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近
現
代
哲
学
の
認
識
問
題
か
ら
教
化
を
考
え
る

石
　
伏
　
叡
　
齋

　
十
六
世
紀
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ル
タ
ー
に
よ
る
宗
教
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
戦
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
。
一
方
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
自

然
哲
学
か
ら
自
然
科
学
が
生
ま
れ
た
。
自
然
科
学
の
成
果
は
客
観
的
で
共
通
了
解
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
宗
教
や
哲
学
で
は
自
然
科
学
の
よ
う
な
客
観
的
な
共
通
了
解
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
主
観
・
客
観
と
い
う
認
識
問
題
が
近
代
哲
学
の

中
心
問
題
と
な
る
。

　
宗
教
戦
争
と
自
然
科
学
の
台
頭
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
主
観
・
客
観
問
題
の
一
致
の
可
能
性
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
し

た
。
ど
ん
な
認
識
も
主
観
の
認
識
な
の
で
、
誰
も
自
ら
の
主
観
を
出
て
客
観
と
一
致
し
て
る
か
ど
う
か
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
合
理
的
推
論
に
よ
っ
て
世
界
は
必
ず
認
識
で
き
る
と
い
う
独
断
論
の
立
場
を
と
る
。
対
し
て

ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
よ
う
に
世
界
を
正
し
く
認
識
で
き
な
い
と
い
う
相
対
主
義
（
不
可
知
論
）
の
立
場
を
と
っ
た
。
そ
れ
ら
の
対
立
に
対
し

て
、
カ
ン
ト
は
物
自
体
と
い
う
回
答
を
出
し
た
。
人
間
と
し
て
の
共
通
認
識
は
取
り
出
せ
た
と
し
て
も
、
あ
る
が
ま
ま
の
客
観
は
全
知
全

能
の
神
以
外
は
認
識
不
可
能
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、「
神
は
死
ん
だ
」
と
唱
え
た
ニ
ー
チ
ェ
は
全
知
全
能
の
神
の
よ
う
な
認
識
も
否
定
し
、
客
観
世
界
を
終
焉
さ
せ
て
し

ま
う
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
到
っ
て
、
一
切
の
認
識
は
信
憑
で
あ
る
と
い
う
現
象
学
的
還
元
に
到
る
。
こ
れ
ら
が
近
現
代
の
主
要
な
テ

ー
マ
で
あ
る
認
識
問
題
の
背
景
と
当
初
の
流
れ
で
あ
る
。

　
さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
み
る
。
デ
カ
ル
ト
は
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
有
名
な
言
葉

を
唱
え
た
。
こ
の
世
の
全
て
を
疑
っ
て
み
て
も
、
疑
っ
て
い
る
自
分
の
意
識
の
存
在
だ
け
は
疑
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
思
考

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
世
界
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
普
通
に
考
え
る
と
世
界
（
主
体
）
の
中
に
自
分
（
客
体
）
が
い
る
の
で
あ
る
が
、
デ
カ

ル
ト
で
は
逆
に
、
世
界
を
認
識
す
る
自
分
が
認
識
の
主
体
で
あ
り
、
自
分
が
認
識
す
る
世
界
は
客
体
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
に
よ
れ
ば
こ
う
な
る
。
普
通
に
考
え
る
と
、
客
観
が
原
因
で
主
観
が
結
果
と
な
る
。
つ
ま
り
、

「
世
界
は
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
ら
（
客
観
）、
私
は
世
界
を
こ
の
よ
う
に
思
う
（
主
観
）」
と
い
う
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
、
現
象
学
的

還
元
で
は
、
順
序
が
逆
に
な
る
。
主
観
が
原
因
と
な
っ
て
客
観
が
結
果
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
世
界
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
経
験

す
る
か
ら
（
主
観
）、
私
は
世
界
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
（
客
観
）」
と
い
う
よ
う
に
。

　
要
す
る
に
、
我
々
は
い
ろ
ん
な
仕
方
で
主
観
の
認
識
を
作
っ
て
い
て
、
こ
こ
か
ら
客
観
は
こ
う
だ
と
い
う
確
信
を
作
り
上
げ
て
い
る
だ

け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
切
の
認
識
は
そ
の
よ
う
な
信
憑
（
主
観
の
確
信
）
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。

