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序

J

.
デ

ュ
ー
イ

の
経

験
的

自
然

主
義

の
立
場

は

、
「
経
験
」
概
念

が

「
習

慣
」
と

「
探
究
」

の
両
原

理

に
よ

っ
て
構

成

さ
れ

て

い
る
点

に
其

の
特

徴

が

あ
る
。

即

ち
彼

の
経

験

概
念

は

、

そ
の
習

慣
論

に
お

け

る
極

め

て

ユ
ニ
ー
ク
な
社

会

心
理

学
的
分

析

と

、
そ

の
探
究
論

に
お

け
る
思
考

と
行

為

と
を
統

合

す

る
論

理
学

的

吟
味

と

に

よ

っ
て
、
伝
統

的
経

験
論

と
異

な

っ
た
能

動
的

認
識

論

の
上

に
立

つ
連
続

観

的
視

点

に
基

づ

く
も

の
で
あ

る
。

こ
の

「
習

慣
」

の
原

理

と

「
探
究
」

の
原

理
は

、
個
人

と
自
然

的

・
社
会

的

環
境

と
が

相
互

作
用

す

る
独
自

な

「状

況
」
(
　

)
に
直

接
関

係

す

る
も

の
で
あ

り
、
生

長

し
発

展
す

る

「
動
的
自

我

」
(
　

の
両
輪

と

も

い
え

る
も

の

で
あ
る
。

わ
れ

わ
れ

は
先
ず

デ

ュ
ー

イ

の
習

慣
論

の
特
徴

を
吟
味

し

、
同
時

に
彼

の
探

究
論

の
基

本
構

造

を
把
握

す

る
こ
と

を
介

し

て
、

両
原

理

の
交

差

す

る
焦
点

と
な

る

「
状

況
」
の
道
徳

的

特
質

を
考
察

し
た

い
。
「
状

況
」
が

道
徳

的
判

断
を
要

求

す

る
と
き

、

そ
れ

は
習
慣

の
パ

ー

ソ
ナ

ル
な
性

向

J

・
デ

ュ
ー
イ
の
習
慣

論
と
道

徳

的
判

断

の
問
題

谷

口

忠

顕



・
素

質
　

)

と
探

究

に
よ

っ
て
明

ら
か

に
さ
れ

た

「
状

況

」

の
客

観

的
事

態

と

の
絶
対
的

な
相

亙

的
決

定

を
行

う
形

で

の
統

合
的

な

判

断

を
求

め

て

い
る

こ
と
を
意
味

す
る
。

こ
の
道

徳
的
判

断

は

、
状

況

の
事

実
判

断

と
価
値

判

断
と

を
統
合

し

て
念

み
、
行
為

の
結

果

に
関

す

る

予

測

的
判

断
を

含
ん

で
い
る
。

そ

の
際

、
判

断
者

の
性

向

・
素

質

に
よ

る
情
緒

的

感
得

力

(
　

)
が

、
判

断
内

容

の
決
定

に
与

え

る
影
響

が
考
慮

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

コ
一

「
習

慣

」

の

原

理

〔

デ
ュ
ー
イ

の
経

験

概
念

は

、

基

本

的

に
は

「
探

求

」
(
　

)
の
方
法

を
基

軸

と
す

る

「
習
慣

」

(
　

)

で

あ

り

、
探

究

と
し

て

の
習

慣

で
あ

る
と

い
え

る
。
或

い
は
探
究

的

知
性

に
支

え
ら

れ

た
習
慣

、

い

つ
で
も
探

究

の
方
法

が
自
体

的

に
適

用

さ

れ

る
よ
う

な
習

慣

で
あ

る
と
も

い
え

る
。

デ

ュ
ー

イ

の
い
う

「
経

験

」
は
人

間

の
活
動

様

式
か

ら

い
え
ば
習

慣

の
原

理

と
探

究

の
原

理

に
よ

っ
て
構

成

さ
れ

て
い
る
が

、
認

識
面

か
ら

の
形

式
的

原
理

で

い
え

ば

「
連
続

性

」

(
　

)

の
原

理

と

「
相

互
作

用

」
(
　

)
の
原

理
と

し

て
捉
え

ら
れ

る
。

即

ち
個
人

が
環
境

と

の
間

に
経
験

す

る
時

間

的

・
歴
史

的
関

係

が

「
連
続

性

」

で
あ

り
、
空

間

的
∵

地

理

的
関
係

が

「
相

互
作

用

」

で
あ
り

、

こ
れ
ら

タ

テ

と
ヨ
コ

の
原

理

が
状

況

に
お

い

て
交

差

し

て
働

く
と

ζ
う

に
経
験

の
場

を
構

成

す

る
の

で
あ
る

。
経
験

が

真
正

な
意

味

に
お

い
て
経

験

と

い
え

る

の
は

、
習

慣
が

固
定
的

反
復

に
陥

る

こ
と

な
く

、
絶

え
ず

「
生
長

の
連
続

性

」

(
　

〉
に
沿

っ
て
自

己
更

新

の
継
続

的
適

応

を
営

む

と
き

で
あ

る
。

か
よ

う

に
経

験

の
本

来

の
意
義

は

、
絶

え
ず
生

長
進
歩

の
プ
ロ

セ

ス
と

し

て
、
9

つ
自

己

と
環
境

と

の
再

調
整

・
再
適

応わ

の

の

の
の

む

く

の
動

的
習

慣

と
し

て
理
解

さ

れ

る
の

で
あ

る
。

こ

の
意

味

で

「
習

慣

は
、
唯

環
境

に
対
す

る
調
整

で
あ

る
ば

か
り

で
な

く
、
環

境

の
調
整

で
あ

る
己

従

っ
て
又

、

デ

ュ
ー

イ
の

「
自

我

」

(
　

は
習

慣

の
束

で

あ
り
集
合

体

で
あ

る
と

す

る
点

で
、
D

・
ヒ

ュ
ー

ム
の
伝
統

を
受

け
継

ぐ

も

の

で
あ

る
。

し

か
し

デ

ュ
ー
イ

の
自
我

論

が
伝
統

的

経
験

論

の
そ

れ
と
大

き

く
異

な

る
点

は

、
習
慣

が

慣
習

の
影

響

に
よ

っ
て
祉

会
的

行
動

様

式
を
優

先

的

に
含
む

と
す

る
点

で
あ
り

、
又
経

験

概
念

が
思

考
作

用

と
実
験

的
行

為

と

の
統

合
的

機
能

と

し

て
把
握

さ

れ
る
点

で
あ
り

、
更

に
自
我

を

「
静



的

自
我

」

(
　

と

し

て
分
離

的

・
孤
立

的

・
固
定

的

に
捉

え

る
の

で
は
な

く

、
あ
く

ま

で
成

長

し

、
拡
大

し

、
解
放

さ

れ
た

「
動
的

自

我

」
(
　

と

し

て
把

握

せ
ね
ば

な

ら

な

い

と

す

る
点

に
お

い
て
等

で
あ

る
。
経

験

が
生
.長

の
プ

ロ
セ

ス
を
歩

み

「
後

続

の
経
験

の

の
な

か

に
多

産

的

に
且

つ
創

造

的

に
生

き
る

よ
う

な
現
在

の
経

験

の
選
択

]

を
可
能

と

す

る
た

め

に
は
、
習

慣

の
固
定

化

を
防

ぎ

、
「
探
究

」
の
方

法

に
よ

る
科
学
性

、
客

観
性

、

能
動

性

、
予
測

性
等

の
特

質

を
導

入
す

る

こ
と

に
あ

る
。
別

な
言

い
方

を
す

れ

ば
習
慣

が
創

造
性

、
社

会
性

、
合

理
性

の
様

な
特
徴

に
よ

っ
て
着

彩

さ
れ

る
為

に
は

、
各

々

の
習

慣

が
絶

え
ず
探

究

の
か
法

に
よ

っ
て
吟

味

さ
れ
整

理

づ

け
ら
れ

て
新

し

い
質

を
帯

び

た

「
.調

和
的

習
慣

」

と
な
ら

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。
探

究

的
知
性

を
背

に
帯

び

て

い
な

い
習

慣

は
真

配

な
経
験

に
値

し

な

い
。
そ

れ
は
惰

性

・

く

せ

で
あ

っ
て
、
後
続

の
経

験
に

如
何

な

る

建
設

的

・
創

造
的

影
響

を

も
与

え
な

い
。
「
習
慣

の
基

本
的

特
徴

は

、
行

わ
れ

ほ

つ
受

け
た

あ
ら

ゆ
る

経
験

が

そ

の
行

い
且

つ
受

け

る
本

人

を
修

正

す

る
と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
他
方

ま

た

そ
の
修
正

が

そ

れ
を
欲

す

る
と
.否
と

に

か
か
わ

ら
ず

、

そ

の

⑧

次

ぎ

の
経

験

の
質

(
　

)

