
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
大
智
学
的
認
識
論
に
関
す
る
一
考
察

衛
　
藤
　
吉
　
則

I
　
は
じ
め
に

ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
思
想
は
'
一
般
に
r
入
管
学
(
A
n
t
h
r
o
p
o
s
o
p
h
i
e
)
j

と
呼
ば
れ
る
.
人
智
学
と
は
'
ギ
リ
シ
ャ
語
の
a
コ
t
h
o
r
o
p
o
s
(
人
間
)
と
の
o
p
h
i
a

(
叡
智
)
を
組
み
合
わ
せ
た
語
で
t
 
r
真
の
人
間
認
識
へ
と
導
く
学
」
と
い
う
意

味
を
も
ち
'
彼
が
「
真
の
認
識
科
学
」
と
呼
ぶ
r
精
神
科
学
(
G
e
i
s
t
e
s
w
i
s
s
e
n
-

s
c
h
a
f
t
)
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
'
と
り
わ
け
'
そ
の
精
神
科
学

は
、
教
育
・
文
化
と
い
っ
た
精
神
領
域
に
お
け
る
当
時
の
危
機
的
状
況
を
克
服

す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
.
つ
ま
け
、
自
然
科
学
や
政
治
・
経
済
の
領
域

が
'
自
ら
の
原
理
を
唯
一
の
も
の
と
し
て
'
教
育
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
精
神

の
領
域
へ
と
そ
の
原
理
を
通
用
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は

精
神
的
領
域
の
独
自
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
学
理
論
は
'
自
然
科
学
と
は
別
の
人
智

(
1
)

学
的
な
人
間
認
識
に
基
づ
く
精
神
科
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
自
身
'
「
将
来
を
担
う
教
育
者
こ
そ
も
　
人
間
本
性
の
最
も
深
い

S
)

部
分
を
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
語
る
よ
う
に
も
　
そ
こ
で
は
従
来
看
過
さ
れ

て
き
た
「
人
間
本
性
に
つ
い
て
.
の
よ
り
深
い
洞
察
」
が
人
智
学
的
認
識
論
に
基

づ
き
組
み
込
ま
れ
'
教
育
学
的
に
再
構
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
'
本
論
稿
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学
の
基
盤
と
な
る
こ
の
人

智
学
的
認
識
論
に
焦
点
を
当
て
も
　
そ
の
成
立
背
景
や
思
想
の
構
造
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
'
今
も
っ
て
不

(
3
)

毛
な
論
争
に
終
始
し
て
い
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学
論
議
に
'
理
論
解
明
の

視
点
が
提
示
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

H
　
ド
イ
ツ
観
念
論
の
克
服

(
-
)
か
ン
ト
的
認
識
-
素
朴
実
在
論
と
批
判
的
観
念
論
I

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
認
識
論
へ
の
関
心
は
'
直
接
的
に
は
自
ら
の
体
験
に
起
因

(
4
)

す
る
r
可
視
の
事
実
」
と
「
不
可
視
な
本
質
」
と
の
総
合
と
い
う
課
題
に
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
認
識
衝
動
を
内
的
に
も
つ
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
'
必
然
的
に
'
「
不

可
視
な
本
質
」
を
認
識
の
問
題
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
カ
ン
ト
的
認

識
科
学
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
'
そ
の
克
服
を
自
ら
の
主
題
と
し
た
の
で
あ

b
.
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
は
'
青
年
期
に
お
け
る
認
識
論
に
関
す
る
哲
学
的

思
索
を
通
し
て
t
 
r
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
論
文
』
(
1
8
8
3
-
9
7
)
、
『
ゲ
ー
テ
的
世

界
観
の
認
識
論
要
綱
』
(
1
8
8
6
)
t
 
F
真
理
と
学
問
』
(
1
8
9
2
)
t
 
r
自
由
の
哲
学
』

(
1
8
9
4
)
'
『
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
』
(
1
8
9
7
)
t
 
r
哲
学
の
謎
1
(
1
9
1
4
)
t
 
r
人
間
の
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f.o)

謎
』
(
1
9
1
9
等
の
理
論
的
著
作
に
お
い
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。

彼
の
こ
う
し
た
認
識
論
哲
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
'
当
時
の
主
な
認
識
論
的
立

場
は
t
 
r
素
朴
実
在
論
(
n
a
i
v
e
r
R
e
a
l
i
s
m
u
s
)
」
と
「
批
判
的
観
念
論
(
k
r
i
-

t
i
s
c
h
e
r
l
d
e
a
l
i
s
m
u
s
)
j
と
に
区
分
し
て
叙
述
さ
れ
る
。

ま
ず
へ
素
朴
実
在
論
と
は
'
「
知
覚
さ
れ
た
世
界
は
私
の
表
象
で
あ
る
」
と

い
う
命
題
に
基
づ
き
'
主
観
的
な
知
覚
内
容
で
あ
る
「
表
象
」
を
単
純
に
唯
一

の
認
識
対
象
と
し
て
信
じ
る
立
場
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
「
私
た

ち
の
知
識
は
自
ら
の
表
象
を
超
え
た
い
か
な
る
も
の
も
対
象
と
し
て
い
な
い
。

私
た
ち
の
表
象
こ
そ
が
私
た
ち
が
直
接
経
験
し
'
体
験
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ

る
。
-
し
た
が
っ
て
も
哲
学
す
る
こ
と
の
は
じ
め
に
表
象
を
越
え
る
あ
ら
ゆ
る

(

蝣

a

)

知
識
は
疑
い
う
る
も
の
と
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
'
こ
の
立
場

は
人
間
の
認
識
範
囲
を
知
覚
世
界
に
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
論
的
根

拠
に
基
づ
き
'
自
然
科
学
の
方
法
論
は
新
た
に
権
威
づ
け
ら
れ
'
知
覚
内
容
の

厳
密
な
記
述
に
徹
す
る
「
説
肝
の
学
」
が
事
実
領
域
に
限
定
さ
れ
た
形
で
確
固

た
る
地
位
を
築
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
批
判
の
対
象
と
し
た
カ
ン
ト
的
認
識
も
こ
の
素
朴
実
在
論

の
範
鴫
に
入
る
も
の
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
も
時
間
と
空
間
と
い
っ
た
感

性
形
式
に
則
る
主
観
的
な
表
象
こ
そ
が
認
識
の
対
象
で
あ
り
'
そ
う
し
た
認
識

の
限
界
を
越
え
る
こ
と
は
「
理
性
の
冒
険
」
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
'
経
験

に
よ
っ
て
得
た
知
覚
-
カ
ン
ト
の
場
合
の
「
現
象
界
」
-
の
背
後
に
あ
る
「
物

自
体
」
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
が
た
と
え
実
体
で
あ
る
と
し
て
も
経
験
で
き
な
い

と
さ
れ
'
「
不
可
知
論
」
　
の
立
場
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
'
一
方
で

カ
ン
ト
は
'
合
理
論
的
な
理
念
を
も
受
け
入
れ
'
普
遍
的
真
理
を
求
め
る
理
性

の
無
限
の
実
践
に
こ
そ
人
間
の
本
質
が
あ
る
と
L
t
　
こ
の
課
題
は
認
識
科
学
と

は
別
の
形
而
上
学
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
と
す
る
。

次
に
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
「
批
判
的
観
念
論
」
と
呼
ぶ
立
場
に
つ
い
て
み
て

み
よ
う
。
彼
は
'
こ
の
立
場
を
'
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
I
が
提
唱
し
た
「
生
へ

の
意
志
」
を
当
時
再
解
釈
し
た
バ
ル
ト
マ
ン
(
H
a
r
t
m
a
n
n
,
E
.
v
.
)
　
の
哲
学
の

(
7
)