　
そ
れ
を
今
の
日
本
人
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
こ
う
な
る
。
宗
教
団
体
の
運
営
す
る
私
立
の
学
校
な
ど
を
除
い
て
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
で
宗
教
の
教
育
は
な
さ
れ
な
い
。
そ
ん
な
教
育
で
育
っ
た
戦
後
の
日
本
人
が
今
は
人
口
の
大
多
数
で
あ
る
。
祖
父
母
の
世
代
も
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そ
ん
な
世
代
で
あ
る
か
ら
、
家
庭
で
も
宗
教
的
な
情
操
を
育
む
機
会
が
な
い
。
現
象
学
的
還
元
か
ら
述
べ
る
と
、
そ
ん
な
環
境
で
育
っ
た

子
供
た
ち
は
、
宗
教
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
世
界
観
を
客
観
的
世
界
だ
と
い
う
信
憑
（
主
観
の
確
信
）
を
形
成
し
て
い
る
。
直
葬
、
墓
は
要
ら

な
い
、
菩
提
寺
に
行
か
な
い
。
言
い
換
え
る
と
葬
式
離
れ
、
墓
離
れ
、
寺
離
れ
の
三
離
れ
の
根
本
と
な
る
認
識
で
あ
る
。

　
そ
こ
を
何
と
か
教
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
化
と
い
う
の
は
仏
法
の
本
質
に
つ
い
て
認
識
を
得
て
共
通
了
解
を
得
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
、
難
信
難
解
で
は
あ
る
が
こ
れ
が
真
理
だ
、
以
信
代
慧
だ
、
行
浅
功
深
だ
・
・
・
と
い
っ
た
こ
と
を
肯
て
離
れ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
の
凋
落
と
自
然
科
学
の
台
頭
と
も
に
起
こ
っ
た
近
現
代
哲
学
の
認
識
問
題
か
ら
考
え
を
進
め
る
。

　
ニ
ー
チ
ェ
に
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
し
て
も
、
世
界
の
真
理
と
い
う
意
味
で
の
客
観
世
界
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な

認
識
の
世
界
が
あ
る
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
は
一
切
の
認
識
は
信
憑
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
信
憑
の
認
識
に
は
三
つ
の
間
主
観

的
な
相
が
あ
る
。

①
主
観
的
確
信

②
共
同
的
確
信

③
普
遍
的
確
信

　
①
主
観
的
確
信
と
は
、
共
有
さ
れ
な
い
一
人
だ
け
の
個
人
的
な
確
信
や
信
念
と
い
っ
た
主
観
的
な
確
信
で
あ
る
。
②
共
同
的
確
信
と
は
、

二
人
以
上
の
複
数
に
共
有
さ
れ
た
共
同
的
確
信
で
あ
る
。
宗
教
も
宗
派
ご
と
に
認
識
が
異
な
り
そ
の
意
味
で
は
普
遍
的
な
確
信
と
は
な
り

え
ず
共
同
的
な
確
信
と
な
る
。
そ
し
て
③
普
遍
的
確
信
と
は
、
普
遍
的
に
共
通
了
解
を
得
ら
れ
る
確
信
で
あ
る
。
自
然
科
学
や
論
理
学
が
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そ
れ
に
当
た
る
。

　
共
通
了
解
が
成
立
す
る
普
遍
的
な
確
信
の
領
域
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
不
成
立
の
個
人
の
主
観
や
限
ら
れ
た
集
団
で
の
共
同
的
な
確
信

の
領
域
で
は
、
違
っ
た
様
々
な
異
な
る
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
世
界
は
、
①
主
観
的
確
信
②
共
同
的
確
信
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
宗

教
や
信
仰
の
絶
対
性
を
互
い
に
主
張
し
あ
っ
て
も
収
拾
は
つ
か
な
い
。
近
世
以
前
な
ら
棲
み
分
け
も
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
地
球
が

狭
く
な
っ
た
現
代
で
は
宗
教
対
話
に
よ
る
共
存
の
道
が
関
の
山
で
あ
り
不
可
欠
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
普
遍
的
確
信
と
い
っ
た
共
通
了
解
が
成
立
す
る
領
域
は
自
然
科
学
、
論
理
学
で
あ
る
。
こ
れ
を
指
摘
す
る
と
、
自
然
科
学
と