に
影
響

を
与

え
る

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
」
習

慣

が
絶

え
ず

バ

ラ
ン
ス
の
再
調
整

を
営

み
、
自
己

刷
新

と
環

境
的

条
件

の
改
修

を
含

む
経
験

の
質

の
更

新

を
営

ん

で

い
る
間

は
問
題

は

な

い
。

そ

れ
は
適

度

に
知
性

に
裏

付

け
ら

れ

た
習

慣

で
あ

る
。

し
か

し
習
慣

が
生

長

し
進
歩

す

る
方

向

と
は
逆

の
方

へ
惰

性
化

し
固

定
化

し

て
し
ま

う
危

険

が
絶

え
ず
潜

ん

で

い
る
。

こ
こ

に

道
徳

の
問

題

が
あ

る
。
「
完

全

に
仕

き
た

り

に
堕
し

た
習

慣

は
、
じ

つ
に
う

ま
く
思

考

力
を

封

じ

こ
め

て
し
ま

う
か

ら
、
思

考
力

は
も

は
や
不

必
要

と

な

る
か
、

不
可
能

な
も

の
に
な

る
。

仕
き

た

り
を
事

と

す
る
人

の
進

む
道

は

、
抜

け
出

る

こ
と

の
出

来

な

い
溝

の
よ
う

な
も

の

で
、

そ
の
両
側

は
彼

を
包

囲

し

、
そ

の
進
路

を
完

全

に
定

め

る
た
め

、
彼

は
最
早

や
自

分

の
通

る
と

こ
ろ

を
考

え

た
り
、

目
的

地
を
考

え
た
り

し
な

く

な
る

ほ
ど

わ

で
あ

る
』

習
慣

が

「
現
在

の
経
験

」
の
意
味

を
増

す

よ
う

に
行
動

せ
よ
と

い
う
進
歩

の
原

理
か

ら
全

く
外

れ

て
し
ま

っ
て
、
働

き

に
滞
り

(
　

)

が

生

じ
た
場
合

に
は
新

た

に
思
考

作
用

が
求

め
ら
れ

て
く

る
。

そ
れ

は
問
題

的
状

況

と
し

て
登
場

す

る
。

そ
れ

は
何

ら

か
の
解
放

的

行
為

が
求

め

ら

れ

て

い
る

「
道
徳

的
状

況

」

(
　

)

で
も

あ

る
。

こ

の
道
徳

的
状

況

に
お

い
て
習
慣

の
原

理

は

、
ど

の
よ

う

に
探
究

の
原

理
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

呼

応

し
合

い
、
修

正

し
合

い
、
相

互
的

調
整

を

し
合

い
な

が
ら

、
新

ら
た

に
習
慣

の
流

れ

を
回
復

す

る

の
か
。

両
.原

理

の
機

能

は
如

何

に
し

て
道

　

　

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

徳

的
判

断

の
成

立

に
関

与

す

る
の
か

。

こ
れ

が
本

論

の
主

題

で
あ
る
。



先
ず

習
慣

の
構

造
的

特
質

か
ら
吟

味

す

る
が

、
そ

の
際

デ

ュ
ー
イ

は
習

慣

の
原

理

と
し

て
何

か
固
定

し

た
習

慣

の
法
則

を
導

こ
う
と

す

る

の
で

は
な

い
。
何

故

な
ら
彼

の
連
続
観

は
、

あ
ら

ゆ

る
固
定

し

た
思

考
内

容

や
体

系
的

価
値

づ

け
、
或

い
は
分
離

観

的
認

識

の
仕
方

を
拒

否

す

る
か
ら

で
あ

る
。

そ
れ
故

に
こ
そ

、
彼

は
性

格

と
行
為

、

動
機

と
結
果

、
意

志

と
行

為
等

の
合

一
を

主
張

す

る

の

で
あ
る
。

習
慣

の
多

様

な
特
質

の
う

ち

で
何

を

デ

ュ
ー

イ
は
最

重
視

し
た

で
あ

ろ
う

か
。

例

え
ば
習

慣

の
含

む
推

進
力

で
あ
ろ

う
か

。
技
術

的
能

力

で
あ

ろ
う

か
。
機

械
化

(
　

)
か
。
習

慣

の
斉

一
性

か
。

こ
れ

ら
は

何
れ

も
習

慣

の
重
要

な
機

能

な

い
し
特

質
を

示

し

て

い
る
。
し

か
し

デ

ュ
ー

イ
の

い
う
習
慣

の
最
も
本

質

的
機

能

は
、

そ

の

性

向

な

い
し

素

質
　

)
の
形

成

に
あ

る
。

デ

ュ
ー

イ
習
慣

論

に
お

け

る
此

の

素

質

な

い
し
性
向

の
意

義

を
知

る

こ
と

は
、
彼

の
倫

理
説

や
教

育
哲

学

の
最

も
重
要

な
構
造

的
核

心

を
把
握

す

る

こ
と

に
連

が
る
。

こ
の
素
質

な

い
し
性

向

は
衝
動

・
本
能

と

い
う
経

験

の
最
小

の
構

成
単

位

か
ら

形
成

さ
れ

、

そ

こ
か

ら
具

体
的

習
慣

の
諸

行
為

が

現
実

に
表

現

さ
れ

る
。
衝

動

の
粒

子
群

は
普

通
、
過

去

の
経
験

か
ら
育

っ
て
き

た
性
向

・
素

質

の
含

む
主
観

的

傾
き

の
方

向

に
沿

っ
て

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ

れ

て
、
行
為

と

な

っ

て
現

わ
れ

る
。

し
か

し
衝
動

の
粒
子
群

が
直
接

に
性
向

や
素
質

を
無

視

し

た
形

で
行
為

の
表

面

に
あ

ふ
れ

、

い
わ

ゆ
る
衝

動
的

行
為

と

し

て
爆

発

す
る

こ
と
も

あ
る
。
従

っ
て
、

こ

れ
ら

の
衝

動
群

の
調
整

こ
そ
が
知

性

の
本

質
的
役

割

と

な
り

、
衝
動

を

一
定

の
行

為

に
形
成

す

る
と

き
自
然

に

無

意
識

的

に
性
向

や
素

質

が
形
成

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

デ

ュ
ー

イ
習

慣
論

に
お
け

る
性

向

・
素
質

の
中

核

的
役
割

は
、

そ
れ

が
習
慣

を
形

成

す

る

潜

在
的

無
意

識
的

な

、
隠

れ
た

力

と
し

て
社
会

的
機

能

を
果

た
す
も

の
で
あ

る
。

習
慣

は

こ

の
様

に
衝

動

、
性

向
、

行
為

と

い
う

三

つ
の
層

の
重

層

的
構

造

と
も

い
え

る
も

の

で
、
習

慣

の
表

面

に
具

体

的
行
為

が

あ
り

、
最

下
層

に
爆

発
的

な
衝

動

が
あ

り

、
中

間

に

は
性
向

・
素

質

が
両
者

の

橋

渡

し
を
演

ず

る
位
置

に

あ
る

。

根

源
的

な
活
動

エ
ネ

ル
ギ

ー
と

し

て
の
衝
動

が
状

況

が
求

め

る
行

為

の

パ
タ

ー

ン
に
従

っ
て
、
そ

の
可

塑
的
特

性

か
ら

性
向

・
素

質

へ
組
織

づ

け
ら

れ

る
。

「
ど
ん

な
衝
動

も
周

囲

の
環

境

と
相

互
作
用

す

る
其

の
仕
方

い
か
ん

に
応

じ

て
組

識

づ
け

ら
れ

、
殆

ん

ど
ど

ん
な

性
向

に
も

な

る
か

ロ

も

知

れ
な

い
」

衝

動

の
可

塑
的
特

性

が
環

境

へ
の
作

業
的
適

応

の
仕

方

に
よ

っ
て
如
何

な

る
性

向

へ
も
育

ち

得

る

こ
と
、
即

ち
衝
動

は
社

会
的

条

件

の
影
響

に
よ

っ
て
社
会

的

知
性

を
求

め

る
善
き

性
向

へ
発

展

す
る
可

能
性

を
含

ん

で

い
る
。
「
わ
れ

わ
れ

は
社
会

に
お

け
る
心

理
学
的

要
素

を
論



の

ず

る

に
先

立

っ
て
、
生

ま
れ

な
が

ら

の
活
動

力
を

教
育

し

、
明
確

な
意

味

深

い
性

向

へ
仕

立

て
あ
げ

た
社
会

的

条
件

に

つ
い
て
知

る
必
要

が

あ

る
」

習

慣

を

一
般

的

に
ど

の
様

に
規

定
す

る

か
は

、
様

々
な
把

握

の
仕
方

が
考

え

ら
れ

る
が

、

デ

ユ
ー
イ

に
お

い
て

は
習
慣

が
欲

望

と
合

し

て

「
推

進
力
」

(
　

)
で
あ
り

、

「技

術
的

能
力

」

(
　

〉
で
あ
り

、
「
あ

る
種

の

活

動

力

に
対

す

る
要

求

」

(
　

　
)
で
あ

る
。
習

慣

の
中
核

的
本

質
を

性
向

・
素

質
だ

と
見

る
デ

ュ
ー

イ
は

、
「
全

て

の
習

慣

が
性
情

(
　

)

で
あ

り
、
人

は
全

て
発
射

力

が
あ

り
、

漠
然

と

し
た

あ
り

ふ
れ

た
意

識

的
選

択

に
比

べ
て
、
た
く

さ

ん

の
特

定

の
行
為

に
よ

っ
て
作

り
上

げ

ら
れ

の

て

い
る

一
つ
の
素

質

(
　

)