う
ち
に
み
て
い
る
。
そ
の
バ
ル
ト
マ
ン
の
立
場
は
'
カ
ン
ト
同
様
「
物
自
体
」

が
現
象
界
に
で
は
な
く
'
時
間
や
空
間
の
形
式
を
超
え
た
実
在
界
に
屈
す
べ
き

も
の
と
想
定
す
る
1
方
'
そ
の
　
「
物
自
体
」
　
の
実
体
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
-

的
に
「
宇
宙
的
な
意
志
」
と
解
し
'
現
象
界
に
お
け
る
事
物
は
「
意
志
の
仮
象
」

で
あ
る
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
'
こ
こ
で
は
「
物
自
体
」
に
関
す
る
認
表
は
カ

ン
ト
の
よ
う
に
形
而
上
学
の
問
題
と
さ
れ
ず
、
一
な
る
も
の
で
無
時
間
的
な
も

の
で
あ
る
私
の
意
志
に
よ
っ
て
間
接
的
で
は
あ
る
が
掌
握
可
能
と
さ
れ
る
の
で

E
c
aつ

ま
り
'
こ
の
立
場
は
'
認
識
論
的
に
は
先
の
素
朴
実
在
論
の
立
場
を
支
持

し
っ
っ
も
'
人
間
理
性
の
斉
1
性
を
最
終
的
に
は
信
じ
る
が
ゆ
え
'
そ
の
表
象

の
う
ち
に
r
物
自
体
」
の
性
質
を
間
接
的
で
は
あ
る
が
憶
測
で
き
る
も
の
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
先
の
カ
ン
ト
的
認
m
科
学
が
'
伍
伍
主
観
性
の

ゆ
え
に
事
実
領
域
と
価
値
領
域
を
二
分
化
し
'
前
者
を
認
識
対
象
と
L
t
後
者

を
不
可
知
論
の
立
場
に
置
い
た
の
に
対
し
て
'
こ
の
立
場
は
仮
説
的
で
は
あ
る
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が
認
識
に
お
け
る
事
実
と
価
値
の
総
合
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
素

朴
実
在
論
の
よ
う
に
主
観
的
な
知
覚
内
容
を
単
純
に
信
じ
る
の
で
は
な
く
'
自

己
批
判
的
に
価
値
主
観
的
な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
は
'

当
時
の
流
行
に
従
い
自
ら
の
世
界
観
を
帰
納
的
自
然
科
学
的
な
経
験
の
上
に
基

礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
的
認
識
の
客
観
性
に
近
づ
こ
う
と
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
立
場
は
方
法
論
的
に
は
先
の
素
朴
実
在
論
の
立
場
を
と
り
'
認

識
の
対
象
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
の
問
題
と
し
た
'
神
・
魂
・
物
自

体
と
い
っ
た
領
域
に
ま
で
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
カ
ン
ト
的
認
識
へ
の
批
判
と
克
服
と
し
て
の
ド
イ
ツ
観
念
論

ま
ず
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
'
「
素
朴
実
在
論
」
が
と
る
認
識
の
二
元
論
に
つ

い
て
へ
　
そ
の
立
場
が
'
「
物
自
体
」
と
い
う
架
空
の
理
論
を
作
り
上
げ
'
現
実

的
な
洞
察
に
よ
っ
て
理
念
世
界
の
本
質
を
開
示
す
こ
と
を
断
念
し
て
い
る
と
強

く
批
判
す
る
。
そ
う
し
た
立
場
の
問
題
性
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'
思

考
と
経
験
を
分
離
し
'
経
験
に
絶
対
的
な
真
理
を
獲
得
す
る
能
力
が
な
い
と
し

た
カ
ン
ト
的
偏
見
に
あ
る
と
さ
れ
る
'
こ
の
カ
ン
ト
的
な
見
方
に
基
づ
く
限
り
へ

真
理
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
理
念
認
識
と
し
て
の
経
験
に
根
拠
を
も
つ
も
の

で
は
な
く
'
実
践
理
性
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
な
要
請
か
'
経
験
に
依
拠
し
な

い
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

次
に
'
「
批
判
的
観
念
論
」
　
に
対
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
見
解
を
み
て
み
よ

う
。
こ
の
立
場
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'
認
識
に
際
す
る
究
極
的
根
拠

の
可
能
性
を
排
除
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
自
然
科
学
の
み
に
通
用
す
る

方
法
論
を
人
間
的
事
象
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
領
域
に
借
用
し
、
あ
え
て
合
理

主
義
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
矛
盾
し
た
立
場
と
と
ら
え
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
'
彼
は
こ
の
立
場
を
'
「
素
朴
実
在
論
と
観
念
論
と

(
8
)

の
矛
盾
に
満
ち
た
混
合
」
と
評
L
t
「
形
而
上
学
的
実
在
論
(
m
e
t
a
p
h
y
s
i
s
c
h
e
r

R
e
a
l
i
s
m
u
s
)
j
　
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
以
上
み
て
き
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
カ
ン
ト
的
認
識
批
判
は
'
彼
の

「
認
識
」
　
に
お
け
る
態
度
そ
の
も
の
の
う
ち
に
論
拠
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
'
彼
は
'
時
間
と
空
間
に
限
定
さ
れ
た
カ
ン
ト
胡
な
経
験
的
知
覚
が
有

す
る
孤
立
的
な
連
関
に
対
し
て
'
そ
の
よ
う
な
孤
立
性
が
事
物
の
真
の
特
性
だ

と
す
れ
ば
'
事
物
の
諸
関
連
を
求
め
る
よ
う
な
研
究
に
そ
も
そ
も
何
の
意
味
が

あ
る
の
か
と
根
本
的
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に

と
っ
て
　
「
認
識
」
と
は
'
事
物
の
最
も
深
い
本
質
'
根
源
を
探
求
す
る
こ
と
で

あ
り
'
そ
れ
は
人
間
の
本
性
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
有
機
的
・
全

体
的
な
総
合
を
求
め
る
衝
動
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
'
彼
に
よ
れ
ば
'
そ
の
衝
動

(
9
)

は
す
べ
て
の
学
問
的
研
究
の
根
拠
に
な
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
お
い
て
は
'
そ
う
し
た
　
「
可
視
の
事
実
」
と

「
不
可
視
の
本
質
」
と
の
総
合
と
い
っ
た
認
識
衝
動
は
'
カ
ン
ト
的
認
識
を
超

え
て
、
同
じ
く
カ
ン
ト
哲
学
の
克
服
を
め
ざ
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
'
シ
ェ
リ
ン
グ
'

ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
さ
ら
に
向
け
ら
れ
'
そ
こ
に
精
神
の
独
自
性
を
哲
学
的
に
証
明

し
よ
う
と
し
た
思
想
的
立
場
を
兄
い
出
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
'
彼
ら
の
観
念
論
哲
学
の
う
ち
に
'
カ
ン
ト
が
分
断
し
た
認
識
す
る
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精
神
と
実
践
す
る
精
神
と
の
統
一
を
予
感
し
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
で
は
あ
る
が
'

最
終
的
に
は
そ
こ
に
自
ら
の
思
想
と
の
整
合
性
を
兄
い
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
は
'
彼
ら
の
理
論
に
は
'
「
不
可
視
な
本
質
」
に
よ
る
　
「
可
視

な
事
実
」
　
へ
の
1
方
的
な
越
境
が
見
て
と
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'
宇
宙
の
構
造
を
す
べ
て
自
我
か
ら
浪
鐸
し
よ
う
と
す
る

フ
ィ
ヒ
テ
の
理
論
は
'
「
物
質
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
L
t
　
そ
れ

を
精
神
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
」
と
す
る
経
験
内
容
の
欠
け
た
「
極
端
な
唯
心
論
」

