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１．

序
説

カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（K

arl
Jaspers,

1883-1969

）
は
、
歴
史

哲
学
的
構
想
に
お
い
て
、
人
類
史
の
な
か
で
の
新
し
い
い
く
つ

か
の
萌
芽
を
「
軸
の
時
代
」（A

chsenzeit

）
と
称
し
て
い
る
。

（
１
）
　
そ

の
新
し
い
萌
芽
は
紀
元
前
五
〇
〇
年
頃
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

中
国
の
孔
子
や
老
子
、
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
や
ブ
ッ
ダ
、

イ
ラ
ン
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
た
ち
の
動

向
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
作
家
と
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、

人
間
精
神
が
集
中
し
た
こ
と
と
新
し
い
自
覚
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
の
上
に
築
か
れ
た
文
化
的
お
よ
び
宗
教
的
活
動
で
あ
る
。

本
日
の
報
告
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
例
と
し
て
、
小
ア
ジ
ア
の

西
海
岸
に
面
し
た
小
さ
な
細
い
土
地
に
眼
を
向
け
て
み
た
い
。

そ
こ
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
」（V

orsokratiker

）

と
い
う
名
称
で
括
ら
れ
る
最
初
の
哲
学
者
が
出
現
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
彼
ら
は
昇
り
来
る
太
陽
の
よ
う
に
現
れ
、
そ
し
て

問
い
《
何
故
》（W

arum

）
と
問
い
《
何
》（W

as

）
を
実
行
し
た
の

で
あ
る
。
彼
ら
が
そ
の
答
え
を
見
出
そ
う
と
求
め
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
開
か
れ
て
き
た
の
が
、
哲
学
と
神
学
の
道
で
あ
っ
た
。

死
と
生

―
哲
学
的
・
神
学
的
考
察

カ
ー
ル
・
Ｍ
・
ヴ
ォ
ー
シ
ッ
ツ
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也
　
訳



マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（M

artin
H

eidegger,
1889-1976

）
は

「
そ
も
そ
も
な
ぜ
存
在
者
が
存
在
し
、
無
が
存
在
し
な
い
の
か
」

と
い
う
問
い
を
形
而
上
学
に
お
け
る
「
も
っ
と
も
根
源
的
な
問

い
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
２
）
　
　

し
か
し
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（M

eister
E

ckhart,
ca.

1260-1328

）
が
つ
ね
に
視
線
を
向
け
て
い
た
の
は
「
何
故
な
し
」

（ohne
W

arum

）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
彼
が
際
立
た
せ

た
も
の
は
、
我
性
と
我
意
か
ら
す
べ
て
の
行
為
と
思
惟
を
解
放

さ
せ
る
と
い
う
神
秘
的
な
目
標
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は

何
故
（quare

）
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
自
身
が
す
べ

て
の
も
の
の
そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
と
っ
て
の
何
故
だ
か
ら

で
あ
る
。

（
３
）

人
間
の
思
惟
は
仮
借
な
き
「
何
故
」
の
問
い
に
非
常
に
苛
ま

れ
、
し
か
も
絶
え
間
な
く
後
か
ら
続
く
問
い
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
ハ
ン
ス
・
ブ
ル
ー
メ
ン
ブ
ル
ク
（H

an
s

B
lu

m
en

b
u

rg
,

1920-1996

）
は
そ
の
著
『
神
話
作
業
』（A

rbeit
am

M
ythos

）
の
な

か
で
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。「
何
故
を
問
う
者
は
、

そ
の
答
え
に
腹
が
立
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
分
に
責
任
が
あ
る
」

と
。

さ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
の
も
と
に
戻
ろ
う
。
そ

の
な
か
の
ひ
と
り
に
ミ
レ
ト
ス
の
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス

（A
naxim

andros,
ca.