の
方

が

、

は
る

か
に
深

く
根
本

的

な
わ

れ
わ

れ
自

身

の

一
部

だ

と

い
う

こ
と

で
あ

る
」
性

情

(
　

　
)
は
性

向

(
　

と
同

じ

く
多

く

の
行
為

に
よ

っ
て
形
成

さ
れ

た

「
態
度
」

(
　

〉

の
こ
と

で
あ

る
。
「
い
ろ
い
ろ
の
方

面

の
行

動

の
方

向

と
そ

の
行

き

つ
く
先

き

と
を

、
直

接

に

一
見

本
能

的

に
感

じ
と

る
と

い
う
こ
と
は
、
実
際

に
は
直
接
意
識
化
に
働
い
て
い
る
終
巻
を

感
じ

　

　

　

取

る

こ
と

に
外

な
ら

な

い
」

こ

の

「感

じ
取

る
」
(
　

)

と
は
勘

で
あ
り

、
無
意

識
的

な

、
行

動

の
判

断

に
際

し

て

の
直
感

的

能
力

と
も

い
え

る
が
、

こ
の
積
極

的

に
感

じ
取

る
力

を
含

む

の
が

、
　

で
あ

る
。
　

の
機

能

は
、
　

(感
得

力
)

を

そ

の
本

質

と
し

て
含

む
。
「
習

慣

の
本

質

は
反
応

の
仕

方

な

り
様

式
等

に
対
す

る
後

天
的

素
質

で
あ

っ
て
、
特

殊

な
行
為

に
対
す

る
後

天
的

な
素

質

で

は

な

い
。

但

し
特

別
な
条

件

の
も

と

で

、

こ
う
し

た
特
殊

な
行

為

が

一
つ
の
行

動

の
仕
方

を
表

わ

し

て

い
る
場

合

は
別

で
あ

る
。
習

慣

と

い
う

の

ロ

　

　

　

　

の

　

　

じ

　

　

　

の

　

　

　

　

の

の

　

　

は
、

特
定

の
行

為

の
単

な

る
再
発

と

い
う

よ

り
も

、
む

し
ろ
或

る
種

の
刺
戟

に
対

す
る
特

別

な
感
得

力

な

い
し
近

づ
き

安

さ
、

一
定

の
え
り

好

み

や

や
反

発

を
意
味

す

る
も

の
で
あ

る
。
習

慣

と

は
意
志

で
あ
る
4

習
慣

の
本

質

が
、
お

き
ま

り

の
反

復

に
あ
る

の

で
も

な

け
れ
ば

特
定

行
為

の
再

発

に
あ

る
の

で
も

な
く

、
性
向

.
素
質

で
あ
り

、
態
度

に
あ
る

と
す

る
点

は
、

デ

ュ
ー
イ
習
慣

論

の
核

心

で
あ
り

、
特

異

な
論

点

で
も

あ

る
。
而

も

こ
の
性
向

.
素
質

の
積
極

的
機

能

が
鋭
敏

な

「
感
得

力
」

に
あ
り
、
受

身

の
感
受

性

で
は

な

い
。
「
習

慣
」
と

い
う
言
葉

の
代
り

に

「
性
向
」
と

か

「
態
度
」

を

使
用

し
よ

う
と

し
た

の
も

、
そ

れ
が

「
何

か
潜
在

的

な
、
潜
勢

的

な
も

の
を
暗

示

し
、

こ
れ

が
能
動

的

な
も

の
と

な

る
の

に
は
、
態

が

度

と
性

向

と

の
外

側

に
、

一
つ
の
積
極
的

な

刺
戟

を
必
要

な
も

の
を
暗

示

し

て

い
る
貞

か

ら

で
あ
り

、
性

向

や
態
度

の
言
葉

の
方

が
抑
圧

さ
れ

て

い
る

が
機
会

が

あ
れ

ば
、

い

つ
で
も

外

に
解

放

さ
れ

る

ニ

ュ
ー

ア
ン

ス
を
含

ん

で

い
る

か
ら
、
「
習

慣
」
の
語

よ
り
適

切

で
あ

る
と

い
う

。
換

言
す



れ
ば
デ
ュ
ー
イ

は
習
慣

の
本

質

が
外

に
現

わ

れ
た
特

定

の
行
為

に
あ

る
と

せ
ず

、

あ
く

ま

で
潜
在

的

な
、

い

つ
で
も

チ

ャ
ン

ス
が

あ
れ
ば

行
動

の

表

面

に
勢

い
よ

く
飛

び
出

る

の
を
待

ち
構

え

て
い
る
よ

う

な
も

の
、
即

ち
性

向

、
素
質

、
態

度

に

あ
る

と
み

る

の
で
あ

る
。

受
け

て

い
る
圧
迫

が

排

除

さ
れ

て
機
会

が
来

れ
ば

、
「
特

定

の
仕
方

で
、
大

っ
ぴ

ら

に
行

動

し
よ
う

と

す

る
用

意

の
あ

る

こ
と
偏
「
扉

が
開

い
た
ら
直

ぐ

に
も

跳

び
出

そ

ヱ

　

の

　

の

　

の

　

　

