
存
在
様
態
を
高
め
る
と
い
う
働
き
を
主
要
に
は
指
す
、
と
理

解
し
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
能
動
知
性
の
可
感
覚
的
表
象
へ
の
転
回

（co
n
v
ersio in

tellectu
s a
g
en
tis a

d p
h
a
n
ta
sm
a

）
と
表
現
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
す４

）

。
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
稲
垣
先
生
は
む
し
ろ
「
分
離
」sep

a
r-

a
tio

と
い
う
（
語
弊
を
招
き
か
ね
な
い
）
語
を
使
っ
た
ほ
う
が
い
い
く
ら
い
だ
、
と

考
え
て
お
ら
れ
ま
す５

）

。
こ
の
場
面
で
は
、in

tellectu
s

は
「
能
動
知
性
」in

tel-

lectu
s a

g
en
s

と
し
て
大
活
躍
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
能
力
自
体
は
、

考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
不
思
議
な
も
の
で
す
。
事
物
に
内
在
し
て
い
て
そ
れ
自

体
と
し
て
は
感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
筈
の
も
の
を
、
感
覚
の
助
け
を
受
け
な

が
ら
も
、
個
物（
個
体
と
い
っ
て
も
個
人
と
い
っ
て
も
い
いin

d
iv
id
u
u
m

の
こ
と
）に
「
内

在
し
つ
つ
超
越
す
る
」
そ
の
も
の
性
、
本
質
と
し
て
把
握
し
て
し
ま
う
の
で
す

か
ら
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
創
造
的
な
働
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
彼
の
能
動
知
性
論
で
説
明
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
心

に
抽
象
理
論
が
あ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
秋
葉
先
生
は
、
質
疑
応
答
の
さ
い
に
、

質
問
が
終
っ
た
瞬
間
に
間
髪
を
入
れ
ず
に
指
摘
さ
れ
た
。
見
事
で
し
た
。
感
心

し
ま
し
た
。
思
想
的
同
士
を
お
迎
え
で
き
た
、
と
感
じ
た
瞬
間
で
し
た
。

In
tellectu

s

とco
rp
u
s

とa
n
im
a

（
一
）

ト
マ
ス
のin

tellectu
s

論
は
、
じ
つ
は
そ
の
他
に
も
広
が
り
を
見
せ
て
お
り

ま
す
。
あ
ま
り
詳
し
く
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
先
に
述
べ
た
、
抽
象
理
論
と
の
連

関
で
は
、
概
念
形
成
、
判
断
命
題
の
形
成
、
推
論
の
遂
行
、
こ
う
し
た
場
面
で

活
躍
し
ま
す６

）

。
更
に
、
た
と
え
ば
、
神D

eu
s

は
虚
無
か
ら
こ
の
世
を
作
っ
た

（crea
tio m

u
n
d
i ex n

ih
ilo

）、
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
創
造
の
業
な
い
し
働
き

に
お
い
て
、
人
間
の
ば
あ
い
だ
け
は
、
他
の
存
在
者
の
存
在
の
生
成
消
滅
と
は

異
な
る
も
の
と
し
て
ト
マ
ス
は
説
明
し
て
い
る
よ
う
で
す
。人
間
の
ば
あ
い
は
、

他
の
一
切
の
存
在
者
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
質
料
と
形
相
の
単
な
る
合
体

か
ら
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
存
在
が
完
成
す
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、in

tellectu
s

を
ち
ょ
く
せ
つ
創
造
す
る
こ
と
が
出
発
点
に
お
か
れ
ま
す
。

こ
のin

tellectu
s

を
「
知
性
」
と
翻
訳
し
て
し
ま
う
と
非
常
に
具
合
が
悪
く
な

る
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
根
源
的
な
「
存
在
の
根
っ
こ
」
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
一
人
一
人
の
人
間
に
つ
い
て
、
神
は
こ
の「
存
在
の
根
っ
こ
」

を
与
え
て
下
さ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
存
在
の
根
っ
こ
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
不