B
.C

.340-ca.300

）
が
い
る
が
、
彼
は
す
べ
て

の
存
在
者
の
始
原
と
し
て
《
無
限
定
な
る
も
の
》（to

apeiron

）
を

措
定
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
最
古
の
断
片
に
は
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る：

「
存
在
す
る
事
物
に
と
っ
て
生
成
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
、

そ
れ
ら
の
消
滅
も
ま
た
負
い
目
に
従
っ
て
そ
こ
へ
と
向
っ

て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
す
る
も
の
は
時
間
の
指
令
に

従
っ
て
、
自
ら
の
行
っ
た
不
正
に
対
す
る
罰
金
を
支
払
い
、

弁
償
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（
断
片
１
）

（
４
）

不
滅
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
断
片
２
で
は
「
年
を
と
る
こ
と
な

く
」、
断
片
３
で
は
「
不
死
に
し
て
不
壊
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る

ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
の
対
岸
に
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
、
そ
れ

自
体
無
常
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
存
在
者
を
対
置
さ
せ

て
い
る
。
す
べ
て
の
存
在
者
は
そ
の
不
壊
な
る
も
の
に
自
ら
の

「
ど
こ
か
ら
」（W

oher
）
と
始
原
を
有
し
、
再
び
そ
こ
へ
還
帰
す
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る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
の
「
ど
こ
へ
」（W

ohin

）
を
有
し
て
い

る
。さ

ら
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
事
物
の
上
昇
と
下
降
、

由
来
と
未
来
が
正
し
く
思
考
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
概
念
（
正

義dike

、
応
報tisis

、
不
正adikia

）
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
概
念
は
宇
宙
的
広
が
り
を
維
持
し
な
が
ら
、

次
の
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
生
き
も
の

に
と
っ
て
の
生
命
は
、
他
の
生
き
も
の
の
生
命
可
能
性
に
限
界

を
設
け
制
限
し
て
い
る
時
間
と
空
間
か
ら
つ
ね
に
自
己
を
引
き

離
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
の

生
命
の
可
能
性
を
限
界
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
実
は
不
正
が
あ

る
わ
け
で
あ
っ
て
、
と
い
う
の
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
他
の

生
命
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
ち
、
自
己
を
拡
げ
よ
う
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
正
が
応
報
と
正
義
の
回
復
を

求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
生
起
す
る
の
は
、
生
成
と
消

滅
を
包
み
込
み
同
時
に
清
算
す
る
時
間
を
通
し
て
で
あ
る
。

ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
は
自
然
事
象
と
い
う
観
点
か
ら
、
お

よ
び
悪
と
い
う
観
点
か
ら
も
死
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
正
義
」（d

ik
e

）
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の

「
弁
償
」
が
死
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
死
ぬ

と
い
う
こ
と
は
罰
と
、
生
ま
れ
る
と
き
に
侵
害
し
た
こ
と
に
対

す
る
弁
償
に
値
す
る
苦
し
み
な
の
で
あ
る
。

２．

《
生
》
と
《
死
》
と
い
う
テ
ー
マ
の

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
同
時
に
人
間
に
つ
い
て
語
る
こ
と

で
あ
る
。
人
間
は
、
自
ら
の
生
の
こ
の
最
後
の
深
刻
な
時
を
把

握
し
克
服
し
よ
う
と
努
め
る
か
、
あ
る
い
は
タ
ブ
ー
と
す
る
こ

と
で
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
死
と
は
何
か
、
死
の
意
味
と
は
何

か
、
こ
の
問
い
は
人
間
に
と
っ
て
常
に
根
本
的
な
問
い
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
死
ほ
ど
確
実
で
自
明
な
も
の
は
な
い
反
面
、

死
ほ
ど
謎
と
神
秘
に
満
ち
た
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
死
は

生
に
対
し
て
は
根
本
的
な
矛
盾
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
死
は
い
わ
ば
生
物
学
的
生
命
が
「
外
か
ら
」
中
断
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
く
は
死
は
生
命
の
な
か
に
組
み
込
ま

れ
て
、
生
そ
れ
自
体
に
基
本
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
動
物
は
な
に
も
理
解
す
る
こ
と
な
く

死
と
痛
み
を
受
動
的
に
受
け
入
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
人
間
は
、



死
に
よ
っ
て
「
徹
底
的
に
」
す
な
わ
ち
そ
の
根
底
か
ら
問
わ
れ
、

そ
し
て
疑
問
符
と
化
せ
ら
れ
て
い
る
。
死
は
人
生
の
緊
急
事
態

と
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
終
わ
り
に
待
ち
構
え
て
い
る
も
の

で
は
な
く
、
《
死
へ
の
存
在
》（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
に
お
い
て
は
常
に