と
待

ち

か
ま

え

て
い
る
性

向
昌

と
表

現

し

て

い
る
。

こ

の
様

に
性

向

の
受
動

的

な
潜
在

性

の
性

質

と
同
時

に
、
性
向

の
能

動
的

な

力
動

的
構

え

が

注
意

さ
れ

な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。
即

ち

、
性

向

の
特

質

は

、
そ

の
潜

在

性
、

刺
戟

に
対
す

る
積
極

的
反

応

の
感

得
力

や
状

況

が
含

む
具

体
的

目
標

に
直

ぐ
駅

染

み
安

い
能
力

が
持

つ
力

動
性

、

更

に
好

み

の
方

向

へ
快

の
方
向

へ
進

も

う
と

す

る
主
観

的
傾

き

な
ど

が
あ

る
。
換

言

す

れ
ば

性
向

は

、

行
為

に
現

わ

れ
る

以
前

に
無
意

識
的

に
行
為

の
下

層

に
形
成

さ

れ

て

い
る
も

の
と
し

て

の
潜
在

性

、
状

況
を
積
極

的

に
把
握

洞
察

し

、

い

つ
で
も

習
慣

の
行

為

と
な

っ
て
表

面
化

し
よ

う
と

す

る

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
持

つ
力

動
性

、
自

分

婿

み

の
選

択
的

行
為

へ
傾

斜

し
よ

う

と
す

る
主
観

的
傾

き

な

ど

が
あ

る
。

こ
の
主
観

的

傾

き
が

一
定

の
対

象

を
持

つ
と
き
、
性

向

が
興
味

(
　

)
を
形

成

す

る
。
自
我

は
　

の
多
様

な
構

成
要

素

か
ら

な

る
と
も

い
え

る
。
性

向

と
　

の
違

い

は
、
後

者

が

或

る
特

定

な
対
象

へ
向

か

う

の

に
対

し

て
、
前

者

は
様

々
な
対

象

に
対

し

て
ど

の
様

に
対
応

し
、
反

応

す

る
か

と

い
う
一

般
的
傾

向

な

い
し
態
度

を
指

す

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
性
向

・
素

質

の
特

質

は
豊

か

で
自

由

な
柔
軟

性

、
多
様

性

、
感

じ
安

さ
な

ど

に
あ

っ
た
。
性

向

・
素

質

に

は
常

に
こ
の
様

な
特
質

が
含

ま

れ

て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て

「
注
意

力

の
固
定

化
」

を

妨

ぎ
習

慣

に
お
け

る

バ
ラ

ン

ス
の
機
能

が
豊

か

に
果

さ
れ

る

の

で
あ
る
。

次

ぎ

に
性

向

と
衝
動

と

の
関
係

を
考

察

し

て

み
よ
う
。

デ

ュ
ー
イ
習
慣
論

は
、

そ

の
根

に
衝

動

論
を

含
む

。

衝
動

の
特

質

に
関

し

て

「
衝
動

と

は
未
知

な

る
も

の

へ
の
運
動

(
　

)
で
あ

っ
て
、
全

体

と
し

て
の
未
知

な

る
も

の

の
無

限

の
空
間

へ
の
運
動

で
吻

は

な
く
、

そ

の
未

知

な

る
も

の
が
う

ま

く
見
付

か

れ
ば
秩

序

と
統

一
と

の
或

る
行

動
を

回
復

し

て
く

れ
る

、
あ

の
特

別
な

未
知

へ
の
運

動

で
あ

る
己

衝
動

と
は
場

に
お
け

る
秩
序

と
統

一
を
求

め

る
運

動

で
あ

る
。

即

ち
各

々

の
場

面

で

の
衝
動

の
発

生

は

、
実

は
各

々
の
場

面

で
衝
動

が
其

の
場

所

特

有

の
バ
ラ
ン
ス
の
調

整

に
与

る

こ
と

で
あ

る
。
衝
動

と

は
バ
ラ
ン
ス
の
欠
如

分

を
補

お
う

と
す

る
運

動

で
あ
り

、
個

人

と
環
境

の
相

互
作

用

の
崩

れ

た
側

面
を

修
正

し
よ

う

と
す

る
適

応

の
動

き

で
あ

り

エ
ネ

ル
ギ

ー
で

あ
る
。

デ

ー

イ
は
衝

動
を

定
義

し

て

「
融
合

を

回
復

せ
ん
と

す

る
欲

求
」



(
　

)
と

規

定

す

る
。
「
融

合
」

(⊆
三
〇
=
)
と

「
統
合

」
(
　

)
と
同

じ

で
あ

っ
て
、
相
互

作

用
に

お
け

る
崩

れ

た

バ
ラ

ン

ス
の
側
面

を
修

卍
刷

新

す

る
こ
と

で
あ

る
。
状

況

は
ど
れ

も

ユ

ニ
ー

ク
で
、

そ

の
内

容

は
刻

々
と
変

化

し
、

個
人

も
環
境

的

要

因
も
発

展
的

に
変
容

す

る
。

従

っ
て
新

し

く
修

卍
さ

れ
た

バ

ラ

ン
ス
の
輪

は

一
層

豊

か
な
質

的
変

化

を
含

み
、
生

長

の
規
模

も
大

き

く

な

っ

て

い
る

べ
き

で
あ

る
。

デ

ュ
ー

イ
衝
動

論

の

一
つ
の
ポ

イ

ン
ト

は
、
衝

動

を
あ
く

ま

で
個
人

と
環

境

と

の
相

互
作

用

す

る
場

の
特

性

と

の
関
係

で

捉

え

よ
う

と
す

る
点

に
特
徴

が

あ
る
。

状

況

の
性
格

に
よ

っ
て
衝
動

の
強

さ
弱

さ

の
程
度

の
違

い
も

、
内
容

の
質

的
相

違

も
生
ず

る

の
で
あ

る
。

デ

ュ
ー
イ
は

衝
動
を

あ

く
ま

で
個
人

を

取
巻

く
環
境

と

の
関
係

に
お

い
て
把
握

す

る
が

、

そ
れ
は
個

と
し

て
の
生
物

有
機

体

の
状

態
が
絶

え
ず

変

化

し

、
環

境
的

条
件

も
変

化
ず

る

の

に
応

じ

て
、
生
ま

れ

つ
き

の
活

動
力

も
変

化

し

て
ゆ
く
。

衝
動

と
有

機

体
全

体
と

の
連
続

、

衝
動

と
環
境

的
条

件

と

の
連
続

を
前

提

と
す

る
。

衝
動

自
体

は
状

況
が

如
何

な

る
も

の

で
あ

れ
皆

同
じ

「
生

ま
れ

な

が
ら

の
活

動

力

」
　

)

で
あ
り

、
「
根

源

的

な

活

動

力
」

(
　

)
で
あ
る

。
「
生

ま
れ

つ
き
持

ち
合

わ

せ

て

い
る
本

能

は

、
実
際

に

は
何
処

で
も

同

じ

で

捌

曲

あ

る
」

又

「
習

慣

の
無
数

の
多
様

性

も

、
実

際

に

は
生

来

の
本

能

の
同

じ
資
本

蓄

積

か
ら
出

て
く

る

の

で
あ
る
』

し
か

し
衝
動

が
ど

の
様

な
現

わ

れ
方

を
す

る

か
は

、
環

境

と

の
相

互

作
用

に
依

存

す

る
。
「
人
を
真

に
人

間

ら
し
く
す

る
教

育

と

は
、
社
会
的

状

況

の
持

つ
可
能

性

と
必
然

性

と

の

晒

光

に
照

し

て
、
生
ま

れ

な
が

ら

の
活

動
力

を

理
知
的

に
指

導
す

る

こ
と

に
あ

る
か
ら

で
あ

る
。」
衝

動

が
環
境

と
の
相

互
作

用

を
介

し
て
多

様

な
現

わ

れ
方
を

す

る
が

、
そ
れ

は
組

識
づ

け

ら
れ

て
何

れ

の
習

慣

の
形
成

も
可
能

で
あ

る
と

い
う
。

こ
の
衝
動

の
特

質
を

デ

ュ
ー

イ
は

「
衝
動

の
可
塑

性
」
(
　

)
又

は

「
本

来

の
変
更

可
能

」

(
　

)

と
呼

ぶ
。

こ

の
可
塑

性

の
故

に
、

あ
ら

ゆ
る
性

向

と
習

慣

の
方
向

づ

け
が
教

育

に
よ

っ
て
児
童

の
生
長

の
た
め

に
、
役
立

つ
の

で
あ
る
。
「
子
供

の
嬉

々
と

し
た
独
創

性
」

(
　

　
)
も

、

こ
の
衝
動

の
特

質

に
基

づ
く

も

の
で

あ
る
。
衝

動

が
行
為

に
お

い
て
占

め
る
地

位

に

つ

い
て
デ

ュ
ー

イ
は
次

の
様

に
定
義

す

る
。
「
習
慣

に
お
け

る
再
調

整

・
再

組
織

の
枢

軸

と

し
て
み

た
と

き
、
行
動

に
お
け

る
衝
動

の
地

位

は
、

一
方

で
衝
動

が
阻

止

さ
れ

、
外
皮

に
被

わ

　

れ
た
習

慣

の
領

域

と

は
区

別

さ
れ

る
。

他
方

ま

た
衝
動

は
思

い
通

り
な

こ
と

の
出

来

る
地

域

と
も

区
別

さ
れ

る

」
こ
の
定
義

か
ら
分

か

る
様

に
衝

動

は
固

定
化

し
た
習

慣
的

領

域
と
自

由

勝
手

気
ま

ま

な
発
散

の
領
域

と

の
中
間

地
帯

に
あ
り

、

そ
れ
は

ど
ち

ら

の
側

に
も

直

ぐ
侵
攻

で
き

る
領

域



に
あ

る
。
従

っ
て
衝

動

が

一
方

で
固

定
化

さ

れ
硬
直

化

さ
れ

な

い
よ
う

に
す

る

と
共

に
、
他

方

で
自
田

奔
放

に
陥

ら
な

い
よ

う

に
し

な
が

ら

バ
ラ

ン

ス
の
と

れ
た

習
慣

を

形
成

し

、
そ

の
活

力

の
源

泉

と
な

る

こ
と
が
求

め
ら

れ

る

の
で
あ

る
。
「
衝
動

は
解

放

の
源
泉

で
あ
り

、
不

可
欠

の
源
泉

で

が

は

あ

る
が

、
し

か
し

唯

、
習

慣

に
適

切

さ
と
新

鮮

さ

と
を
与

え

る

の
に
使

わ
れ

た
と

き

に
だ
け

力
を

解
放

し

て
く

れ

る

の
で
あ

る
。」
こ
の

ζ
と

か

ら
旧

い
惰

性

化

し
た

習
慣

を

再

調
整

・
再

組
織

す

る

た
め

に
衝
動

と
本

能

と
を
利
用

す

る
の

で
あ

る
。
習

慣

を
絶

え
ず

生
き

生

き
と

し

た
新

鮮

さ

を

以

っ
て
創

造

的

な
も

の

・
合

理

的

な
も

の
と
す

る
基
本

的
素

材

は
衝

動
群

で
あ

る
。

真

に
人

間
性

を
解
放

す

る

こ
と

は

、
衝
動

の
解

放

に
外

な

ら

な

い
。
衝

動

の
調
整

こ
そ
全

て

の
鍵

で
あ

る
。

こ

の
衝
動

の
調
整

と
関
連

し
て
衝

動

の
解
放

の
方

向

に
次

の
三

つ
の
型
が

考

え
ら

れ

て

い
る
。

↓

衝

動

の
直

接

的

解
放

性

・

又
は
直
接

の
充

足
性

・
　
衝

動

の
間
接

的
解

放

性

、
又

は
屈

折
的
変

容

性

、
　
衝

動

の
抑
圧

的
潜

行
性

、

又
は
抑

圧
的

　