完
全
で
あ
り
、
不
安
定
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、「
身
体
」co

rp
u
s

を
自
ら
に
帰

属
さ
せ
て
そ
れ
に
生
命
を
「
伝
達
」co

m
m
u
n
ica
re

す
る
。
そ
の
身
体
に
伝
達

さ
れ
た
身
体
と
倶
な
る
生
命
が
「
魂
」a

n
im
a

と
呼
ば
れ
る７

）

。
人
間
的
な
認
識

が
誕
生
す
る
う
え
で
身
体
が
欠
か
し
え
な
い
も
の
と
な
り
ま
す
。O

m
n
is

 
co
g
n
itio in

cip
it a sen

sib
u
s.

す
べ
て
の
認
識
は
感
覚
に
始
ま
る
。
す
な
わ

ち
、
人
間
的
な
認
識
に
は
身
体
的
能
力
器
官
の
援
け
、
感
覚
を
必
要
と
す
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
英
国
経
験
論
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
、
こ
う
し
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た
背
景
事
情
を
弁
え
さ
え
す
れ
ば
、a

n
im
a

は
「
魂
」
と
よ
ん
で
も
「
生
命
」

と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。（
も
ち
ろ
ん
何
れ
の
語
が
よ

り
適
切
な
も
の
か
、
と
の
問
題
は
別
途
あ
る
わ
け
で
す
。）

In
tellectu

s
とco

rp
u
s

とa
n
im
a

（
二
）

そ
う
し
ま
す
と
、
人
間
は
い
つ
か
ら
人
間
な
の
か
、
と
い
う
問
い
が
問
わ
れ

る
場
面
が
こ
こ
に
自
然
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

は
「
存
在
の
根
っ
こ
」
で
あ
る
と
こ
ろ
のin

tellectu
s

が
贈
与
さ
れ
る
、
人
間

一
人
一
人
の
「
存
在
の
始
原p

rin
cip
iu
m
,
a
rch

e

」
と
し
て
神
様
か
ら
直
接
授

か
る
そ
の
瞬
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
い
つ
で

あ
る
の
か
私
に
は
断
言
な
ど
到
底
で
き
ま
せ
ん
。
秋
葉
先
生
は
、
人
間
の
生
命

が
始
ま
る
の
は
生
物
学
的
に
「
人
間
」
の
生
命
（
ヒ
ト
の
生
命
）
が
認
識
さ
れ
る
と

き
で
あ
る
、
と
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
お
そ
ら
く
間
違
い
で
は

な
い
、
と
私
も
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
方
が
、
人
間
で
あ
る
か
な

い
か
の
判
定
が
「
科
学
的
に
」
科
学
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
て
も
危
険
な
要
因
を
背
負
い
込
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
か
、
と
き
っ
と
老
婆
心
（
老
爺
心
）
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
、

た
と
え
ば
、
絶
滅
種
で
あ
るh

o
m
o h
a
b
ilis

が
か
り
に
現
存
し
て
い
て
、ho

m
o

 
sa
p
ien
s

と
交
配
が
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に

質
問
さ
れ
ま
し
た
。
以
前
は
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
は
現
生
人
類
のh

o
m
o

 
sa
p
ien
s

に
は
分
類
さ
れ
ず
、ho

m
o n
ea
n
d
erth

a
len
sis

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
が
、
現
在
で
は
サ
ピ
エ
ン
ス
の
仲
間
と
認
定
さ
れh

o
m
o
 
sa
p
ien
s
 
n
ea
n
-

d
erth

a
len
sis

と
学
名
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
連
動
し
て
、
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス
の
方
も
従
来
のh