(S)

と
位
置
づ
け
ち
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
自
我
と
い
う
視
点
に
お
い
て
精

神
と
自
然
が
同
質
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
基
づ
き
'
「
自
然
を
創
造
す
る
こ
と
し

が
自
然
認
識
で
あ
る
と
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
見
解
は
'
精
神
と
し
て
の
思
考
の

優
位
性
と
創
造
性
を
説
く
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
誤
解
し
た
自
然
認
識
で
あ

o

る
と
批
判
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
以
降
の
観
念
論
哲
学
に
あ
っ
て
'
ヘ

ー
ゲ
ル
哲
学
は
'
ゲ
ー
テ
に
み
る
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
(
変
態
)
　
の
考
え
方
を

理
念
に
お
い
て
表
そ
う
と
し
た
点
で
「
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
哲
学
者
」
　
で
あ
る

と
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
ひ
と
き
わ
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
'

自
我
の
存
在
論
的
証
明
に
よ
っ
て
単
に
理
念
的
に
客
体
を
求
め
た
前
二
者
と
異

な
り
も
　
不
完
全
な
感
覚
的
存
在
で
あ
る
主
体
を
自
己
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
通

じ
て
真
理
に
近
づ
き
う
る
と
し
た
彼
の
考
え
方
に
シ
ユ
タ
イ
ナ
I
が
共
鳴
し
た

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
'
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
も
'
哲
学
的
思
考
操
作
の
み
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
た
彼
の
理
論
は
人
間
を
内
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
欠
け
て
い
た

た
め
'
血
の
気
の
な
い
抽
象
に
終
わ
っ
た
と
非
難
さ
れ
'
さ
ら
に
'
そ
こ
に
お

い
て
は
世
界
内
容
の
最
も
高
次
な
形
を
各
人
の
人
格
の
上
に
求
め
ず
'
国
家
や

絶
対
精
神
と
い
っ
た
外
的
な
も
の
に
置
い
た
た
め
'
真
の
自
由
は
そ
の
世
界
観

(
2
)

に
お
い
て
は
実
現
さ
れ
な
い
と
も
批
判
さ
れ
る
。

以
上
の
批
判
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
'
先
に
み
た
批
判

的
観
念
論
が
陥
る
困
難
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
'
自
己
の
内
部
や
外
な
る
世

界
に
お
い
て
'
知
覚
し
'
体
験
す
る
も
の
の
中
に
「
何
か
」
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
認
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
フ

ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
　
「
知
的
直
観
」
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
　
「
絶
対
知
」
　
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
可
視
の
事
実
」
と
　
「
不
可
視
の
本
質
」
と
の
架
橋
を
な

す
と
さ
れ
る
　
「
何
か
」
は
'
ゲ
ー
テ
思
想
と
の
出
会
い
を
待
つ
こ
と
に
な
る
e

m
　
人
智
学
的
認
識
論
の
基
盤
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
的
認
識

(
-
)
ゲ
ー
テ
の
自
然
科
学
的
認
識

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
'
ウ
ィ
ー
ン
工
科
大
学
で
の
シ
ユ
レ
-
ア
(
S
c
h
r
d
e
r
.
K
.
1
.
)

教
授
に
よ
る
ゲ
ー
テ
論
を
契
機
と
し
て
'
ゲ
ー
テ
思
想
の
う
ち
に
感
覚
世
界
と

精
神
世
界
の
総
合
.
の
鍵
を
兄
い
出
す
に
至
る
。
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'
自

ら
の
認
識
論
の
構
築
に
際
し
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
っ
た
の
は
'
ゲ
ー
テ
の
自

然
観
察
の
方
法
と
態
度
で
あ
る
と
さ
れ
る
.

こ
の
ゲ
ー
テ
の
自
然
認
識
は
t
 
r
外
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
精
神
(
G
e
i
s
t
)

の
贈
物
(
G
a
b
e
)
や
'
瞬
間
的
な
予
期
し
な
い
突
然
の
イ
ン
ス
ビ
ラ
ツ
ィ
オ

(
3
)

ン
に
よ
っ
て
で
は
な
く
へ
厳
密
な
体
系
的
な
作
業
に
よ
る
首
尾
一
貫
し
た
努
力
」
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を
前
提
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
'
そ
の
ゲ
ー
テ
的
認
識
は
'
先
に
み

た
理
念
世
界
と
経
験
世
界
と
の
二
元
論
を
前
提
と
し
た
カ
ン
ト
的
な
認
識
の
二

元
論
や
'
方
法
論
的
中
立
性
の
も
と
に
主
観
の
批
判
的
態
度
に
よ
っ
て
事
実
と

伍
店
の
二
元
論
を
架
橋
し
よ
う
と
し
た
批
判
的
観
念
論
の
認
識
方
法
や
'
精
神

に
よ
る
事
物
預
域
へ
の
越
境
を
め
ざ
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
観
念
論
の
認
識
と

も
根
本
的
に
原
理
を
異
に
し
た
。
ゲ
ー
テ
的
認
識
に
と
っ
て
特
徴
的
で
あ
っ
た

の
は
'
認
識
の
源
泉
を
一
つ
と
み
る
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
が
r
理
念
世
界
の
浸

透
し
た
経
験
世
界
J
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
事
実
と
価
値
は
'
経

験
の
深
み
と
い
っ
た
次
元
に
お
い
て
自
然
な
形
で
1
元
的
に
克
服
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
.

.
そ
の
こ
と
は
'
ゲ
ー
テ
の
　
「
原
植
物
」
　
の
発
見
に
つ
い
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
'
つ
ま
り
'
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
と
ら
え
'
主
観
的
な
感
情
を
排
除
L
t

対
象
の
本
質
に
徹
底
す
る
経
験
的
観
察
方
法
に
基
づ
き
'
多
様
で
変
化
・
生
成

す
る
植
物
を
そ
の
　
「
生
成
」
に
お
い
て
観
察
し
た
結
果
'
ゲ
ー
テ
は
す
べ
て
の

植
物
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
共
通
の
理
念
で
あ
る
「
原
植
物
」
を
導
き
出
し
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
原
植
物
」
　
の
見
方
に
つ
い
て
友
人
の
シ
ラ
ー
は
批
判

的
に
　
「
そ
れ
は
経
験
で
は
な
い
。
理
念
で
は
な
い
か
」
と
ゲ
ー
テ
に
問
う
て
い

る
。
が
'
ゲ
ー
テ
は
そ
の
よ
う
な
指
摘
に
困
惑
し
っ
つ
も
'
「
私
は
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
理
念
を
も
っ
て
い
て
'
し
か
も
そ
れ
を
肉
眼
で
も
見
て
い
る
の

(
2
)

だ
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
回
答
の
真
意
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'

ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
感
覚
世
界
が
肉
眼
の
前
に
あ
る
の
と
同
様
に
、
精
神
的
な

経
験
に
お
い
て
理
念
が
「
精
神
的
な
眼
(
g
e
i
s
t
i
g
e
A
u
g
e
)
」
　
の
前
に
あ
っ
た

の
で
経
験
と
理
念
と
い
う
区
別
は
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま

り
'
ゲ
ー
テ
は
'
理
念
を
「
事
物
の
中
に
直
接
に
現
存
す
る
」
も
の
で
あ
り
'

し
か
も
「
事
物
に
働
き
か
け
つ
つ
創
造
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。

し
か
も
'
そ
う
し
た
ゲ
ー
テ
的
自
然
認
識
は
'
ゲ
ー
テ
自
身
が
『
自
然
』
に

お
い
て
'
「
す
べ
て
の
人
間
は
自
然
の
中
に
お
り
'
自
然
は
す
べ
て
の
人
間
の

中
に
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
形
而
上
学
的
・
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な