り

く

く

沈
澱

性
。
第

一
の
直

接
的

解

放
性

と
は

、
「
衝
動

活
動

力

は
波

打
ち

、
爆

発

し

て
、
解
放

さ

れ

る

こ
と
が

あ
る
」

「
そ
れ

は
盲
目

で
、
理

知
的

で
は
な

㈱
い
」
第
二
の
屈
折
的
変
容
性
と
は

「衝
動
活
動
力
は
昇
華
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
i

言
い
か
え
れ
ば
、

一
つ
の
要
困
と
し
て
他
の
諸
因
子
と
理

ゆ

知
的
に
調
和
し
、
}
つ
の
連
続
的
な
行
動
形
式
に
な
る
こ
と
が
あ
る
凶
第
三
の
抑
圧
的
潜
行
性
と
は

「爆
発
も
出
来
な
い
し
向
き
を
変
え
る
こ
と
も

90

一出
来

な

け

れ
ば

、

そ

れ

は
内

向

し

て

、
人

鏡

に

つ
か

な

い
地

下

の
生
活

を

送

る
よ

う

に
な

る
、

抑

制

さ
れ

る

こ
と
が

あ

る
己

第

～
の
直
接

の
解

放

・
爆

発

が
許

さ
れ

な

い
状

況

に
あ

る

と
き

「
探
究

」

の
原

理
が

求

め
ら
れ

、
衝

動

の
調
整

が
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
。

自
己

と

環
境

と

の
相
互

作

用

を
営

む

「
状

況
」

全

体

を
変

革

す

る
行
為

を

探

す

か
、
或

い
は
衝
動

自
体

を

こ
の
間

接

的

な
形

で
方
向

転
換

さ
せ

よ
う

と
し

た
り

、
昇
華

さ

せ

る

か

で
あ

る

。
何

れ

に
し

て
も

個
人

の
衝

動

は
、

そ

の
ま
ま

の
形

で

ス
ト

レ
ー
ト

に
解
放

す

る

こ
と
が
許

さ
れ
な

い
場
合

が
多

い
か

ら
、

そ

こ

に
衝

動

を

如
何

な

る
形

で
解
放

す

る

か
と

い
う
道

徳

的
判

断

が
求

め
ら

れ

る
。

そ

れ

は
状

況

を
充

全

に
生

き
よ

う

と
す

る
行
動

の
仕

方

を
探

る
判

断

で
あ

る
。

こ
う

し

て
道
徳

的
判

断

の
在

り
方

は

「
状

況
」

に
お

い
て
衝

動

を
ど

の
よ
う

に
活

か
す

の

か
と

い
う

「
探
究
」

的

思
考

と

、
習

慣

の

中

の
性

向

・
素

質

と

が
相
互

作
用

す

る
う

ち

に
成

立

す

る

の
で
あ

る
。
道

徳
的

判

断

が
必

ら
ず
求

め
ら
れ

る

の
は

、
習
慣

の
流

れ

の
う

ち

に
問
題

的

場

面

が

発

生

し

、

そ

れ

を
再

び
習

慣

の
流

れ

に
乗

せ

る

た
め

で
あ

る
。

そ
れ

は
習
慣

の
再

調
整

・
再
修

正

と

い
う

こ
と

で
あ
り

、
具

体
的

に
は

の

の

の

の

　

衝

動

の
導

き

方

に

か

か

っ
て

い

る
。
「
自
由

に
な

っ
た
衝

動

と
道
徳
上

、
相
関

関
係

に
あ

る
も

の
は

、
直
接

の
活

動
力

で
は
な
く

て
、
性
向

を

更
新



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ね

し

習
慣

を
組
織

し
直
す

の
に
ど

の
よ

う

に
し

て
衝
動

を
用

い
た
ら

い
い
か
、

そ

の
用

い
方

に
対
す

る
反

省

で
あ

る
』

即

ち

デ

ュ
ー

イ
の

い
う
要

点

は
、
道
徳

の
問
題

は
習

慣

の
再
調

整

の

た
め

に
衝
動

を
如

何

に
方
向

づ

け
す

る
か

の
判

断

の
問
題

に
な
る
。

衝
動

の
解

放

は
知
性

の
役

割

で
あ
り

、

道
徳

的

判
断

の
在

り
方

に
か
か

っ
て

い
る
。コ

　
[
探

求

」

の

原

理

〔

の

　

　

　

　

　

　

わ

れ
わ

れ
が

「
生
長

の
連
続

性

(
　

)