仏
教
の
親
和
性
や
類
似
性
か
ら
、
仏
教
の
共
通
了
解
の
成
立
を
試
み
ら
れ
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
つ
い
て
花
園
大
学
の
佐
々
木
閑
教
授
は
「
犀
の
角
た
ち
」
に
て
、

確
か
に
、
科
学
と
仏
教
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
を
見
て
い
け
ば
、
似
て
い
る
点
は
見
つ
か
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
何

百
倍
も
何
千
倍
も
、
似
て
い
な
い
点
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
類
似
点
を
も
っ
て
、
両
者
の
相
対
的
類
似
性
を
主
張
す
る
こ

と
な
ど
で
き
な
い
。

 

佐
々
木 

閑
『
犀
の
角
た
ち
』
三
頁

と
述
べ
て
い
る
。
物
理
学
科
出
身
の
筆
者
と
し
て
も
何
か
仏
教
と
物
理
と
類
似
性
を
調
べ
、
そ
の
こ
と
で
仏
法
の
普
遍
性
を
述
べ
て
教
化
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に
役
立
て
ら
れ
な
い
か
調
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
通
り
で
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
に
到
っ
て
い
る
。

　
と
も
か
く
、
一
生
懸
命
教
義
を
学
び
、
信
行
に
励
ん
で
、
教
化
力
を
高
め
て
、
信
徒
を
増
や
し
感
化
を
及
ぼ
す
こ
と
に
勲
功
が
あ
っ
て

も
、
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
に
到
る
よ
う
な
共
通
了
解
は
得
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
認
識
問
題
へ
の
回

答
か
ら
は
そ
う
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
手
立
て
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

釈
尊
が
創
成
し
た
本
来
の
仏
教
は
、
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
神
秘
の
影
は
き
わ
め
て
薄
い
。
そ
し

て
、
科
学
と
同
じ
土
俵
に
上
が
っ
て
四
つ
に
組
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
本
来
の
仏
教
だ
け
な
の
で
あ
る
。

 

佐
々
木 

閑
『
犀
の
角
た
ち
』
四
頁

　
こ
こ
で
い
う
本
来
の
仏
教
と
は
、
イ
ン
ド
仏
教
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
原
始
仏
教
で
あ
る
。
先
述
の
共
通
了
解
が
成
立
す
る
領
域
は
、
自

然
科
学
と
論
理
学
で
あ
る
。
原
始
仏
教
の
論
理
的
な
部
分
を
教
化
に
活
用
し
て
、
共
通
了
解
の
足
が
か
り
に
な
ら
な
い
か
と
考
え
る
。
更

に
普
遍
的
確
信
に
到
る
た
め
に
は
、
原
始
仏
教
を
記
号
論
理
学
の
言
語
に
翻
訳
を
試
み
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。

　「
不
受
余
経
一
偈
」
に
反
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
つ
く
づ
く
教
化
の
場
面
で
感
じ
入
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
数
十
年
前
ま

で
の
檀
信
徒
は
仏
教
や
法
華
仏
教
の
極
基
礎
を
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
お
題
目
を
結
論
と
す
る
法
話
も
し
や
す
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
今
の
檀
信
徒
は
未
信
徒
と
同
じ
で
あ
る
。
法
華
信
仰
の
未
信
徒
で
は
な
い
。
仏
教
の
未
信
徒
な
の
で
あ
る
。
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よ
っ
て
、
普
遍
的
確
信
に
到
る
よ
う
な
共
通
了
解
の
成
立
す
る
領
域
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
共
同
的
確
信
に
到
る
よ
う
な
領
域
に
誘

引
し
、
し
か
る
後
に
法
華
仏
教
の
本
質
を
説
く
と
い
う
手
立
て
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
原
始
仏
教
か
ら
法
華
仏
教
へ
の
誘
引

の
過
程
に
あ
っ
て
は
イ
ン
ド
仏
教
学
や
そ
の
見
地
か
ら
の
梵
本
法
華
経
の
知
識
も
必
要
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
種
智
院
大
学
の
苅
谷

定
彦
名
誉
教
授
の
講
義
を
東
方
学
院
で
受
講
し
た
筆
者
と
し
て
常
々
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
従
前
の
、
寺
院
と
檀
徒
の
関
係
は
寺
請
制
度
の
寺
檀
制
度
の
名
残
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
維
新
以
後
そ
の
絆
は
死
者
儀
礼
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
檀
徒
も
信
徒
も
木
釼
修
法
や
占
い
を
駆
使
す
る
な
ど
し
た
祈
祷
系
の
信
徒
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
も
大
切
な
こ
と
で