「
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
対
応
」
に
基
づ
く
物
の
見
方
に
依

拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
当
時
の
哲
学
に
支
配
的
で
あ
っ
た
「
経
験

的
な
も
の
は
個
別
的
で
あ
り
'
普
遍
的
で
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
'

ゲ
ー
テ
と
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
断
固
と
し
て
個
的
な
経
験
の
う
ち
に
普
遍
を
み
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
方
法
も
世
界
観
に
よ
っ
て
こ
そ
'
事
物
を
要
素
化
す
る

従
来
の
自
然
科
学
の
方
法
で
は
な
く
'
「
生
き
生
き
と
働
き
か
け
つ
つ
'
全
体

か
ら
部
分
へ
向
か
う
」
自
然
研
究
の
別
の
道
が
開
け
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、

こ
こ
で
み
て
き
た
ゲ
ー
テ
の
意
味
に
お
け
る
(
理
念
世
界
の
浸
透
し
た
経
験
)

こ
そ
も
　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
い
わ
ん
と
す
る
総
合
へ
の
鍵
と
な
る
「
何
か
」
な
の

で
あ
る
。(

2
)
ゲ
ー
テ
的
認
識
論
を
超
え
て

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
'
そ
の
よ
う
な
総
合
の
鍵
を
'
「
思
考
」
　
の
二
九
的
な
作
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用
の
う
ち
に
兄
い
出
す
。
彼
の
認
識
論
は
'
ゲ
ー
テ
同
様
'
認
識
の
源
泉
を
一
,

っ
で
あ
る
と
み
な
し
'
外
的
な
知
覚
世
界
と
内
的
な
理
念
世
界
を
「
思
考
」
に

よ
っ
て
総
合
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
い
え
る
。
つ
ま
り
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ

れ
ば
'
客
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
知
覚
内
容
と
主
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る

概
念
に
お
い
て
は
'
一
面
的
な
現
実
し
か
と
ら
え
ら
れ
ず
'
知
覚
内
容
は
客
観

的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
現
実
な
部
分
で
あ
り
'
概
念
は
主
観
的
に
与
え
ら
れ
て

い
る
も
う
一
方
の
現
実
な
部
分
で
あ
る
と
さ
れ
'
「
こ
の
両
者
の
関
係
を
内
省

(
1
5
)

的
に
取
り
上
げ
る
思
考
こ
そ
が
現
実
を
把
握
す
る
」
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
'
こ
こ
で
主
張
さ
れ
る
一
元
的
な
「
思
考
」
　
こ
そ
'
ゲ
ー
テ
の
い

ラ
(
理
念
世
界
の
浸
透
し
た
経
験
)
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
'
そ
れ

は
'
主
観
的
で
も
客
観
的
で
も
な
く
'
現
実
の
両
側
面
を
包
括
す
る
原
理
と
し

て
作
用
L
t
あ
く
ま
で
も
現
実
的
な
経
験
の
延
長
上
に
体
験
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
'
一
方
で
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
自
ら
の
認
識
と
ゲ
ー
テ
の
認
識
と
の

相
違
に
つ
い
て
も
明
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
「
経
験
の

高
み
に
ま
で
至
っ
て
'
後
ろ
を
振
り
返
れ
ば
経
験
を
各
段
階
で
見
渡
す
こ
と
が

で
き
'
前
方
に
あ
る
理
論
の
王
国
に
入
っ
て
は
い
か
な
い
に
し
て
も
そ
れ
を
垣

(
1
6
)

問
見
る
こ
と
の
で
き
る
地
点
で
満
足
す
る
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
自
身
の
言
を
援

用
L
t
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
が
あ
る
決
ま
っ
た
限
界
ま
で
し
か
い
か
な
い
こ
と
を

批
判
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
ゲ
ー
テ
が
自
ら
の
認
識
的
態
度
を
'
「
汝
自

ら
を
認
讃
せ
よ
と
い
う
言
葉
は
昔
か
ら
い
つ
も
私
に
は
疑
わ
し
く
思
わ
れ
た
。

そ
れ
は
'
到
達
で
き
な
い
要
求
に
よ
っ
て
人
間
を
混
乱
さ
せ
'
外
界
に
対
す
る

活
動
を
内
的
な
誤
っ
た
畷
想
的
な
も
の
に
誘
惑
し
よ
う
と
す
る
。
・
・
人
間
が
自

(
」
)

ら
を
知
る
の
は
'
人
間
が
世
界
を
知
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
限
定
す

る
こ
と
に
対
し
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
'
人
間
は
自
分
自
身
を
知
る
限
り
に
お

い
て
世
界
を
知
る
と
い
う
立
場
を
ゲ
ー
テ
が
徹
底
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
彼

の
認
識
的
立
場
の
欠
陥
と
限
界
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
も
'
こ
の
よ
う
に

ゲ
ー
テ
の
認
識
が
理
念
を
前
提
と
し
つ
つ
も
'
あ
る
き
ま
っ
た
限
界
ま
で
し
か

見
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'
「
彼
の
思

考
が
観
照
で
あ
り
'
観
照
が
思
考
で
あ
っ
た
た
め
思
考
そ
の
も
の
を
思
考
の
対

(
2
)

象
に
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
」
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

以
上
の
意
味
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
い
う
思
考
体
験
は
'

外
的
世
界
観
察
に
限
定
さ
れ
た
ゲ
ー
テ
的
な
対
象
意
識
と
、
そ
の
対
象
意
識
へ

の
気
づ
き
で
あ
る
メ
タ
意
識
と
を
総
合
す
る
内
観
意
識
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
内
観
的
な
思
考
体
験
に
お
い
て
'
感
覚
的
次
元

に
お
い
て
は
兄
い
出
し
え
な
か
っ
た
領
域
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か

も
'
そ
こ
に
お
い
て
は
'
さ
ら
な
る
メ
タ
I
メ
タ
意
識
や
高
次
の
内
観
意
表
が

構
想
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
深
ま
り
に
応
じ
て
'
外
的
な
観
察
に
基
づ
く
似
像
と

し
て
の
不
完
全
な
知
覚
像
が
完
全
な
る
精
神
的
知
覚
世
界
の
思
考
原
像
と
結
び

(
1
9
)

つ
け
ら
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'
そ
の
よ
う
な
現
実
的
な
経
験
の
延
長

上
に
指
定
さ
れ
る
　
「
思
考
」
　
に
根
ざ
し
た
自
ら
の
認
識
論
的
立
場
は
、
事
象
の
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根
拠
に
人
間
が
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
抱
え
そ
の
真
理
は
信
じ
る

以
外
に
な
い
と
す
る
　
「
啓
示
の
ド
グ
マ
」
　
で
も
な
い
し
'
世
界
と
の
有
機
的
関

係
を
兄
い
出
そ
う
と
す
る
人
間
の
生
き
た
自
然
の
衝
動
を
無
視
し
、
純
粋
経
験

に
基
づ
く
単
な
る
事
実
の
羅
列
に
終
始
す
る
自
然
科
学
に
み
る
r
経
験
の
ド
グ

(S)

マ
」
　
で
も
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
で
は
'
自
ら
を
　
「
思
考
」
　
に
お
い
て

知
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
内
容
は
開
示
さ
れ
る
と
い
>
O
.
ン
ユ
タ
イ
ナ
I
の
主
張

は
、
彼
の
人
智
学
的
認
識
論
に
お
い
て
具
体
的
に
い
か
に
構
造
化
さ
れ
も
　
正
当

な
も
の
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅳ
　
人
智
学
的
認
識
論
の
構
造
と
解
明
の
視
点