に
沿

っ
て
時
間

的

歴
史

的

な
連
続

性

の
原

理

と
空
間

的
地

理
的

な
相

互
作

用
の

原

理

と
が
交

差

す
る

一
つ
の
状

況

に
お

い

て
、
思
考

と
行
為

の
統

合

的
機

能

が
働
き

、
習

慣

の
原

理
と
探

究

の
原

理

が
融
合

す

る
。

わ
れ

わ
れ

が

経

験

す

る
連
続

的

な

こ
れ
ら

一
つ

一
つ
の
状

況
は

、
習
慣

の
原

理

に
基

づ

い
た
性
向

・
素

質

の
支

配
す

る
諸

判
断

の
継
続

的

更
新

の
プ

ロ
セ

ス
と

、

同

時

に
そ

れ
ら
性

向

・
素

質

の
含

む

主
観

的
要

因

の

み
の
判
断

で
は
決

し

て
充

分

で
は
な

い
と
す
る
人

間
知

性

の
統
合

的
機

能

に
よ
る

「
探
究

」
の

原

理

が
別

の
プ

ロ
セ

ス
と

し

て
働

く

の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
習

慣

と

探

究

の
両

プ

ロ
セ

ス
と
す

れ
ば
、

二

つ
の
分

離

し
た

機
能

の
よ

う

で
、
実

は

表

裏

一
体

の
融
合

し

た
も

の

で
あ

る
。
探
究

的

思
考

の
全

く
働

か

な

い
習

慣

と

い
う
も

の
は
考

え

ら
れ

な

い
。
逆

に
習

慣

の
原
理

の
影

響
を

全

く

受

け

な

い

「
探
究

」

の
過
程

な

ど

は
考

え
ら

れ
な

い
。

そ

こ
に
は
程

度

の
違

い
が

あ
る
だ

け

で
あ

る
。
程

度

の
違

い
と

は

、
探

究

の
原

理

が
機

能

す

る
色
彩

が
習
慣

の
原

理

よ
り
も

濃

く
色

づ

け
ら

れ
る
場
合

が
あ
り

、
逆

に
探
究

の
原

理
よ
り

習
慣

の
機

動

力

の
方

が

断
然
優

位

を
占

め

る
場
合

が
あ

る
。

普
通

は
、
習

慣

が
あ

る
場

面

で
破
綻

を

き
た

し
た

り
、

バ

ラ
ン

ス
を

失

っ
た

り
す

る
と

、
探
究

的

な
思
考

作

用
が
発

生

す

る
と
考

え

ら

れ

る
。

思
考

作
用

と
習

慣

と
が

全

く
分
離

的

に
把
握

さ
れ

て
、

一
方

の
習

慣
が

問
題

的
危
機

に
陥

っ
て
始

め

て
他
方

の
思

考

が
発

生
す

る

と
み

る

の
は

、
習
慣

と
思

考

、
行
為

と
自

我

、
行

為

と
思
考

、
行

為

と
性
向

な
ど

の
同

一
性

が
理
解

さ
れ

て

い
な

い
こ
と

の
現

わ
れ

で
あ

る
。

デ

ュ
ー

イ

の

い
う

「
自

我

と
行

動
と

の
道
徳

的
統

一
性
」

(
　

)
の
立
場

は
連
続

性

の
原

理

を
根

底

に
捉
え

て

い
る

の

で
、
探

究

の
論

理
的
プ

ロ
セ

ス
と
習

慣

の
機
能

と

の
統

一
的
働

き
を

認
識

し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

そ

の
よ

う
な
前

提

を
わ

き
ま

え

た
上

で
習

慣



の
過

程

か
ら
ど

の
よ
う

に
し

て
思
考

作

用
が

そ
れ
と

し

て
新
ら

た

に
発

隼

し
得

る

の
か
を
考

察

す

る
必
要

が

あ
る
。

或

る
日

私

が
久

し

ぶ
り

に
海

岸

を
少

し
遠

く

ま

で
ラ

ン

ニ
ン
グ
し

た
と

き

の
状

況
を
設
定

し

て
、
習
慣

と

思
考
作

用

の
関
係

を

吟
味

し
よ

う
。

松

林

の
間

を
通

り
抜

け

、
浜

辺

の
白
砂

の
上

を
快

よ

く
走

っ
て

い
る
間

は
問

題

は

な

い
。
時

々
走

る

こ
と
は
私

の
習

慣

の

～
部

な

の

で
あ

る
。

そ

の
日
ラ

ン

ニ
ン
グ

と
し

て
は

珍

し
く

始

め

て
の

コ
ー

ス
を

遠
く

ま

で
足
を
伸

ば

し

て

い
た
。

す

る
と
突
然

海

に

そ
そ

い
で
い
る
小

川

に
出

く
わ

し

た
。
〔
不
確
定

の
状

況
〕
こ
の
小

川
を

越

え

て
更

に
走
り

た

い
私

に
と

っ
て
、
こ

の
小

川
を

ど

の
様

に
し

て
渡

る

か
が
問

題

と
な

っ
た
。

川

の
巾

は

、

五
米

以
上

あ
り

跳

び
越

え

る

こ
と
も
出

来

そ

う

に
な

い
し
、

そ

の
深
さ

は
私

の
胸
位

ま

で
あ

り
そ

う

で
流
れ

に
足

を
入

れ

る

こ
と
も
出

来

な

い
。

而

も

川
巾

は
少

し
上

流

の
方

ま

で
変

わ

ら
ず
狭

ま

っ
て

い
な

い
。
し
か

し
此

の
程
度

の
小

川

で
、

も

っ
と
先

き
ま

で
走

り

た

い
私

の
衝

動

な

い
し

願

望

を
挫
折

さ

せ
た
く

な

い
。

で

は
ど

の
様

に
こ
の
小

川
を

渡

る
か
が
私

の
当

面

す

る

「
問

題
的
状

況
」

と
な

っ
た
。

即

ち
習
慣

の
連
続

性

は
切

断

さ

れ
、

こ
の
状

況
が
含

む

具

体
的

諸
条

件

に
関

し

て
思

考
作

用

が
発
生

し

た
。

即
ち

「
探
究

」

の
方
法

が

開
始

さ

れ
た

。
川

の
巾

、
深

さ

、
上

流

で
の

川
市

、
私

の
体

力

と
跳

躍
力

、
水

温

の
低

さ
等

々
さ
ま
ざ

ま
な

条
件

が
思
考

の
材
料

と

な
る
。

こ
の
ま

ま

で
は
川

を
渡

る

こ
と

は
出
来

な

い
。

こ

こ

で
欲

求

・
衝

動

な

い
し
目

的
を

放

棄

し

て
引

き
返

す

こ
と

は
易

し

い
。

問
題

的
状

況

は

一
挙

に
解

消

す

る
。

し
か

し
川
を
越

"λ
て
更

に

走

り

た

い
欲

求

・
衝
動

自
体

は

厳
然

と

し

て
崩

れ
な

い
。
も

し
人

が
何

故

そ

の
川
を
無

理

し

て
ま

で
越

え

て
行

き

た

い
の
か

、
そ

の
目
的

は
何

か

と

問

う
か
も

知

れ

な

い
。
理

由

は
無

い
。

こ

の
状

況

に
お

け
る

霞
的

は
健
康

で
も

な

け
れ
ば

、

た
だ
走

る
こ

と
の

み

で
も

な

い
。
唯
今

ま

で
通
り

同

じ
方

向

を
指

し

て
走

る

こ
と
が

目
的

で
あ

る
。

従

っ
て
健

康

が
目
的

で
走

る
こ
と

が
手

段

で
あ

る
な
ら

ば

、
方
向
転

換

し

て
引

き
返

し

て
も
よ

い
で

は
な

い
か
と

い
う

論

理

は
成
立

し

な

い
。

と
す

れ
ば

、

こ
の

「
状

況
」

が
問

題

的

で
不
確

定

で
あ

る
こ
と

に
変

わ
り

は
無

い
。

水

に
入

ら
な

い
で
如

何

に
し

て
此

の
小

川
を

渡

る

か
が

、
〔
問
題

設
定

〕
と

な

る
。
私

は
状

況

の
含

む
多
様

な
事

実

を
判

断

し
、
小

桝

の
周

辺
を
観

察

す

る
。
何

か
解

決

の
手

が

か

り

は
無

い
の
か
。

事

実

を
蒐

集

し
観

察

し

て

い
る
内

に
、

か
な
り

の
太

さ

の
丸
太

の
棒

を
発

見

す
る
。

私

は
そ

の
棒

が
小

川

の

巾

以
上

に
あ
り

、
私

の
体

重
を

支

え

る

の
に
充

分

で
あ

る
と
推

量
す

る
。
〔
問
題
解

決

の
決

定
〕
こ
の
丸

太

の
棒

を
小

用

に
架

け

て
や
れ
ば

多
分

私

は

無
事

に
向

う

側

へ
渡

れ

る
も

の
と
推
定

す

る
。
〔
推
論

〕
椎
論

の
結

果

、
私

は

こ
の

ア
イ
デ

ィ

ア
を

実
践

す

る
た

め
吋
成

り
重

い
こ

の
棒

を

引
き



ず

っ
て
苦

心
し

て
小

川

に
架

け

、
身

体

の
バ

ラ

ン
ス
を
と

り
な

が
ら
結

局
k

手

く
小

川
を

渡

る
こ
と
が
出

来

た
。
〔確

定

し
た
状

況
〕
当
初

の
目

的

・
欲
求

は
実

現

し
再

び
習
慣

の
更

新
的

連
続

性

は
回
復

さ

れ
た
。

こ
の
状

況
設
定

に
よ
る
探
究

構

造

の
解
明

で
把

握

せ
ら

れ
た
様

に
、
或

る
習
慣

の
プ

ロ
セ

ス
に
お

い
て
問

題
的

状

況

が
発

生

す

る
と
、
新

し
く

こ
れ
ま

で
と
違

っ
た
解
決

的

行
為

(仮

説
)