o
m
o sa

p
ien
s

か
らh

o
m
o sa

p
ien
s sa

p
ien
s

と

学
名
変
更
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
現
在
で
はh

o
m
o
 
sa
p
ien
s

に
は

sa
p
ien
s

属
とn

ea
n
d
erth

a
len
sis

属
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す８

）

。
同
じ
よ
う
に
、
か
り
にh

o
m
o h
a
b
ilis

と
の
間
で
新
し
い「
種
」

が
誕
生
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
にin

tellectu
s

が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
人

間
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
対
し

て
も
秋
葉
先
生
は
、「
抽
象
」と
い
う
概
念
で
お
答
え
に
な
っ
た
よ
う
に
記
憶
し

て
お
り
ま
す
。
関
連
す
る
質
問
に
お
い
て
も
そ
う
で
し
て
、
生
物
学
的
に
ヒ
ト

で
あ
る
と
い
う
の
と
人
間
の
尊
厳
の
そ
の
尊
厳
性
を
い
う
こ
と
は
レ
ベ
ル
が
違

い
は
し
な
い
か
ど
う
な
の
か
、
と
の
質
問
に
も
「
抽
象
」
と
「
霊
魂
」
で
答
え

て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
形
而
上
学
的
な
次
元
の
も
の
」と
い

う
よ
う
な
言
葉
を
そ
の
場
面
で
は
口
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

私
が
先
に
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
たin

tellectu
s

と
完
全
に
符
合
す
る
と
考
え

ま
す
。

岩
崎
武
雄
先
生
が
あ
る
箇
所
で
、
か
り
に
サ
ル
か
何
か
か
ら
人
為
的
に
人
間

が
生
み
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
そ
の
本
人
は
、
作
り
手
と
同
じ
人
間
で

あ
っ
て
、
決
し
て
手
段
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
ず
い
ぶ
ん
以

前
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
こ
の
こ
と
は
存
在
と
価
値
の
二
元
論
の
背
景
で

語
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す９

）

。
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー
で
し
た
ら
、
源
泉
と
結
果
の
価
値

と
を
区
別
せ
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か10

）

。
岩
崎
先
生
は
起
源

と
価
値
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
系
譜
は
違
い
ま
す

が
、
興
味
深
い
も
の
と
し
て
秋
葉
報
告
に
接
し
て
想
い
起
こ
し
ま
し
た
。

抽象abstractio理論についての管見
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有
限
的
存
在
に
と
っ
て
のin

tellectu
s

の
よ
り
深
い
意
味

パ
ー
ソ
ン
論
に
つ
い
て
は
、
秋
葉
先
生
が
新
た
に
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
た
論

稿
で
説
明
が
恐
ら
く
敷
衍
さ
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
つ
い

て
の
私
の
見
解
を
の
べ
る
こ
と
は
よ
そ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
一
つ
だ
け
敢
え

て
こ
こ
で
申
し
て
お
き
ま
す
と
、
人
間h

o
m
o

が
「
存
在
の
根
っ
こ
」in

tel-

lectu
s

を
賦
与
さ
れ
て
、
身
体
と
魂
（co

rp
u
s et a

n
im
a

）、
す
な
わ
ち
、
質

料
と
形
相
（m

a
teria et fo

rm
a

）
を
有
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
紛
い
も
な

い
ペ
ル
ソ
ナ
・
パ
ー
ソ
ンp

erso
n
a

だ
、
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
た
ま
た
ま
あ
る
機
能
が
何
ら
か
の
不
都
合
に
よ
っ
て
作
動
し
な
い
と
い
う

ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
故
に
た
だ
ち
に
パ
ー
ソ
ン
で
な
く
な
る
、
と
い
う

よ
う
な
解
釈
は
恣
意
的
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す11

）

。
こ
う
し
た
考
え
方

は
、
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
ま
せ
ん
が
、
基
本
的
に
は
人
間
存
在
論
に
立
脚
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。（
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
先
端
問
題
が
簡
単
に
解
決