(
-
)
人
習
字
的
認
識
論
の
射
程

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
的
認
識
の
射
程
を
考
え
る
場
合
'
そ
の
認
識
対
象
を
明
確
に

区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
'
「
無
機
的
自
然
」
と
　
「
有
機
的
白
然
し

と
　
r
人
間
精
神
」
と
に
で
あ
る
。

ま
ず
'
無
機
的
自
然
に
関
し
て
は
'
そ
の
現
象
が
自
然
法
則
に
基
づ
い
て
特

定
の
仕
方
で
し
か
生
じ
え
な
い
た
め
'
「
証
明
的
反
省
的
判
断
力
(
b
e
w
e
i
s
e
n
d
e

r
e
f
l
e
k
t
i
e
r
e
n
d
e
U
r
t
e
i
l
s
k
r
a
f
t
)
」
　
に
基
づ
き
'
そ
の
　
「
根
源
現
象
　
(
U
r
-

p
h
a
n
o
m
e
n
)
」
を
兄
い
出
す
こ
と
で
あ
る
.
と
い
う
。
そ
こ
で
は
感
覚
に
基
づ

く
観
察
を
通
し
た
上
で
'
そ
の
経
験
的
事
実
の
相
互
関
係
が
主
観
的
な
偏
見
を

排
除
し
た
思
考
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
'
根
源
現
象
と
し
て
の
自
然
法
則
の
発
見

が
め
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
有
機
的
自
然
に
対
し
て
は
'
感
覚
に
よ
る
外
的
な
観
察
に
比
し
て
、

「
観
照
的
判
断
力
　
(
a
n
s
c
h
a
u
e
n
d
e
U
r
t
e
i
-
s
k
r
a
f
t
)
」
　
と
い
う
内
的
な
直
観

(
I
n
t
u
i
t
i
o
n
)
　
が
比
重
を
増
し
'
ゲ
ー
テ
同
様
'
多
種
多
様
な
生
の
メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー
ゼ
(
変
能
〇
　
の
う
ち
に
　
r
典
型
(
T
y
p
u
s
)
」
を
兄
い
出
さ
ね
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
'
有
機
的
自
然
は
'
無
機
的
自
然
の
よ
う
に
単
線
的

な
原
因
-
結
果
と
い
っ
た
因
果
図
式
に
よ
っ
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
ず
'
思
考

し
っ
つ
観
照
し
　
(
d
e
n
k
e
n
d
a
n
s
c
h
a
u
e
n
)
、
観
照
し
っ
つ
思
考
す
る
　
(
a
n
-

s
c
h
a
u
e
n
d
d
e
n
k
e
n
)
　
中
で
も
　
そ
の
複
雑
な
有
機
的
連
関
の
中
に
　
r
典
型
」
　
を

兄
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
際
'
カ
ン
ト
的
立
場
の
よ
う
に
'

人
間
が
認
識
可
能
な
の
は
普
遍
概
念
二
股
)
と
個
物
(
特
殊
)
が
分
離
さ
れ

て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
り
'
有
機
体
は
個
物
の
中
に
合
目
的
性
を
も
つ
ゆ
え
存

在
論
的
に
は
証
明
さ
れ
ず
'
そ
の
本
質
的
言
明
は
実
践
的
な
課
題
で
あ
る
と
す

る
立
場
に
対
し
て
'
シ
ユ
タ
イ
ナ
I
は
ゲ
ー
テ
同
様
強
く
反
対
す
る
。
シ
ュ
タ

イ
ナ
ー
と
ゲ
ー
テ
は
'
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
生
成
的
発
展
と
「
典
型
」
　
の
う

ち
に
有
機
体
の
「
特
殊
」
と
「
一
般
」
　
の
生
き
生
き
と
し
た
図
式
を
み
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
有
機
科
学
の
認
識
の
あ
り
方
が
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
'

自
然
科
学
の
最
高
の
形
式
で
あ
り
'
そ
れ
が
ゲ
ー
テ
的
認
識
で
あ
る
と
さ
れ

る
。し

か
し
'
ゲ
ー
テ
の
場
合
、
有
機
体
と
し
て
の
動
植
物
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー

ゼ
の
視
点
の
も
と
認
識
の
対
象
と
な
り
え
た
が
'
独
自
の
存
在
で
あ
る
人
間
自

身
に
対
し
て
は
そ
の
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
'
ゲ
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-
テ
自
身
の
最
奥
に
向
け
た
認
識
体
験
の
欠
如
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
が
掩
み
込
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
間
の

「
思
考
」
　
の
う
ち
に
こ
そ
「
最
高
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
が
あ
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
精
神
に
向
け
ら
れ
た
学
問
こ
そ
が
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の

い
う
r
精
神
科
学
(
G
e
i
s
t
e
s
w
i
s
s
e
n
n
s
c
h
a
f
t
)
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'

無
機
的
自
然
や
人
間
以
外
の
有
機
的
自
然
が
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
　
「
個

的
行
為
と
普
遍
的
法
則
の
1
致
」
が
個
体
に
お
い
て
意
識
的
に
展
開
可
能
と
な

る
の
で
あ
る
'
つ
ま
り
'
人
間
精
神
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
お
い
て
は
'

「
典
型
」
な
ど
の
　
「
一
般
性
」
　
の
う
ち
に
現
れ
る
理
念
で
は
な
く
、
個
々
の
存

在
を
通
し
て
現
れ
る
理
念
こ
そ
が
究
極
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
認
識
主
観
問
題
の
克
服

で
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
い
う
「
思
考
」
　
の
客
観
性
は
'
認
識
主
観
の
欺
蛎

性
を
超
え
て
い
か
に
保
証
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
e

r
思
考
」
　
の
客
観
性
は
'
彼
に
よ
れ
ば
'
こ
う
し
た
知
覚
内
容
の
主
観
的
な

制
約
の
観
点
か
ら
一
旦
離
れ
て
'
自
分
以
外
の
事
物
で
は
な
く
'
ま
さ
に
自
分

自
身
を
対
象
と
し
て
知
覚
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
'
ゲ
ー
テ
が
対
象
と
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
'
あ
の
自
ら
の
　
「
思
考
」

を
対
象
と
し
て
み
る
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ

れ
ば
'
思
考
を
自
分
自
身
の
思
考
活
動
に
向
け
る
と
い
う
こ
と
は
'
思
考
が
自

ら
を
対
象
化
す
る
と
い
う
こ
と
'
つ
ま
り
思
考
が
自
ら
の
う
ち
に
主
観
的
な
性

質
と
客
観
的
な
性
質
と
を
同
時
に
包
摂
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
い
う
「
思
考
」
は
次
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
二
重
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
「
思
考
に
お
け
る
対
象
化
」
と
い
う
作

用
に
お
い
て
人
間
は
自
己
を
事
物
と
向
き
合
う
個
体
に
L
t
　
「
自
己
意
識
を
思

考
す
る
」
と
い
う
作
用
に
お
い
て
人
間
は
自
己
を
客
観
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が

ォ
)

で
き
る
'
と
。
そ
の
よ
う
な
認
識
作
業
に
よ
っ
て
'
現
れ
て
は
消
え
る
事
物

に
関
す
る
不
確
か
な
知
覚
像
と
は
異
な
り
'
永
続
的
で
確
実
な
自
分
自
身
に
つ

い
て
の
知
覚
像
が
存
在
す
る
こ
と
が
体
験
的
に
判
明
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
も

第
m
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
'
そ
の
よ
う
な
客
観
性
を
導
き
う
る
内
的
な
「
思

考
」
に
お
い
て
'
外
的
な
観
察
に
も
と
づ
き
得
ら
れ
た
似
像
と
し
て
の
知
覚
像

は
'
完
全
な
る
精
神
世
界
の
原
像
と
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
彼
は
'
近
代
哲
学
に
お
い
て
'
こ
の
内
な
る
表
象
と
外
な
る
対
象