死
を
伴
い
《
現
に
》（da
）
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

詩
人
ラ
イ
ナ
ー
・
マ
リ
ア
・
リ
ル
ケ
（R

ainer
M

aria
R

ilke,

1875-1926

）
は
『
形
象
詩
集
』（D

as
B

uch
der

B
ilder

）
の
「
終
唱
」

に
お
い
て
死
は
生
に
と
っ
て
は
切
り
離
せ
な
い
と
ま
で
述
べ
て

い
る：「

死
は
偉
大
だ
。

私
た
ち
は
口
で
は
笑
っ
て
い
て
も

死
の
も
の
だ
。

私
た
ち
は
自
分
が
生
の
真
っ
只
中
に
い
る
と
思
っ
て
い
る

と
き
、

死
は
私
た
ち
の
内
奧
で

敢
え
て
泣
く
。」
（
５
）

ま
た
、『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
捧
げ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』（S

o
n

etten
a

n

O
rp

h
eu

s

）
の
な
か
で
は
、
死
は
割
れ
や
す
い
グ
ラ
ス
に
似
て
、

壊
れ
や
す
く
脆
い
存
在
で
あ
る
人
間
生
命
の
象
徴
と
し
て
固
有

の
美
し
い
響
き
が
与
え
ら
れ
て
い
る：

「
常
に
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
の
う
ち
に
死
し
て
在
る
べ
し
―
、

い
よ
い
よ
歌
い
つ
つ

立
ち
昇
れ
、
い
よ
い
よ
讃
え
つ
つ
純
粋
な
関
連
の
う
ち
へ

帰
り
行
け
。

こ
こ
、
消
え
行
く
者
た
ち
に
交
じ
り
、
傾
き
の
国
に
あ
っ

て
、

鳴
り
響
き
つ
つ
す
で
に
砕
け
散
っ
た
響
き
の
よ
い
グ
ラ
ス

で
在
る
べ
し
。」
（
６
）

死
が
人
間
の
生
の
な
か
へ
入
っ
て
い
く
こ
と
は
、
死
が
完
成
さ

れ
る
べ
き
「
自
分
自
身
の
（
偉
大
な
）
死
」
へ
と
い
つ
か
な
っ
て

い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
を
リ
ル
ケ

は
『
時
�
集
』（Stundenbuch

）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る：
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「
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
皮
で
あ
り
葉
で
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
身
の
内
部
に
持
つ
あ
の
大
い
な
る
死
、

そ
れ
こ
そ
が
果
実
で
す
、
そ
れ
を
中
心
に
全
て
が
め
ぐ
っ

て
い
る
の
で
す
。」
（
７
）

あ
る
い
は：

「
私
た
ち
は
年
毎
に
あ
な
た
の
庭
園
に
立
っ
て
い
て

甘
美
な
死
と
い
う
果
実
を
結
ぶ
樹
で
す
。」
（
８
）

こ
の
世
で
の
人
間
の
生
が
死
に
よ
っ
て
期
限
つ
き
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
し
て
《
死
へ
の
存
在
》
な
の
だ
か
ら
、
死
は
各
人
そ

れ
ぞ
れ
の
「
自
分
自
身
の
死
」
と
し
て
各
人
の
生
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
、
そ
し
て
死
は
同
時
に
「
自
分
自
身
の
死
」
を
最
終

的
に
実
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
『
マ

ク
ベ
ス
』
の
な
か
で
「
汝
、
我
に
一
死
の
借
あ
り
」（T

hou
ow

est

m
e

a
death

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
は
自

分
た
ち
の
最
後
す
な
わ
ち
死
と
い
う
借
り
が
あ
る
。
リ
ル
ケ
は

そ
の
う
え
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
の
仕
方
で
成
し
遂
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
死
の
《
誕
生
》
と
い
う
具
象
的
な
表
現

を
以
っ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る：

「
お
お
主
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
彼
自
身
の
死
を
与
え
給

え
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
愛
を
そ
し
て
意
味
と
困
窮
を
体
験
し
た

あ
の
生
か
ら
生
ま
れ
出
る
死
を
。」
（
９
）

死
と
生
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
右
に
あ
げ
た
文
学
上
の
一

例
に
お
い
て
は
、
本
テ
ー
マ
が
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
に
よ
っ
て
問

わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
大
き
な
疑
問
符
と

し
て
の
死
、
終
止
符
あ
る
い
は
コ
ロ
ン
と
し
て
の
死
（
す
な
わ
ち

何
か
が
後
に
続
い
て
い
る
）
、
終
結
あ
る
い
は
完
成
と
し
て
の
死
、

境
界
あ
る
い
は
敷
居
と
し
て
の
死
、
沈
潜
あ
る
い
は
変
身
と
し

て
の
死
と
い
う
見
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
歴
史
的
存
在
と
し
て
の

人
間
は
時
間
の
な
か
に
《
現
に
》
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
人
間
は
自
ら
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
問
う
こ
と
に
立
ち
向
か

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
人
間
は
自
分
自
身
と
世
界
を
知
る
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こ
と
で
、
自
分
が
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
そ
し

て
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
ど
う
し
て

も
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
人
間
は
自

ら
の
生
を
単
純
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
を
《
欲
し
》
、

《
意
味
》
に
向
け
て
生
を
形
作
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
世
界
が

道
徳
的
に
意
味
が
あ
る
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
善
な
る
も
の
は
あ

り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
死
が
単
に
人
の
生
の
無
意
味
な
停

止
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
現
実
的
に
か
な
う
目
標
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
道
徳
的
行
為
に
も
意
味
を
規
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
（Im

m
anuel

K
ant,
1724-1804

）
に
よ
れ
ば
、「
実
践
理
性
」
は
人
間
の
死
ぬ
と

い
う
運
命
を
超
越
し
よ
う
と
し
、
徳
と
生
き
る
と
い
う
運
命
と

の
調
停
を
要
請
し
よ
う
と
す
る
。
事
実
、
道
徳
行
為
が
意
味
あ

る
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
死
へ
と
至
る
身
体
と
し
て
の
存
在
を
凌

駕
す
る
生
が
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
（
10
）
。

歴
史
の
草
創
期
に
お
い
て
、
死
に
関
し
て
実
に
多
く
の
こ
と

を
考
え
て
き
た
文
化
的
民
族
は
存
在
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
も

永
遠
化
の
神
学
を
構
築
し
、
死
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
大
規
模

で
か
つ
最
高
に
贅
沢
な
試
み
を
し
た
民
族
は
エ
ジ
プ
ト
人
の
ほ

か
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。「
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
生
を
飲
む
こ

と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
汝
が
選
ん
だ
テ
ー
ベ
へ
と
向
え
…
」、
こ

れ
は
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
墓
か
ら
出
土
し
た
石
膏
の
鉢
に
書
か

れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
ナ
イ
ル
の
谷
で
は
、
一
つ
の
文
明
全

体
が
死
の
テ
ー
マ
か
ら
一
つ
の
宗
教
文
化
の
こ
う
し
た
形
而
上

学
的
主
題
へ
と
集
中
し
、
し
か
も
生
の
テ
ー
マ
に
も
深
み
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
宗
教
的
思
考
と
道
徳
的
志
向
（
死
後

の
裁
判
で
は
真
理
と
正
義
の
原
理
と
し
て
の
女
神
マ
ア
ト
の
前
で
《
魂

の
天
秤
》
に
か
け
ら
れ
る
）
は
、
生
と
死
と
い
う
一
つ
の
軸
を
中
心

に
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
死
の
闇
か
ら
新
た
な
出

産
が
確
実
に
な
さ
れ
る
と
い
う
、
け
っ
し
て
奪
う
こ
と
の
で
き

な
い
希
望
が
伴
っ
て
お
り
、
な
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
文
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
眠
る
の
は
起
き
る
た

め
、
死
ぬ
の
は
生
き
る
た
め
」（Pyh.176b

）。

死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
迫
り
来
る
苦
し
み
に
よ
っ

て
触
発
さ
れ
た
人
間
の
心
は
、
死
の
不
安
を
信
仰
に
よ
っ
て
払

い
の
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
信
仰
は
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
る
死

者
へ
の
崇
拝
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
救
済
の
知
、
す
な
わ
ち
死