す
る
な
ど
と
は
考
え
て
は
お
り
ま
せ
ん
。）

な
お
、in

tellectu
s

を
媒
介
に
し
て
、
人
間
存
在
論
を
説
く
こ
と
の
利
点
を

次
に
附
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
風
にfo

rm
a

と

m
a
teria

の
二
者
で
人
間
の
存
在
を
考
え
ま
す
と
、
人
が
死
ん
だ
ら
も
う
そ
れ

で
お
終
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
想
起
（a

n
a
m
n
esis

）
説
を
唱
え
る
ソ
ク
ラ

テ
ス
あ
る
い
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
し
て
想
起
説
を
唱
え
さ
せ
た
プ
ラ
ト
ン
で
し
た

ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
ま
た
別
の
可
能
性
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、

身
体
の

を
脱
し
た
と
こ
ろ
で
魂
は
そ
の
本
来
の
存
在
様
態
を
回
復
す
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
ら
両
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
に
対
し
ま
し
て
、
し
か
し
、
ト
マ
ス
風

にin
tellectu

s

が
そ
も
そ
も
「
存
在
の
根
っ
こ
」
と
し
て
直
接
賦
与
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
人
間
的
な
認
識
や
情
動
作
用
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま

な
行
為
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
つ
ま
り
も
っ
と
も
人
間
ら
し
く
生
き
る
・
活
動

す
る
た
め
に
は
「
霊
肉
一
体
と
し
て
の
存
在
」
を
要
求
し
ま
す
。
こ
れ
は
私
た

ち
の
日
常
の
経
験
に
合
致
す
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
他
方
、
い
ず
れ

は
こ
の
世
を
旅
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
日
を
迎
え
る
人
間
と
し
て
は
今
あ
る
己
が

霊
肉
は
亡
ぶ
と
も
（
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厳
然
た
る
事
実
で

あ
る
と
思
い
ま
す
）
、
人
間
的
十
全
な
存
在
様
態
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど

も
、in

tellectu
s

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
消
滅
を
免
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
理
論
的
な
可
能
性
が
留
保
さ
れ
て
い
る
訳
で
す
。
こ
こ
に
永
世
へ
の
希

望
を
託
す
手
掛
か
り
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
い
う
と
「
復
活
」resu

rrectio

へ

の
理
論
的
手
掛
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

終
わ
り
に

以
上
き
わ
め
て
雑
駁
な
コ
メ
ン
ト
と
も
感
想
と
も
つ
か
な
い
見
解
を
、
私
が

理
解
し
え
て
い
る
範
囲
で
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
抽
象a

b
stra

ctio

と
知
性

in
tellectu

s

を
手
掛
か
り
と
し
て
申
し
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
い

く
ぶ
ん
な
り
と
も
秋
葉
先
生
の
ご
発
言
の
趣
旨
が
よ
り
明
瞭
に
な
り
、
あ
る
い

は
よ
り
補
強
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
に
す
ぐ
る
喜
び

は
あ
り
ま
せ
ん
。

附
記：

こ
こ
で
は
秋
葉
先
生
の
講
演
調
に
合
わ
せ
て
「
で
す
ま
す
調
」
で
通
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し
ま
し
た
。
引
用
文
献
も
手
掛
か
り
と
な
る
当
該
箇
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
稿
で
は
詳
細
な
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
て
、
最
小

限
の
注
を
記
し
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。
そ
の
代
わ
り
、
末

尾
に
、
注
で
引
用
し
た
も
の
の
他
に
も
、
頼
り
に
な
る
参
考
文
献
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
通
常
「
知
性
」
と
訳
し
て
す
ま
さ
れ
て
い
る“in

tellectu
s”

を

馴
染
み
や
す
い
よ
う
に
と
の
思
い
か
ら
、私
は
こ
こ
で
は
仮
に「
存
在
の
根
っ

こ
」
と
勝
手
に
訳
し
て
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
定
訳
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
念
の
た
め
に
書
き
添
え
て
お
き
ま
す
。
ト
マ
ス
の
抽
象
論
に
関

連
し
て
は
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
ア
ル
ト
ゥ
ル
・
ウ
ッ
ツ
の
「
全
体
抽
象
論
」” d

ie
 

L
eh
re d

er to
ta
len A

b
stra

k
tio
n
“

が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
論
じ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