と
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
最
大
の
誤
謬
が
あ
る

と
す
る
。
す
な
わ
ち
も
　
こ
う
し
た
「
思
考
」
に
よ
る
認
識
を
理
解
で
き
ず
主
観

的
だ
と
即
断
す
る
人
は
'
真
理
の
根
拠
を
不
完
全
な
経
験
世
界
か
'
経
験
の
彼

岸
に
あ
る
神
・
意
志
・
絶
対
精
神
な
ど
の
中
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る

6
1
)

の
で
あ
る
。

し
か
も
'
以
上
の
人
智
学
的
認
識
の
　
r
明
証
性
」
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
よ

れ
ば
'
そ
こ
で
得
ら
れ
た
原
理
が
'
自
ら
の
虚
構
的
な
創
作
で
は
な
く
'
現
実

の
観
察
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
も
　
他
の
人
が
後
か
ら
辿
る
こ

と
の
で
き
る
思
考
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
'
「
明
証
性
」
は
、

「
思
考
」
　
を
通
し
た
個
人
の
内
的
観
察
能
力
に
帰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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(
3
)
人
習
字
的
認
識
論
解
明
の
視
点

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
∵
ン
ユ
タ
イ
ナ
-
教
育
学
の
基
盤
と
な
る
人
智

学
的
認
識
論
の
妥
当
性
は
'
認
識
に
際
し
て
t
 
r
可
視
の
事
実
」
か
ら
r
不
可

視
の
本
質
」
　
へ
と
連
続
的
に
架
橋
す
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
的
r
思
考
」
の
構
造
の

う
ち
に
求
め
ら
れ
た
'
そ
こ
で
の
特
色
は
'
認
識
に
限
界
を
設
定
し
な
い
と
い

う
こ
と
も
ま
た
カ
ン
ト
的
認
識
科
学
が
形
而
上
学
上
の
実
践
的
要
請
と
し
て
位

置
づ
け
た
倫
理
の
問
題
や
「
物
自
体
」
　
へ
の
存
在
論
的
言
明
を
も
認
識
論
の
射

程
に
組
み
込
ん
だ
こ
と
に
あ
っ
た
e

L
か
L
t
　
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
的
認
識
の
立
場
は
'
こ
う
し
た
理
論
構
造
ゆ

え
に
も
経
験
科
学
に
依
拠
す
る
教
育
科
学
の
立
場
か
ら
'
認
識
す
る
主
体
(
個
)

と
自
ら
を
も
含
む
客
体
(
普
遍
)
を
r
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
I
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス

の
対
応
」
の
下
に
有
機
的
階
層
的
に
結
合
さ
せ
た
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
発
展
と

位
置
づ
け
ら
れ
'
と
り
わ
け
も
認
識
に
際
し
て
感
覚
的
経
験
領
域
か
ら
の
逸
脱

が
行
わ
れ
て
い
る
と
否
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
'
日
常
的
常
識
的
な
「
経
験
」

と
い
う
自
然
科
学
的
基
準
に
準
拠
し
た
経
験
科
学
の
側
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
批

判
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
場
合
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
'
こ
れ
ま
で
み
て
き

た
よ
う
に
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
と
っ
て
も
同
様
に
も
日
常
的
な
「
経
験
」
と
い
う

視
点
に
基
づ
く
限
り
も
認
識
に
限
界
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と

な
の
で
あ
る
。
で
は
'
依
然
と
し
て
根
深
い
こ
う
し
た
経
験
科
学
的
な
立
場
と

の
確
執
は
'
な
に
ゆ
え
に
生
じ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
回
答
は
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
「
思
考
」
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
表
そ
う

と
し
た
「
意
識
レ
ベ
ル
の
変
容
」
と
い
う
物
の
見
方
へ
の
認
否
問
題
に
帰
結
す

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
'
人
間
の
思
考
的
次
元
を
基
盤
と
し
た
メ
タ
モ
ル
フ
ォ

ー
ゼ
を
認
め
う
る
か
t
と
い
う
さ
ら
な
る
問
い
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

た
だ
し
'
こ
こ
で
議
論
を
よ
り
厳
密
に
す
る
上
で
'
シ
ユ
タ
イ
ナ
I
と
同
時

.
代
を
生
き
・
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
理
論
を
人
間
へ
と
適
用
し
た
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

ー
の
視
点
と
の
相
違
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ

I
の
場
合
'
ゲ
ー
テ
が
植
物
に
r
原
植
物
」
を
求
め
た
の
と
同
様
に
'
人
間
に

「
一
般
」
と
し
て
の
「
原
人
間
」
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
∵
ン
ユ
タ
イ
ナ
I
は
人
間
精
神
自
体
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
問
題
に
L
t

普
遍
的
真
理
は
あ
く
ま
で
も
各
個
人
の
内
的
な
思
考
の
高
ま
り
に
委
ね
ら
れ
た

の
で
あ
る
'
し
た
が
っ
て
'
高
次
の
認
識
を
'
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ
ー
が
最
終
的
に

「
神
即
日
然
し
と
い
っ
た
宗
教
的
な
境
地
に
み
た
の
に
対
し
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー

は
一
貫
し
て
個
人
の
思
考
の
う
ち
に
置
き
'
そ
こ
に
人
間
精
神
に
国
有
と
さ
れ

(
2
3
)

る
「
自
由
」
の
本
質
を
み
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
的

な
「
人
間
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
'
シ
ユ
タ
イ
ナ
I
に
と
っ
て
'
日
常
的
な
経
験
を
超
え

た
領
域
に
関
す
る
認
識
の
問
題
は
'
カ
ン
ト
的
に
形
而
上
学
上
の
実
践
理
性
の

要
請
問
題
へ
と
移
行
さ
れ
た
り
∵
ン
ユ
プ
ラ
ン
ガ
-
的
に
一
般
と
し
て
の
「
人

間
」
を
導
こ
う
と
す
る
宗
教
的
課
題
へ
と
昇
華
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
'
徹

頭
徹
尾
'
「
思
考
」
に
お
け
る
認
識
の
問
題
と
し
た
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
こ
と
を
意
味
す
べ
く
、
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
、
認
識
に
お
け
る
自
ら
の

思
考
内
容
の
一
元
論
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
一
元
論
は
'
人
間
が
素

朴
実
在
的
に
制
約
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
な
い
。
一
元
論
は
'
人
間
を

人
生
の
ど
の
瞬
間
に
も
存
在
全
体
を
開
示
で
き
る
よ
う
な
完
結
し
た
所
産
と
み

(
2
4
)

な
さ
な
い
。
-
一
元
論
は
'
人
間
の
中
に
発
展
す
る
存
在
を
認
め
る
」
と
。

し
た
が
っ
て
'
彼
の
場
合
'
認
識
に
際
す
る
感
覚
的
経
験
と
理
念
的
認
識
と
し

て
の
思
考
体
験
は
'
科
学
-
形
而
上
学
と
い
っ
た
学
問
的
分
化
を
意
味
せ
ず
も

精
神
の
発
達
と
い
う
系
へ
-
知
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
)
　
の
連
続
性
の
も
と
で
の

(
意
識
の
拡
大
)
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
'
同
1
系
に
お
け
る
位
相
の
問
題
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
(
主
体
変
容
と
し
て
の
知
)
と
い
う
視
点
に
お
い

て
'
認
識
の
壁
は
一
時
的
な
も
の
と
さ
れ
'
人
間
の
意
識
レ
ベ
ル
が
日
常
的
な

レ
ベ
ル
か
ら
高
次
の
レ
ベ
ル
に
高
進
す
る
に
つ
れ
て
克
服
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
し
か
も
'
そ
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
'
普
遍
的
な
法
則
と
主
体
と
し
て