を
通
し
て
の
生
の
更
新
と
結
び
付
い
て
い
る
。
死
は
人
間
に
と
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っ
て
の
最
初
の
大
き
な
神
秘
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
は
言

っ
て
も
や
は
り
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
死
は

人
間
の
思
考
と
感
覚
を
見
え
る
も
の
か
ら
見
え
な
い
も
の
へ
、

人
間
的
な
も
の
か
ら
神
的
な
も
の
へ
と
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

３．

《
生
》
と
《
死
》
に
関
す
る

本
質
規
定
へ
の
試
み

原
始
民
族
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
生
と
死
は
人
間
の
経
験
の

要
素
い
わ
ば
す
べ
て
の
宗
教
性
の
《
メ
タ
セ
ン
タ
ー
》
す
な
わ

ち
中
枢
神
経
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。
各
世
代
は
そ
の
構
成

分
子
と
し
て
生
の
長
い
流
れ
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
、
祖
先
崇

拝
の
な
か
で
生
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

既
述
し
た
「
軸
の
時
代
」
の
ギ
リ
シ
ャ
人
が
《
個
》
を
発
見

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
観
念
に
変
化
が
生
じ
た
。
人
間
は

個
と
な
り
、
そ
の
魂
（psych„

）
は
本
来
的
生
の
象
徴
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
魂
は
生
の
神
的
な
る
始
原
に
し
て
不
死
な
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
著
『
デ
・
ア
ニ
マ
』（D

e
anim

a

）
に

お
い
て
、
生
命
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
目
的

を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
自
己
運
動
の
形
相
（F

orm

）
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
生
命
を
完
成
態
（entelecheia

）
と
呼
ん
で
い
る
。
プ
ラ
ト

ン
に
と
っ
て
は
、
魂
は
不
死
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

自
己
自
身
を
動
か
す
も
の
に
は
自
ら
動
く
こ
と
の
始
ま
り
も
終

わ
り
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
魂
は
、
生
き
て
い
る
も
の

の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
肉
体
を
そ
の
「
か
た
ち
」（eidos

）
へ
と
動

か
す
原
理
で
あ
り
、
時
間
に
も
と
づ
く
い
か
な
る
変
転
に
あ
っ

て
も
そ
の
「
か
た
ち
」
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
魂
は
、
他
の
原
理
す

な
わ
ち
時
間
・
空
間
に
位
置
を
占
め
る
肉
体
と
と
も
に
、
一
個

の
人
間
を
実
体
的
統
一
に
お
い
て
形
作
る
存
在
原
理
で
あ
る
。

肉
体
と
し
て
の
人
間
は
精
神
と
し
て
の
人
格
の
表
現
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
、
人
間
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
が
常
に
時
間
と
空

間
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
絵
画
の
な
か
で
、
話
し
言
葉
の
な
か

で
、
社
会
的
共
生
の
な
か
で
、
歴
史
に
お
け
る
《
こ
こ
》
と
今
、

他
の
汝
や
同
時
代
の
人
た
ち
と
の
対
話
の
な
か
で
生
起
す
る
。

人
間
の
固
有
性
は
人
格
と
し
て
の
存
在
に
お
い
て
、
そ
し
て
自

己
自
身
の
元
に
あ
る
こ
と
、
主
体
の
自
己
所
有
、
自
由
に
お
い

て
見
ら
れ
、
さ
ら
に
は
（
存
在
へ
、
神
へ
向
っ
て
）
自
己
自
身
を
超

え
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
存
在
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
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キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
な
か
で
死
は
《
肉
体
と
魂
と
の
分

離
》
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
そ
の
特
質
の

す
べ
て
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
離

の
場
合
、
次
の
肉
体
と
新
た
に
、
こ
と
に
よ
っ
て
は
何
度
も
結

合
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
（
人
間
と
し
て
再
び
生
ま
れ
て

く
る
と
い
う
霊
魂
輪
廻
説
、
宗
教
的
再
生
・
輪
廻
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
、

プ
ラ
ト
ン
の
ミ
ュ
ト
ス
、
新
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
、
仏
教
そ
し
て
ヒ
ン
ズ

ー
）、《
魂
》
は
遍
歴
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
他
の
生
物
の
あ
る
い