註

１
）

二
〇
〇
四
年
十
月
一
日
か
ら
、
社
会
倫
理
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
一
般
公

開
さ
れ
て
い
る
。

２
）

後
出
参
考
文
献
欄
を
参
照
。
尚
、
後
日
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
山
内
神
父
は
私

の
叔
父
の
同
級
生
で
あ
っ
た
。

３
）

本
稿
第
一
草
稿
を
書
き
上
げ
た
二
〇
〇
四
年
五
月
連
休
明
け
に
、
秋
葉
先
生
の
数

篇
の
論
文
を
読
む
機
会
を
得
て
、
私
は
驚
い
た
。
私
と
同
じ
方
向
で
、
同
じ
内
容
で

議
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
の
を
そ
こ
に
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
違
い
は
あ

る
。
徹
底
性
も
然
る
も
の
な
が
ら
、
緻
密
さ
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
座
標
に
譬
え

て
い
え
ば
、
私
の
使
用
す
る
座
標
は
、
単
位
も
桝
目
も
粗
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
秋

葉
先
生
の
も
の
は
、
単
位
が
細
か
く
桝
目
も
緻
密
で
、
従
っ
て
、
そ
の
分
当
然
の
こ

と
で
あ
る
が
、
議
論
及
び
論
証
が
正
確
精
緻
で
あ
る
。
そ
の
数
篇
す
べ
て
を
紹
介
す

る
代
わ
り
に
、
最
近
の
も
の
を
一
篇
だ
け
こ
こ
で
は
紹
介
し
て
お
い
た
。
そ
の
秋
葉

論
文
、
即
ち
、「
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
｜
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
の
立
場
か
ら
｜
」
は
、

完
成
度
の
高
さ
か
ら
い
っ
て
「
第
一
級
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
一
箇
所

の
訂
正
を
も
要
し
な
い
、
全
面
的
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
長
年
月
を
か

け
て
、
少
し
ず
つ
進
め
て
き
て
い
た
考
察
が
、
そ
し
て
温
め
て
い
た
考
え
が
、
秋
葉

先
生
に
よ
っ
て
よ
り
明
快
で
充
実
し
た
姿
を
以
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、

一
方
で
は
深
い
共
感
を
覚
え
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
勇
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
同
時
に
私
の
情
報
網
な
り
視
野
の
狭
さ
を
も
明
示
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

４
）

T
h
o
m
a
s A

q
u
in
a
s,
S
u
m
m
a th

eologiae
,
I,
Q
u
.
85,

a
rt.
1.

『
神
学
大
全
』

邦
訳
第
六
冊
、
二
七
八
頁
以
下
。V

g
l.
a
u
ch P

eter P
a
u
l M

u
ller

S
ch
m
id
,D
er

 
ration

ale
 
W
eg zu

r politisch
en
 
E
th
ik
,
S
.
17ff.

５
）

稲
垣
良
典
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
』
八
三
頁
以
下
。

６
）

T
h
o
m
a
s A

q
u
in
a
s,
S
u
m
m
a th

eologiae
,
I,
Q
u
.
79,

a
rt.
2 et a

rt.
3.

『
神

学
大
全
』
邦
訳
第
六
冊
、
一
四
五
頁
以
下
、
及
び
、
一
五
〇
頁
以
下
。

７
）

T
h
o
m
a
s A

q
u
in
a
s,
S
u
m
m
a th

eologiae
,
I,
Q
u
.
76,

a
rt.
1.