の
個
が
'
さ
ら
に
は
'
存
在
(
行
為
)
と
知
(
認
識
)
が
内
在
的
有
機
的
に
結

び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
薫

.
以
上
が
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
人
智
学
的
認
識
論
の
背
景
と
な
る
独
自
な
構
造

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学
の
妥
当
性
を
彼
の
立
場
に
則

り
吟
味
す
る
際
'
以
上
み
て
き
た
(
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
理
論
に
依
拠
し
た
主

体
変
容
と
し
て
の
認
識
)
も
　
(
存
在
(
行
為
)
と
結
び
つ
い
た
認
識
)
と
い
う
視

点
が
理
論
理
解
の
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅴ
　
お
わ
り
に

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学
の
基
盤
で
あ
る
人
智
学
的

認
識
論
の
成
立
背
景
や
そ
の
思
想
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
本
論
稿
の

目
的
は
ほ
ぼ
達
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
結
果
に
基
づ
く
な
ら
ば
'

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
人
智
学
的
認
識
論
は
'
価
値
領
域
と
事
実
領
域
と
を
分
断
し

た
カ
ン
ト
的
な
認
識
の
二
元
論
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
示
さ
れ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
具
体
的
に
は
'
そ
の
認
識
論
は
'
「
理
念
世
界
の
浸
透
し

た
経
験
世
界
」
と
い
う
1
元
的
な
ゲ
ー
テ
的
認
識
を
支
持
し
た
上
で
'
独
自
の

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
.
す
な
わ
ち
'
彼
の
認

識
論
に
お
い
て
は
'
主
体
の
意
識
レ
ベ
ル
の
変
容
と
拡
大
の
程
度
に
応
じ
て
世

界
が
開
示
さ
れ
て
い
く
と
い
う
認
識
限
界
の
相
対
性
が
'
対
象
意
表
と
メ
タ
意

識
と
を
包
摂
す
る
「
思
考
し
概
念
を
軸
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
'
し
か

も
'
こ
う
し
た
認
識
論
的
立
場
に
依
拠
し
て
彼
の
人
間
認
識
と
し
て
の
学
で
あ

る
r
精
神
科
学
」
は
構
想
さ
れ
'
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
役
の
教
育
学
も
構

築
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学
に
つ
い
て
試
論
す
る
際
も
　
そ
の
嶋
底

に
あ
る
　
人
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
理
論
に
依
n
し
た
主
体
変
容
と
し
て
の
認
芸
)
I

(
存
在
(
行
為
)
　
と
結
び
つ
い
た
認
識
)
　
と
い
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
的
な
認
表

形
式
が
方
法
論
的
多
元
主
義
の
是
認
を
前
提
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
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だ
ろ
う
。

し
か
も
、
教
育
と
い
う
事
象
が
人
間
存
在
の
人
格
的
・
知
的
変
容
を
意
図
的

に
せ
よ
無
意
図
的
に
せ
よ
内
包
し
て
い
る
事
実
を
鑑
み
る
時
'
こ
う
し
た
シ
ュ

タ
イ
ナ
ー
的
な
物
の
見
方
は
新
た
な
る
教
育
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
1
考
の
余

地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

員
後
に
'
そ
う
し
た
シ
ユ
タ
イ
ナ
I
的
な
新
た
な
精
神
科
学
の
可
能
性
を
予

見
し
て
い
る
長
尾
十
三
二
の
言
を
あ
げ
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

r
彼
の
人
智
学
の
立
場
は
、
最
新
の
経
験
科
学
に
よ
る
人
間
把
握
の
成
果
を

も
包
摂
し
う
る
精
神
科
学
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
教
育
に
関
す
る
着

(ci)

想
に
は
'
人
類
の
こ
れ
ま
で
の
教
育
的
英
知
が
'
見
事
に
生
か
さ
れ
て
い
る
」
。

シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
教
育
学
と
そ
の
基
盤
と
さ
れ
る
人
智
学
的
認
識
論
と

の
関
係
に
つ
い
て
示
す
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
「
ヴ
ァ
ル
ド
ル
フ

教
育
は
'
技
術
の
一
方
的
な
方
向
に
対
し
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た

め
に
'
ま
ず
第
一
に
教
育
を
人
間
へ
と
方
向
づ
け
る
こ
と
を
課
題
と
し

た
。
-
人
間
認
識
を
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
意
識
的
に
育
成
す
る
た

め
に
'
そ
の
教
育
内
容
が
役
立
っ
て
い
る
」
　
L
i
n
d
e
n
b
e
r
g
.
C
h
.
:

R
U
D
O
L
F
S
T
E
I
N
E
R
.
I
n
:
S
c
h
e
u
e
r
l
,
H
.
(
H
r
s
g
.
)
:
K
l
a
s
s
i
k
e
r
d
e
r

P
a
d
a
g
o
g
i
k
2
.
M
u
n
c
h
e
n
1
9
7
9
,
S
.
1
7
2
.

「
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
当
時
の
危
機
の
原
因
を
欠
陥
の
あ
る
認
識
論
に

み
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
部
分
が
実
用
的
な
唯
物
論
の
虜
に
な
り
'
そ

れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
精
神
的
心
的
諸
力
が
益
々
堕
落
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
。
し
か
も
'
そ
の
結
果
と
し
て
彼
ら
は
自
分
自
身
と
宇
宙
に
合

致
し
た
法
則
や
秩
序
と
の
内
的
な
不
調
に
陥
っ
て
い
る
」
H
o
f
f
m
a
n
n
,

K
.
:
D
i
e
A
n
t
h
r
o
p
o
s
o
p
h
i
e
R
u
d
o
l
f
S
t
e
i
n
e
r
s
u
n
d
"
M
o
d
e
r
n
e
G
e
i
-

steswisenschaft"GieBen1928,S.ll.

(

w

)

　

S

t

e

i

n

e

r

.

R

‥

A

l

l

g

e

m

e

i

n

e

M

e

n

s

c

h

e

n

k

u

n

d

e

a

l

s

G

r

u

n

d

l

a

g

e

d

e

r

p
監
a
g
o
g
i
k
,
D
o
r
n
a
c
h
1
9
1
9
,
S
.
7
3
.
(
新
田
義
之
訳
『
教
育
の
基
礎
と

し
て
の
一
般
人
間
学
』
人
智
学
出
版
社
も
一
九
八
九
年
'
八
六
頁
)
。

(
3
)
　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学
に
つ
い
て
の
議
論
の
大
半
は
'
彼
独
自
の
人
間

認
識
で
あ
る
人
智
学
的
認
識
論
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
理

論
的
主
張
は
'
経
験
的
実
証
主
義
に
依
拠
し
て
そ
の
非
科
学
性
を
説
く

教
育
科
学
の
立
場
と
'
検
証
困
難
な
そ
の
認
識
論
の
問
題
を
保
留
し
て

教
育
実
践
の
有
効
性
を
み
て
い
く
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
と
'
人

智
学
自
身
の
理
論
に
基
づ
き
擁
護
す
る
人
智
学
の
教
育
学
者
と
に
分
け

ら
れ
る
。
し
か
し
'
現
在
の
と
こ
ろ
各
論
者
は
自
ら
の
科
学
的
な
立
場

を
根
拠
と
し
て
論
議
す
る
た
め
'
そ
の
論
議
は
不
毛
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
論
争
に
つ
い
て
は
へ
拙
論
「
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
教
育
学

を
め
ぐ
る
『
科
学
性
』
問
題
の
克
服
に
向
け
て
-
人
智
学
的
認
識
論
を

手
が
か
り
と
し
て
ー
」
日
本
ペ
ス
タ
ロ
ッ
テ
-
・
フ
レ
ー
ベ
ル
学
会
紀

要
『
人
間
の
探
求
』
第
十
号
.
・
l
九
九
八
年
を
参
照
の
こ
と
。
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(
4
)
　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
は
自
ら
の
霊
的
体
験
に
も
と
づ
き
'
人
間
が
肉
体
か
ら

独
立
し
た
精
神
と
し
て
純
粋
な
精
神
界
に
立
っ
て
い
る
の
を
内
的
に
見

る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
S
t
e
i
n
e
r
,
R
:
G
r
u
n
d
l
i
n
i
e
n
e
i
n
e
r

E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
t
h
e
o
r
i
e
d
e
r
G
o
e
t
h
e
s
c
h
e
n
W
e
】
t
a
n
s
c
h
a
u
u
n
g
.