は
知
性
体
の
な
か
に
運
命
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
入
り
込
む
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
人
間
の
死
を
全
体
と
し
て
の
人
間
に
、
す
な
わ
ち
精

神
的
―
人
格
的
身
体
と
し
て
の
人
間
に
関
わ
る
出
来
事
と
捉
え

れ
ば
、
死
は
生
命
そ
れ
自
体
の
内
的
契
機
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
生
命
は
変
更
不
可
能
な
も
の
と
な
る
。

植
物
と
動
物
は
《
朽
ち
果
て
る
》（verenden

）
の
で
あ
っ
て
、
本

来
の
意
味
で
《
死
ぬ
》（sterben

）
の
は
た
だ
人
間
の
み
で
あ
る
。

魂
は
肉
体
と
一
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
体
を
そ
の
一
部
と

す
る
全
体
へ
と
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
肉
体
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
理
解
に
よ
れ
ば
、（
魂
に
と
っ
て
肉
体
が
《
牢
獄
》
あ
る
い
は

《
墓
》
と
見
な
さ
れ
る
プ
ラ
ト
ン
的
二
元
論
と
は
違
っ
て
）
魂
の
《
表

現
》
で
あ
り
、
交
流
（K

om
m

unikation

）
の
媒
体
な
の
で
あ
る
（
11
）
。

世
界
の
根
源
的
一
性
へ
の
こ
の
本
質
的
連
関
が
意
味
し
て
い

る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
世
界
連
関
が
肉
体
と
魂
と
の
分
離
に
よ

っ
て
相
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
が

す
べ
て
の
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
現
実
根
拠
に
魂
が
よ
り
接

近
し
、
内
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
的
魂
は

死
の
際
の
《
分
離
》
の
前
に
す
で
に
そ
の
現
世
的
性
質

（L
eiblichkeit

）
に
よ
っ
て
常
に
存
在
者
総
体
へ
と
開
か
れ
て
い
た

し
、
世
界
の
全
体
と
の
交
流
へ
と
開
か
れ
て
い
た
。

《
世
界
》
の
現
実
性
は
肉
体
・
精
神
的
人
格
に
お
い
て
、
ま

た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
的
か
た
ち
へ
と
入
り
込
み
、
そ
の

結
果
、
そ
の
か
た
ち
と
な
り
、
完
成
さ
れ
る
。
世
界
の
終
わ
り

と
は
存
在
の
否
定
で
は
な
く
、
時
熟
し
た
自
由
（sich-gezeitigt-

habende
F

reiheit

）
で
あ
り
、
時
間
の
完
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
人
間
の
《
本
来
の
死
》
で
あ
る
歴
史
の
終
末
は
、
成
功
と
か

失
敗
、
す
な
わ
ち
人
性
が
達
し
た
充
実
も
し
く
は
あ
か
ら
さ
ま

に
な
っ
た
空
虚
と
無
意
味
さ
に
よ
っ
て
あ
い
ま
い
に
さ
れ
、
覆

い
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



死
と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
分
裂
の
現
象
な
の
か
、
す
な
わ

ち
全
体
の
生
命
原
理
か
ら
の
分
離
な
の
か
、
あ
る
い
は
全
体
の

変
化
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に

関
し
て
神
学
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
人
間
存
在

の
意
味
規
定
に
関
し
て
だ
け
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
に
よ
っ
て

実
現
可
能
と
な
り
ま
た
義
務
と
さ
れ
る
目
標
、
す
な
わ
ち
信
仰

し
望
む
こ
と
で
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
そ
の
絶
対
的

未
来
と
し
て
動
か
す
目
標
（
神
）
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
が
そ
の
象
徴
的
機
能
に
よ
っ
て
示
し

て
い
る
の
は
、
意
味
的
次
元
す
な
わ
ち
無
化
、
変
化
と
い
う
皮

相
的
な
性
質
に
打
ち
勝
つ
、
経
験
的
実
存
の
終
点
と
し
て
の
内

的
か
た
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
、

人
と
し
て
の
実
存
に
関
す
る
神
学
の
代
表
的
な
根
本
決
定
（
シ
ェ

リ
ン
グ
は
《
本
質
化
》
（E

ssentifikation

）
と
述
べ
て
い
る
）
は
実
存

の
《
こ
と
》
（D

ass

）
と
《
何
》
（W

as

）（
い
か
に：

W
ie

）
に
お

い
て
、
不
変
性
と
一
義
性
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。

４．

例
示
と
展
望

《
生
》
の
概
念
が
根
源
的
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
死
の
意

味
も
異
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
生

は
よ
り
高
次
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
各
段
階
に
お
い
て
異

な
っ
て
実
現
す
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
存
在
様
相
の
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
あ
る
。
自
然
科
学
的
に
言
え
ば
、
生
命
は
も
っ
と
も