が
要

求

さ
れ

、
思
考

作
用

が
介

入

し

て
く

る
。

そ
れ

は
或

る

一
つ
の
習

慣

の
部

分
的

修
正

で
は
な

く

、

当

の
習

慣
全

体
が

疑
問

に
付

さ

れ
、
解
決

を

迫

ま
り

、
場
合

に
よ

っ
て
は
方

向
転
換

を
余

儀

な
く

さ
れ

る
程

の
全

体
的

な
も

の
で
あ

る
。
「
探
究

」

的

思
考

の
出

現
が

、
問
題

の
性
格

を
明

確

に
し

、
自

我

の
解
決

的

行
為

を
求

め

て

い
る
か
ら

、
問

題
解

明

の
た

め
生
き

た
現

実
的

思
考

を

し
な

け

れ

ば
な

ら

な

い
。
探

究
的

思
考

は
具

体

的
行

動

の
成

果

を
不

可
欠

と
す

る
。

そ
れ

は

テ

ス
ト
さ
れ

、
行

為

の
実
験

的
確

証
を
求

め
ら
れ

て
い
る
。

ラ

ン

ニ
ン
ゲ

を
し

て

い
て
小

川

の
出

現

に
よ

っ
て
問
題
的

状

況
と

な
り

、
思
考

は

開
始

さ
れ

た
様

だ
が

、
実
際

に
は

そ
れ
以
前

に
も

思
考

は
絶

え

ず
働

い
て

い
る
。
例

え
ば

走

り

な
が
ら
考

え

る

、
松

の
木

は
皆

ん

な
ど

う
し

て
人

が
踊

っ
て
い

る
様

に
よ
く
曲

が

り
安

い
の
は
何
故

か

。

そ
の

日
、

体
調

が

い

つ
も

よ

り
悪

か

っ
た

の
は
何
故

か

。
前
夜

の
就

寝
時

間

に
原

因
が

あ
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
更

に
も

し
野

犬

が
不
意

に
跳

び
出

し

て
き

た

ら
ど

う
す

る
か
。
　

等

々
。

こ
れ

ら

は
ラ

ン

ニ
ン
グ

の
途

中

で
問
題
的

に
意
識

さ
れ

吟
味

さ

れ
る

が
し

か
し
解

決
的

行
為

の
推

理

ま

で

は
発

展

さ

せ
得

ず
途
中

で
放
棄

し

た
り
消

失

し
た

り
す

る
。

そ
れ
ら

は

「
実
験

的
行

為

に
よ

る
検

証
」

ま

で
は
到

ら
な

い
。

こ

の
意

味

で
普
段

、

習
慣

は
思

考

に
支

え
ら
れ

、
行
為

は
思
考

と
統

一
さ
れ

て

い
る
が

、

こ
と
改

め

て
習

慣
が
破

ら

れ

て
思
考
作

用

が
起

こ
る
と

い
う
際

の
思

考

は
、

探
究

的
思
考

と
し

て
実
験

的
確

証
を

求

め
ら

れ

て

い
る
点

に
お

い
て
現
実
性

、
実
験

性
、

器
具

性

が
問
わ

れ

て

い
る

こ
と

で
あ
る
。

換
言

す
れ

ば

、

習
慣

が

一
応

バ

ラ
ン

ス
を

保
持

し

つ
つ
軌

道

に
乗

っ
て
回
転

し

て

い
る
間

は
、
思

考
作

用

が
同
時

に
働

い

て
い

て
も

、

そ
れ
が
実

験

的
検

証
を

必

要

と

し

な

い
限

り
真

に

ト
ー

タ

ル
な
意

味

で
思
考

と
は

い
え
な

い
。

デ

ュ
ー
イ
は

『
論

理
学
』
(
　

)
に
お

い
て
探

究

の
現
実

的
基
盤

を
生
物

学
的

側

面
と
文

化
的

な
側

面

か

ら
論
述

し

て

い
る
。
生

物
学

的
側

面

と
し

て

の
探

究

の
基
本

構
造

は

、
生
物
有

機

体

と
し

て

の
人

間

と
環
境

と

の

バ
ラ

ン

ス
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
が
絶

え
ず

連
続
的

に
更

新

さ
れ

、

バ
ラ

ン

ス
が
崩

れ

た
と

き

は
、
そ

の
回
復

を

、

バ
ラ

ン

ス
が
保

持

さ
れ

て

い
る
と

き
は
更

に
更

新
的

継
続

を

は
か

る



こ
と

に
あ

る
。
た

と
え
ば

呼

吸
作

用

は
酸
素

と
炭

酸

ガ

ス

の
含
有

量

の
交

換

が
肺

の
な

か

で
行

わ

れ

る
が

、
そ

れ
は
循

環

す

る
甑

液

と
炭

酸
ガ

ス

と

の
相

互
作

用

に
依

存

し

て

い
る
。
生

命
活

動

と

は
、

こ

の
バ
ラ

ン

ス
の
維

持

と
更

新

の

こ
と

で
あ

る
が

、
或

る
活

動
内

の

バ
ラ

ン

ス
が
乱

さ
れ

る
と
、
欲

求

か
ら
追

求

が
始

ま

り
、
追

求

の
結
果

が
充

足

に
至

る

と

い
う
パ
タ
ー

ン
を
歩

む
。
「
実
際

、
生
き

る
と

い
う

こ
と
は

、
不

均
衡

と
均

衡

⑳

回
復

の
絶

え

ざ

る
リ
ズ

ム
で
あ

る
と

み
な

し

て
も
よ

い
8

飢

え
は
統

一
の
有

…機
体

的

.要
素

と
環
境

的
要

素

の
不
均

衡

の
姿

で
あ
る
。

こ
の

ア

ン
バ

ラ

ン

ス
は
或

る
緊
張

状

態
を

起

こ
す

が
、

そ

こ

に
統

合

の
回
復

を

は
か

ろ
う

と
す

る
探
究

活

動
が

始
ま

る

の

で
あ
る

。

こ
の
緊
張

状

態

が
欲
求

を

規

定

し
、

そ

の
充

足

の
た

め

の
活
動

が
な

さ

れ
る

が
、
活

動

は
更

に
環
境

を
変

え

、

そ
れ

に

つ
れ

て
新

し

い
欲
求

が

生

ま
れ

、
そ

れ
を
満

た

す
有

機

体

の
活

動

が
更

に
変

化
す

る
と

い
う
連
続

的

プ

ロ
セ

ス
が
発

展

す

る
。

探
究

の
現
実
的

基
盤

は
文

化
的

側

面

か
ら
も

捉

え
ら

れ

る
。

即

ち
生
物

有
機

体

と
環

境

と

の
相

互
作

絹

の
段

階

よ

り

一
層
豊

か

な
人

間
同

志

の

関

係

に
お

け
る
諸

問
題

で
あ
り

、
道
具

、
技
術

、
伝

統

、
習
慣

的
信
念

と

い
う
全

て
の
文
化

的

な
問
題

と

の
関

係

で
あ

る
。
人

間

は
生
物

学

的
要

因

の
み

に
よ

っ
て
決
定

さ

れ

る

の
で
は

な
く

、
多
様

な
文
化
的

条

件

の
影
響

に
よ

っ
て
変
化

を

受

け
る
も

の
で
あ

る
.
人

間

と
は

、
有

機
体

的
行

動

か

ら
知
的

行
動

へ
の

「
転

化

そ

の
も

の
し

(
　

〉

で
あ
る
。

文
化

的

な
環
境

づ
く
り

の
上

で
特

に
重
要

な

の
は
言

語

で
あ

る
。

デ

ュ
ー

イ
は
言
語

が
生
物

学
的

段

階

か
ら

一
層

広
く
且

つ
深

い
知
的

段
階

や
潜
在

的
論

理

的
段

階

へ
の
発

展

の
道
具

と
な

る
と

し

て
、
そ

の
機
能

を
分

析
す

る

の
で
あ

る
。

デ

ュ
ー

イ
は

こ
う
し

た

「
探

究
」

の
基

本

的
前

提
を

吟
味

し

た
後

で
、
探

究

概
念

の
総

括
的

定
義

を
試

み
よ

う
と
す

る

。
「
探

究
」

の
定

義

は

い

㈱

く

つ
か
有

る
が

、

こ

こ
で
は
代

表
的

な
も

の
を

一
つ
挙

げ

て
お

き
た

い
。

「
探
究

と

は
、

不
確
定

な
状

況

を
確

定

し
た
状

況

へ
、

即
ち

始

め
の
状

況
を

構
成

し

て

い
る
諸
要

素

を
統

一
さ
れ

た
全

体

へ
変

え

て

し
ま

う
程

、

髄

構
成

要
素

の
区

別

や
関
係

が
確

定

し

て

い
る
状

況

へ
、
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
方

向

づ
け

ら
れ

た
仕

方

で
変
換

す

る

こ
と

で
あ
る
ご

即

ち
探
究

と
は

不
確

定
状

況

に
お

い
て
旧

い
習

慣

と
新

し

い
衝

動

と
が
衝
突

し

て
、
不
安

定

な
、

バ

ラ

ン

ス
の
崩

れ

た
状

況

に
発

す

る
。

そ
れ

が

や
が

て
新

し

い

衝
動

・
欲

求

を
軸

に

し
て
探
究

の
発
展

段
階

を

経
過

す

る
う

ち

に
習

慣

の
再
組

織

・
再
修
正

を
導

き

「
統

一
さ

れ
た
全

体
」
(
　

)
に



至
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
探
究
の
総
括
的
定
義
に
続
い
て
、
探
究
の
構
造
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
探
究
の
発
展
的
構
造
は
次
の
六
段
階
に
分
け

ら
れ
る
。

①

「
不
確
定
状
況
」
「
問
題
的
状
況
」

②

「
問
題
設
定
し

③

「
問
題
解
決
の
決
定
し
「仮
説
」

④

「推
論
」

⑤

「行
動
に
よ
る
仮
説
の
検
証
」櫛

⑥

「保
証
づ
き
の
言
明
可
能
姓
し

こ
の
様
な
探
究
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
最
初
の
問
題
的
状
況
の
客
観
的
事
実
が
観
察
に
よ
っ
て
摘
出
　さ
れ
、
そ
れ
ら
の
諸
事
実
を
基
に
し
て
解

決
的
観
念
又
は
仮
説
を
推
理
す
る
の
で
あ
る
。
最
終
的
推
論

(
　

に
よ
る
仮
説
の
選
択
は
、
道
徳
的
判
断
の
最
も
緊
迫
し
た
予
測
性
と

実
験
性
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
探
究
の
基
本
構
造
に
お
い
て
は
、
状
況
の
念
む

「諸
事
実
」
(
　

〉と
そ
れ
ら
に
基
づ
く

「諸
観
念
」
(
　

〉
の

形
成
と
は
相
関
的
で
不
可
欠
な
要
因
で
あ
る
。
前
者
は
観
察
に
基
づ
き
、
後
者
は
推
理
力
に
基
づ
く
。

以
上
の
よ
う
な
探
究
の
論
理
学
的
分
析
を
経
て
、
我
々
は
デ
ュ
ー
イ
の
習
慣
と
探
究
と
の
融
合
地
点
へ
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題
的
状
況
に
お
け
る
道
徳
的
判
断
の
形
成
に
習
慣
の
原
理
と
探
究
の
原
理
は
ど
の
よ
う
に
融
合
し
調
和
す
る
だ
ろ
う
か
。

コ三

道

徳

的

判

断

の

問

題

〔

デ

ュ
ー
イ
道

徳
論

の
特
徴

は
、
自

然

科
学

に
適

用
さ

れ
る

「
探
究
」

の
方

法

が

、
道
徳

に
も

同

じ
よ

う

に
採

用

さ
れ

る

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
探



究
の
方
法
は
客
観
的
事
態
の
把
握
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
仮
説
の
推
理
が
軸
と
な
り
、
そ
の
仮
説
を
実
験
的
検
証
に
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
評

価
が
下
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
科
学
の
思
考
方
法
と
し
て
の
実
験
的
検
証
牲
が
真
理
の
基
準
と
し
て
、不
可
欠
な
前
提
と
さ
れ
た
。

デ
ュ
ー
イ
は
、
こ
の
探
究
に
よ
る
検
証
性
の
論
理
を
道
徳
的
生
活
に
も
採
用
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
探
究
の
論
理
が
果
し
て
ど
の

様
に
道
徳
的
判
断
の
成
党
に
介
入
す
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。
即
ち
道
徳
的
状
況
に
お
い
て
、
習
慣
の
本
質
的
要
因
と
し
て
の
控
向

・
素
質
が
、

探
究
の
発
展
的
諸
段
階
に
お
け
る
特
徴
と
ど
の
様
に
接
触

・
融
合
し
て
一
つ
の
道
徳
的
判
断
が
成
立
す
る
の
か
、
こ
の
点
を
考
察
の
狙
い
と
し
た
い
。

先
ず
道
徳
的
状
況
の
特
質
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
に
状
況
と
い
え
ば

「わ
れ
わ
れ
が
事
象
に
つ
い
て
の
判
断
を
形
成
す
る
に
は
、
そ
れ
ら㈱

の
孤
立
状
態
に
お
い
て
で
は
な
く
、
脈
落
全
体
　

)
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
脈
落
全
体
が
状
況
と
呼
ば
れ
る
」

状
況
と
は
、
個
人
が
自
然
的

・
社
会
的
環
境
と
の
闇
に
経
験
す
る
場
、
時
間
的
且
つ
空
間
的
に
経
験
が
成
立
す
る

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
質
的
場
面

の

の

の

で
あ
る
。
即
ち
時
間
的

「連
続
性
」
の
原
理
と
空
間
的

「相
互
作
用
」
の
原
理
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
デ
ュ
ー
イ

が

「道
徳
的
状
況
」
と

わ

の

　