D
o
r
n
a
c
h
1
8
8
6
,
S
.
9
.
(
浅
田
豊
訳
『
ゲ
ー
テ
的
世
界
観
の
認
識
論
要

綱
』
筑
摩
書
房
'
一
九
九
一
年
'
一
一
頁
)
。

(
5
)
　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
生
涯
に
お
い
て
　
「
可
視
の
事
実
」
　
と
　
「
不
可
視
な
本

質
」
　
の
総
合
と
い
っ
た
視
点
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
著
述
に
際

し
て
は
'
『
自
由
の
哲
学
』
　
(
1
8
9
4
)
等
に
代
表
さ
れ
る
前
期
の
哲
学
的

理
論
的
記
述
が
t
 
r
い
か
に
し
て
超
感
覚
的
世
界
の
認
識
を
獲
得
す
る

か
』
　
(
1
9
0
4
-
0
9
以
降
顕
著
と
な
る
後
期
の
神
秘
主
義
的
記
述
に
よ

っ
て
論
理
的
な
整
合
性
を
保
持
し
っ
つ
発
展
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な

る
。
と
り
わ
け
'
後
期
に
特
有
な
人
智
学
的
記
述
の
論
理
的
整
合
性
に

つ
い
て
は
'
西
平
直
『
魂
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
ー
ユ
ン
グ
　
ウ
ィ
ル
バ

ー
　
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
ー
』
(
東
京
大
学
出
版
会
t
 
I
九
九
七
年
)
が
有

効
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

(
t
o
)
　
S
t
e
i
n
e
r
.
R
:
D
i
e
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
d
e
r
F
r
e
i
h
e
i
L
D
o
r
n
a
c
h
1
8
9
4
,
S
.
5
6
.

(
高
橋
巌
訳
『
自
由
の
哲
学
』
イ
ザ
ラ
書
房
t
 
I
九
八
七
年
へ
　
八
七
頁
)
。

(
7
)
　
『
真
理
と
学
問
』
(
著
作
の
初
め
に
'
「
心
よ
り
尊
敬
の
念
を
込
め
て
E
.

V
.
バ
ル
ト
マ
ン
に
棒
ぐ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
)
'
『
自
由
の
哲
学
』
の
両

著
作
に
お
け
る
著
述
の
内
容
か
ら
'
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
が
本
質
的
な
立
場

12　11 10

の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
ハ
ル
ト
マ
ン
の
認
識
論
的
立
場
を
か
な
り

意
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
は
'
哲
学
史

の
上
で
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
I
が
提
唱
し
た
　
「
生
へ
の
意
志
」
　
の
哲

学
を
再
解
釈
し
た
当
時
最
も
傑
出
し
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
彼
は
'
師
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
-
同
様
'
世
界
に
根
拠
を
与
え

る
存
在
を
「
盲
目
的
な
意
志
と
衝
動
」
と
す
る
厭
世
主
義
的
な
立
場
に

身
を
置
い
て
い
た
が
'
人
間
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
非
を
知
り
'
苦
悩
を
没

我
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
世
界
の
究
極
目
的
で
あ
る
　
「
無

限
苦
か
ら
の
解
放
」
　
に
寄
与
で
き
る
と
し
た
点
で
師
と
見
解
を
異
に
す

る
　
(
ツ
ァ
ノ
フ
　
蠎
J
・
<
「
悪
J
ウ
ィ
ナ
ー
　
E
L
,
・
0
-
,
編
「
西
洋
思
想

大
事
典
-
』
平
凡
社
'
一
九
九
一
年
、
四
四
頁
参
照
)
。

S
t
e
i
n
e
r
,
R
.
1
8
9
4
,
S
.
1
2
3
知
訳
1
四
三
頁
.

S
t
i
e
n
e
r
,
R
.
:
W
a
h
r
h
e
i
t
u
n
d
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
.
V
o
r
s
p
i
e
l
e
i
n
e
r

'
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
d
e
r
F
r
e
i
h
e
i
t
"
.
D
o
r
n
a
c
h
1
8
9
2
.
S
.
9
.

S
t
e
i
n
e
r
.
R
.
1
8
9
4
,
S
.
3
1
f
　
邦
訳
四
四
～
四
五
頁
.

S
t
e
i
n
e
r
,
R
.
1
8
9
4
,
S
.
4
8
　
邦
訳
六
二
頁

S

t

e

i

n

e

r

,

R

.

‖

G

o

e

t

h

e

s

W

e

l

t

a

n

s

c

h

a

u

u

n

g

.

D

o

r

n

a

c

h

1

8

9

7

,

S

.

2

0

5

-

2

0

9

.
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(

2

)

　

S

t

e

i

n

e

r

,

R

.

‥

G

o

e

t

h

e

u

n

d

d

i

e

M

e

d

i

z

i

n

.

H

n

:

2

つ

b

e

i

t

s

f

e

l

d

e

r

d

e

r

a
n
t
h
r
o
p
o
s
o
p
h
i
e
M
e
d
i
z
i
n
u
n
d
P
a
d
a
g
o
g
i
k
.
D
o
r
n
a
c
h
1
9
8
5
,
S
.
1
1
3
.

(
3
)
　
G
o
e
t
h
e
,
I
.
W
.
:
N
a
t
u
-
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
S
c
h
r
i
f
t
e
n
.
B
a
n
d
I
.
1
8
8
2
,



S

.

1

0

8

-

1

1

3

.

I

n

:

u

n

t

e

r

d

e

r

L

e

i

t

u

n

g

v

o

n

J

o

s

e

p

h

K

i

i

r

s

c

h

n

e

r

,

J

.

‥

D
e
u
t
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Pro und Kontra der Steiner-Padagogik entspringt im allgemeinen aus dem Problem der

Giiltigkeit der anthroposophischen Erkenntnistheorie als deren Grundlage. Aber das Problem

bleibt heute von Anfang bis zum Ende oberflachlich und unfruchtbare Diskussion, weil es vom

jeweiligen theoretischen Standpunkt - besonders der erfahrungswissenschaftlichen

Erziehungswissenschaft und Anthroposophie usw. - ausangegangen wird.

Diese Abhandlung richtet sich daher auf die anthroposophische Erkenntnistheorie - ins-

besondere auf den Hintergrund ihrer Entstehung und ihere Gedahkenstruktur - als den

Schliissel zur Losung der Polemik um die Steiner-Padagogik und will damit zur Klarung eines

so komplizierten Ploblems urndie Steiner-Padagogik beitragen.

Als Folge der obigen Betrachtung wird sich ein neuer Aspekt zum Verstandnis der

Steiner-Padagogik zeigen - Erkenntnis als die Verwandlung des Subjekts nach der

Metamorphose-Theorie; Erkenntins, die mit dem Sein verbindet; Billigung des methodo-

logischen Pluralismu s.
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