高
次
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
組
織
形
態
で
あ
る
原
形
質

（Protoplasm
a

）
に
限
定
さ
れ
る
。
肉
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
も

の
は
、
空
間
と
時
間
、
自
己
運
動
と
自
己
形
成
に
お
け
る
諸
部

分
と
諸
契
機
の
多
数
の
統
一
体
と
し
て
結
合
さ
れ
保
持
さ
れ
て

い
る
、
複
数
の
現
実
態
の
整
然
と
し
た
統
一
体
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
肉
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
も
の

は
運
動
の
始
原
を
有
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
運
動
は
自
己
自

身
へ
と
向
っ
て
い
る
（
12
）
。

フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
・
神
学
者
に
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
テ

イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
（T

eilhard
de

C
hardin,1881-1955

）

は
生
命
の
力
動
的
・
進
化
論
的
領
域
を
開
く
嚆
矢
と
な
っ
た
。

す
べ
て
を
包
括
す
る
と
い
う
彼
の
大
局
的
な
見
方
に
よ
れ
ば
、

人
間
は
運
動
と
そ
の
段
階
の
異
な
っ
た
意
味
的
次
元
を
と
も
な

っ
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
か
つ
精
神
的
に
生
じ
る
進
化
の
な

か
で
関
連
す
る
秩
序
の
中
心
と
な
り
、
軸
そ
し
て
先
端
に
も
な
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っ
て
い
る
（
13
）
。
そ
の
う
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
《
生
命
の
樹
》
へ
と
枝

分
か
れ
し
た
本
来
的
な
《
生
命
の
敷
居
》
と
し
て
の
《
細
胞
の

革
命
》
に
よ
っ
て
、《
物
質
の
内
面
》（
精
神
）
は
常
に
《
外
面
》

（
素
材
）
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
《
反
省
の
敷
居
》
は
決
定

的
な
か
つ
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
力
と
し
て
の
《
愛
》
を
と
も
な

っ
て
精
神
に
お
け
る
受
肉
の
歩
み
を
進
め
る
。

《
よ
り
高
次
の
生
命
》
へ
と
流
れ
込
む
こ
の
道
は
、
そ
の
目

的
地
点
を
《
オ
メ
ガ
点
》
に
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

《
個
人
の
自
我
意
識
の
敷
居
》
の
後
に
続
く
の
が
地
球
的
・
宇

宙
的
な
集
合
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ

ル
ダ
ン
は
人
間
性
の
進
化
と
同
時
に
進
化
の
人
間
性
を
考
察
す

る
と
い
う
目
的
を
追
求
し
、
生
命
化
（V

italisation

）
と
ヒ
ト
化

（H
om

inisation

）
を
可
能
に
し
た
根
拠
で
あ
る
《
愛
―
エ
ネ
ル
ギ

ー
》
と
し
て
の
物
質
の
《
内
面
》
の
啓
示
を
キ
リ
ス
ト
の
受
肉

に
見
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
物
質
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
彼
は
外

面
的
な
《
接
線
》
エ
ネ
ル
ギ
ー
（énergie

tangentielle

）
と
規
定
し

て
い
る
。

二
〇
世
紀
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
カ

ト
リ
ッ
ク
神
学
者
に
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
士
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー

（K
arl

R
ahner,

1904-1984

）
に
と
っ
て
、《
生
命
》
と
い
う
概
念
の

中
心
に
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
《
自
己
超
越
》
（Selbsttranszendenz