あ
る
が
、
現
代
に
到
っ
て
も
そ
の
バ
イ
ア
ス
が
強
く
て
、
仏
教
の
本
質
な
か
ん
ず
く
法
華
仏
教
の
素
晴
ら
し
さ
を
説
こ
う
に
も
難
し
い
も

の
が
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
彼
ら
に
す
ら
普
遍
的
確
信
に
到
る
よ
う
な
原
始
仏
教
の
共
通
了
解
が
成
立
す
る
領
域
は
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
最
後
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
デ
カ
ル
ト
の
、
自
分
が
認
識
の
主
体
で
あ
り
、
自
分
が
認
識
す
る
世
界
は
客
体
と
な

る
と
い
う
考
え
方
や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
は
、
ど
こ
と
な
く
己
心
に
三
千
世
界
が
具
足
す
る
と
い
う
一
念
三
千
の
法
門
に
通

じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
あ
り
、
そ
の
あ
た
り
を
深
く
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

　
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
還
元
に
は
エ
ポ
ケ
ー
（
括
弧
入
れ
）
と
い
う
作
業
が
あ
る
。
実
存
す
る
疑
え
な
い
唯
一
の
私
の
感
覚
器

官
か
ら
感
じ
る
形
容
的
な
も
の
は
疑
え
な
い
確
実
な
も
の
。
た
と
え
ば
、
仏
壇
に
供
え
ら
れ
た
仏
花
の
菊
（
の
よ
う
な
も
の
）
を
見
て
、

花
弁
は
白
と
黄
色
が
あ
り
、
葉
は
緑
色
と
い
っ
た
感
覚
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
発
す
る
確
信
は
不
確
実
で
あ
る
。
菊
だ
と
思

っ
て
も
、
よ
く
で
き
た
造
花
か
も
知
れ
な
い
。
感
覚
器
官
で
感
じ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
来
る
確
信
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（
認
識
）
は
不
確
実
で
あ
る
。
前
者
の
エ
ポ
ケ
ー
さ
れ
た
感
覚
か
ら
現
象
学
的
に
妥
当
な
認
識
、
普
遍
的
な
認
識
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
と
如
実
知
見
と
の
関
連
を
研
究
す
る
の
も
面
白
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
行
（sam

4 skāra

形
成
作
用
）

と
の
対
比
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。「
無
明
は
行
に
縁
た
り
、
行
は
識
（
認
識
作
用
）
に
縁
た
り
…
」
の
十
二
因
縁
の
「
行
」

で
あ
る
。
こ
の
行
と
エ
ポ
ケ
ー
を
絡
め
て
如
実
知
見
と
現
象
学
を
対
比
す
る
研
究
も
面
白
く
有
用
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

そ
こ
に
「
認
知
神
経
科
学
」「
錯
覚
の
科
学
」
と
い
っ
た
方
面
か
ら
も
認
識
問
題
を
考
え
る
こ
と
。
こ
れ
ら
は
基
礎
的
な
仏
法
の
現
代
的

理
解
や
教
化
に
役
立
つ
も
の
に
違
い
な
い
と
考
え
る
。

　
更
に
、
認
識
問
題
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
そ
れ
以
後
の
展
開
で
あ
る
。
実
存
論
哲
学
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
と
仏
教
と
い
う
こ
と
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
に
は
現
代
人
の
思
考
の
潮
流
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、
現
代
人
に
恩
恵
だ
け
で
な
く
苦
悩
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
特
質
の
源
泉
を
鑑
み
研
究
す
る
こ
と
は
現
代
人
へ
の
教
化
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
考
え
る
。

　
総
じ
て
、
教
化
は
仏
法
を
正
し
く
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
共
通
了
解
を
得
る
こ
と
と
考
え
る
。
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
は
普
遍
的
確
信
の

認
識
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
認
識
問
題
の
切
り
口
は
は
ず
せ
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
研
究
を
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
し
か
し
、
認
識
問

題
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
哲
学
は
あ
ま
り
に
難
解
か
つ
膨
大
な
思
考
の
大
海
原
で
あ
り
、
底
知
れ
ぬ
世
界
で
あ
る
。
今
般
は
そ
の
入
口
を

示
す
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
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