『
神
学
大
全
』

邦
訳
第
六
冊
、
四
二
頁
。
但
し
、
こ
の
箇
所
で
は“in

tellectu
s”

と
い
う
語
で
は
な

く
、“a

n
im
a in

tellectiv
a
”

と
い
う
用
語
で
語
ら
れ
て
い
る
。

８
）

江
原
昭
善
『
人
類
の
起
源
と
進
化
』
第
九
章
、
特
に
一
二
一
頁
。

９
）

岩
崎
武
雄
『
正
し
く
考
え
る
た
め
に
』
八
四
頁
以
下
、
岩
崎
武
雄
『
哲
学
の
す
す

め
』
一
八
六
頁
な
ど
を
参
照
。

10
）

S
ee K

a
rl R

a
im
u
n
d P

o
p
p
er,

C
on
jectu

res an
d
 
refu

tation
s
,
In
tro
d
u
c-

tio
n
:
O
n th

e S
o
u
rces o

f K
n
o
w
led
g
e a

n
d o

f Ig
n
o
ra
n
ce,

esp
.
p
.
24.

11
）

秋
葉
悦
子「
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
｜
人
格
主
義
の
生
命
倫
理
学
の
立
場
か
ら
｜
」、
一
〇

一
｜
一
〇
二
頁
、
一
一
三
｜
一
一
四
頁
も
同
旨
。
秋
葉
「
ヒ
ト
胚
の
尊
厳
」
一
〇
一

｜
一
〇
二
頁
で
は
、「
生
命
の
質
」
論
と
「
パ
ー
ソ
ン
論
」
に
つ
い
て
簡
潔
な
説
明
と

反
論
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
積
極
的
な
説
明
は
、
同
論
文
の
特
に
一
一
一
頁
以

下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
の
ペ
ル
ト
ナ
ー
教
授
は
、
ほ
ぼ
重
な
る
問

題
領
域
に
関
し
て
、” P

o
ten

tia
lita

tsa
rg
u
m
en
te“

「
潜
在
可
能
性
」
論
と

” P
erso

n
en
-
o
d
er In

teressen
a
rg
u
m
en
te“

「
パ
ー
ソ
ン
論
」﹇
こ
れ
はA

n
to
n

 
L
eist

の
区
分
名
に
よ
る
。﹈、
そ
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
、” In

teressen
eth

ik
“
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と
も
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
周
到
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
趣

旨
は
、
秋
葉
論
文
と
ほ
ぼ
全
面
的
に
一
致
し
て
い
る
。V

g
l.
G
u
n
th
er
 
P
o
ltn
er,

A
ch
tu
n
g d

er W
u
rd
e u
n
d S

ch
u
tz v

o
n In

teressen
,
in
:
J.
B
o
n
elli

H
rsg

.

）,

D
er
 
M
en
sch als M

itte u
n
d
 
M
aß
stab d

er
 
M
ed
izin

,
S
.
13ff.

V
g
l.
O
tfried

 
H
o
ffe,

M
en
sch

en
w
u
rd
e a

ls eth
isch

es P
rin
zip
,
in
:
O
.

H
o
ffe,

L
.
H
o
n
n
efeld

er,
J.
Isen

see,
P
.
K
irch

h
o
f
H
rsg

.

）,G
en
tech

n
ik

 
u
n
d
 
M
en
sch
en
w
u
rd
e:
an
 
d
en
 
G
ren

zen
 
von

 
E
th
ik
 
u
n
d
 
R
ech

t,
K
o
ln

 
2002.

例
え
ば
、“sp

eciesism
”

（
唯
種
独
尊
主
義
、
或
い
は
意
を
汲
ん
で
訳
せ
ば
、

「
当
該
種
帰
属
者
限
定
尊
重
主
義
」）
批
判
を
展
開
す
るP

eter S
in
g
er,

A
n
im
al

 
L
iberation

,
L
o
n
d
o
n
 
1995,

ch
a
p
.
1

に
対
す
る
﹇
と
い
う
こ
と
は
、H
elg
a

 
K
u
h
se,

N
o
rb
ert H

o
erster

に
対
し
て
も
十
分
通
用
す
る
﹈
適
切
な
反
批
判
をO

.

H
o
ffe,

M
en
sch

en
w
u
rd
e a
ls eth

isch
es P

rin
zip
,
S
.
119

120

に
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

参
考
文
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葉
悦
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｜
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続
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独
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独
仏
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