）

で
あ
る
。
個
々
の
生
物
は
自
ら
の
《
内
面
性
》
、
す
な
わ
ち
自

己
運
動
、
生
命
空
間
、
時
間
構
成
に
お
い
て
、
い
か
に
自
己
制

御
し
自
己
形
成
す
る
か
、
い
か
に
自
己
を
自
立
さ
せ
、
環
境
と

い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
内
面
性
を

有
し
て
い
る
。
一
方
で
環
境
は
そ
の
独
自
の
存
在
の
領
域
に
組

み
込
ま
れ
、
し
か
し
他
方
で
生
命
は
自
己
を
外
へ
と
向
け
さ
せ
、

自
己
展
開
し
、
自
己
自
身
を
超
え
出
て
精
神
的
生
へ
と
入
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
現
実
の
内
に
潜
む
大
き
な
神
秘
は
、
喜
び
と
不
安
の

な
か
で
、
ま
た
意
味
を
求
め
、
そ
し
て
挫
折
を
味
わ
う
な
か
で
、

自
己
自
身
が
疑
問
と
化
し
て
し
ま
っ
た
人
間
な
の
で
あ
る
。
人

間
の
具
象
的
な
精
神
的
人
格
が
内
面
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う

契
機
に
属
し
て
い
る
の
は
人
間
の
現
世
的
性
質
で
あ
り
、
ま
た

責
任
を
と
も
な
う
答
え
へ
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
反
応
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
人
間
の
人
格
性
も
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
（A

lbert
C

am
us,
1913-1960

）
が
述
べ

て
い
る
不
条
理
、
す
な
わ
ち
自
我
と
非
我
と
の
間
の
け
っ
し
て
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橋
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
矛
盾
の
実
存
的
経
験
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
い
か
な
る
超
越
も
あ
り
え
な
い
、
そ
し
て
内
部
に
ま
で

光
の
と
ど
か
な
い
具
体
的
な
世
界
の
事
実
と
人
間
の
自
己
意
識

が
対
峙
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
世
界
と
意
識

と
の
緊
張
の
場
に
お
い
て
、
人
間
の
尊
厳
は
い
か
に
正
当
化
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ミ
ュ
は
決
断
力
あ
る
行
為
と
最
大
の

強
さ
を
持
っ
た
生
命
力
に
示
さ
れ
る
、
不
条
理
に
対
す
る
自
己

目
的
的
な
反
抗
を
要
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
生
の
直
接
的
な
肯

定
に
、
個
人
に
と
っ
て
の
同
時
に
す
べ
て
の
人
間
の
実
存
に
と

っ
て
の
最
上
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
ゼ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（S

øren

K
ierkegaard,

1813-1855

）
と
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
に
と
っ
て
《
不

条
理
な
も
の
》
と
は
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
理
性
に
と
っ
て
も
は
や
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
キ
リ

ス
ト
の
受
肉
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
把
握
さ
れ

な
い
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
信
仰
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
性
と
永
遠
と
の

結
合
な
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
不
条
理
な
も
の
こ
そ
が
信
仰

の
対
象
で
あ
り
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

（
15
）
」
受
肉
は
「
不
条
理
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
の
不
条
理
な
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
的
な
理
性
に
対
す
る

厳
し
き
対
立
に
お
い
て
の
み
歴
史
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
矛
盾
を
含
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
が
ま
さ
に
た
だ
信
じ
ら
れ
う
る
不
条

理
な
の
で
あ
る
。

（
16
）
」

開
か
れ
か
つ
人
格
的
・
精
神
的
に
遂
行
さ
れ
る
、
神
と
い
わ

れ
る
絶
対
的
神
秘
へ
の
超
越
と
し
て
人
間
の
本
質
が
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
は
、
キ
リ
ス
ト

教
神
学
に
よ
れ
ば
、《
人
間
》
と
い
う
概
念
で
表
現
さ
れ
る
も
の
、

す
な
わ
ち
《
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
生
き
、
キ
リ
ス
ト
と
も
に
死

ぬ
》
こ
と
と
し
て
の
人
間
の
生
と
死
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
も
の
の
絶
対
的
に
し
て
最
高
の
実
現
を
意
味
す
る
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
に
お
い
て
神
は
こ
の
よ
う
に
し
て

後
か
ら
来
た
隣
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
人
の
隣

人
に
し
て
も
っ
と
も
遠
い
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
隣
人
の
な
か
に
常

に
受
け
入
れ
ら
れ
、
同
時
に
愛
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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