ロ

リ

だ

呼

ぶ
と
き

、

そ
れ
は

「
眼

に
見

え

る
行
為

に
先
立

っ
て
判
断

お
よ

び
選

択
が
要

求

さ
れ

る

よ
う

な
状

況

の
こ
と

で
あ

る
己

各

々
の
道
徳

的
状

況
は

ユ
ニ
ー
ク
な
問
題

を
含

ん

で

い
る

か
ら

、
そ

の
状

況

に
ふ

さ
わ

し

い
判

断
及

び
選

択
が

行
わ

れ

ね
ば

な
ら

な

い
。
換
言

す

れ
ば
道

徳
的

状

況

は
未

解
決

な
事

態

で
あ
り

、

こ
の
混

乱

し
不
安

定

な
内
容

を
帯

び

た
状

況
を

、
探
究

的
思

考

と

そ

の
実

験
的

行
為

に
よ

っ
て

「
統
合
の
織
復

」
(菊
Φ
8
<
Φ
-

　
)
を

は
か

る

と

こ
ろ

に
道

徳

的
行
為

の
意

義

が
生

ま
れ

る
。

そ

の
際
思
考

作

用

の
全
過

程

が

～
連

の
判

断

を
形
成

し

て

い
る

が
故

に
、

道
徳
的

状

況

の
解

決

は

、
道
徳

的
判

断

の
在

り
方

に
全

て
か

か

っ
て
い
る
と

い
え
る
。

デ
ュ
ー

イ
は

「
道
徳

的
判

断

と
は

、
判
断

さ
れ

⑳

る
事

態

と
、
判
断

す

る
行
為

の
中

に
あ

ら
わ

れ

る
性
格

や
態
度

と

の
絶
対

的

に
相

互
決

定

を
行
う

判
断

で
あ
る
己

と
規
定

し
て
い
る
が

、

こ
れ
は

判
断
決

定

の
内
容

が

パ

ー

ソ
ナ

ル
な
要

因
と
客

観

的

な
要

因

と

の
相

互
的

関

わ
り

に
基

づ
く
も

の

で
あ
る

こ
と

を
意
味

す

る
。
即

ち
個

人

の
習
慣

・
性

向

・
素
質

の
側

面
と

、
状

況

の
客
観

的
事

実

の
側
面

と

の
相
互

決
定

性
を

重
視

す

る

の
で
あ

る
。

こ
の
相

互
決

定

性

(
　

　
)
と
は
ど

の
様

な
意

味

か
吟

味

し

て
み
よ

う
。

問

題

の
道
徳
的

状

況
を
解

決

へ
導

く

に
は

、
探
究

の
論

理

に
従

っ
て
状

況

の
含
む

事
実

を
観

察

せ
ね

ば
な

ら

な

い
し

、

そ
れ
ら

を
基

に
し

て
諸



観

念

(仮
説

)

を
推

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
が

、
事
実

や
観

念

が
妥

当

な
も

の
と
確
認

す

る

の
は
判
断
作

用

に
基

づ

く

の
で
あ

る
。

そ

こ
に

は

事

実

判
断

と
価
値

判
断

と

が
統
合

的

に
働

い
て

い
る
と
考

え
ら

れ

る
。
何
故

な
ら
状

況
を

解
決

へ
導

く
行

為

の
推

理

に
は
、
諸

事
実

ヘ
デ

ー
タ
)

の
蒐

集

に
お
け

る
事
実

判
断

と

、
そ

れ
ら

の
事

実
を

基

に
問
題

解
決

の
方

法
を

選
択

す

る
価
値
判

断

が
行

わ

れ

て

い
る
の

で
あ
る
。

価
値

判

断

に

つ
い

て

「
そ
れ

は

、
常

に
何

が

な
さ

る

べ
き

か
を
決

定

す
る

た
め

に
あ

る

こ
と
」

或

い
は

「
あ
た

か
も
行

動

し
た

か

の
様

に
、
そ

れ
が

あ

る
行

動

鋤

の
コ
ー

ス
を
促

進

す
る

に
あ
た

っ
て
作

用

す

る
そ

の
仕
方

を
尋

ね

る

こ
と
]

な

の

で
あ

る
。
探
究

の
全

過

程

に
わ

た

っ
て
価
値

が

は
た
ら

い
て

い

て
い
る

こ
と

は
明
ら

か

で
あ

る
が
、

実

は

こ
う
し

た
価
値
判

断

の
機
能

は

何
を
基

盤

に

し
て

い
る

か
と
問

え
ば

、
再

び
習

慣
論

の
問

題

に
戻

っ
て

く

る

。
「
価
値
判

断

と

は
、
わ
れ

わ

れ

の
願

望

、
情

感

、
喜
び

の
形
式

を
支
配

す

べ
き

こ
と

が
ら

に

つ
い
て
の
判

断

で
あ

る
。
何
故

な
ら

、
願
望

、

謝

情
感
、
喜
び
の
形
式
を
決
定
す
る
も
の
は
全
て
、
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
社
会
的
行
為
の
主
要
動
向
を
決
定
す
る
の
が
常
だ
か
ら
で
あ
る
」
価
値
判

断
の
機
能
が
個
人
の
願
望

・
欲
求

・
喜
び
を
髭
台
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
が
、
こ
れ
ら
願
望

・
欲
求
は
習
慣
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

性
向

・
素
質
と
深
く
関
係
を
結
ん
で
い
る
か
ら
、
価
値
判
断
の
究
極
的
決
定
要
因
は
個
人
が
営
む
習
慣
の
構
造
上
の
特
性
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
得
る
。
判
断
の
重
要
な
特
質
は
、
選
択
で
あ
り
、
拒
否
で
あ
る
。
そ
し
て
状
況
の
含
む
諸
事
実
の
選
択
、
仮
説
や
観
念
の
選
択
、
最
終
的
仮
説

な
い
し
観
念
の
推
理
と
選
択
な
ど
が
、
判
断
す
る
当
事
者
の
優
秀
な
判
断
力
に
全
て
帰
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
判
断
者
は

「紛
糾
錯
綜
し
た
事
態

鋤

が
も

つ
特
性

の
関

係
を
表

示

し

、
意
味

す

る
価
値

に
関

す

る
勘
を

働
か

せ

る

こ
と

で
あ

る
劇

つ
ま

り

デ

ュ
ー
イ

に
よ
れ

ば

、
状

況

の
客

観
的

事
態

も
探
究

の
プ

ロ
セ

ス
に
お

い
て
絶

え
ず

判

断
作

用

に
よ

っ
て
影

響
を

受

け
、
事

実
判

断

と

同
時

に
価

値

判
断

が
含

ま
れ

る
が

、

そ
れ

ら

は
判

断
す

る
当
事

者

の
判
断

能
力

に
係

っ
て
お
り

、
究

極
的

に
は
習

慣

に
よ

っ
て
形

成

さ
れ

た
性
向

.
素
質

の
要

因

に
依

存

せ
ざ

る
を
得

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
の
判
断

力

の
核

心

に

は
、
性

向

・
素

質

(
　

)
の
本

質

と

し

て

の

「情

緒
的

感

得
力
」

(
　

)

が
あ
り

、

こ
れ
が
判

断
作

用

に
多
大

な
影

響
力

を

及
ぼ

し

て

い
る
も

の
と
思

わ
れ

る
。
「熟

慮

に
現
わ

れ

る
推
進

力
的
活

動
力

の
釣
合

い
の
と

れ
た
配
置

は

、
敏
感

で
均

斉

の
と

れ
た

情
緒
的

感

得
力

に
よ

っ
て
決

ま

る
8

こ
の
情
緒

的
感

得
力

む

　

の

　

　

の

　

の

ロ

　

　

こ
そ
が
道
徳
的
場
面
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
を
感
じ
取
り
、
問
題
の
本
質
と
構
造
を
洞
察
し
、
状
況
が
含
む
様
々
な
諸
事
実
を
観
察
し
蒐
集
す
る
の



に
影
響
す
る
。
諸
事
実
の
観
察
と
蒐
集
の
方
法
は
、
あ
く
ま
で
科
学
的
思
考
の
方
法
で
は
あ
る
が
、
或
る
事
実
の
蒐
集
が
問
題
解
決
に
役
立
つ
か

否
か
を
決
め
る
判
断
は
、
価
値
判
断
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
き
の
ラ
ン
エ
ン
グ
の
状
況
設
定
か
ら
考
え
る
と
、
小
川
の
由
、
水
深
、
上
流
の
巾
、
私
の
跳
躍
力
な
ど
、
こ
れ
ら
の
確
認
は
、
科

学
的
客
観
的
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
團
時
に
水
の
汚
染
度
や
空
の
色
、
松
林
の
表
情
な
ど
は
、
川
を
渡
ろ
う
と
す
る
行
為

(目
的
)
の
実
践
に
直

接
関
係
が
な
い
こ
と
が
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
判
断
の
対
象
を
選
択
す
る
の
に
価
値
判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
。
価
値
と
は
、
「諸
関
係
の
洞

察
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
行
為
か
ら
生
ず
る
享
受

(満
足
、
快
等
　
は
、
そ
れ
ら
が
経
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
方
法
に
従
っ
て
意
味
と
妥
当
性
を
有
す

⑬
る
」
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
価
値
と
は
、
探
究
の
方
法
に
従

っ
て
結
果
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
満
足
感
や
快
感
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
価
値

判
断
は
、
そ
れ
ら
を
予
測
的
に
把
握
す
る
判
断
で
あ
る
。
価
値
が
満
足
や
快
と
い
う
主
観
的
情
緒
に
基
づ
く
以
上
、
探
究
の
過
程
に
お
け
る
様
々

な
価
値
判
断
が
、
判
断
者
の
性
向

・
素
質
の
情
緒
的
感
得
力
に
依
存
す
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
論
点
か
ら
結
論
的
に
い
え
ば
、
道
徳
的
判
断
は
、
問
題
的
状
況
の
客
観
的
解
決
を
求
め
る
探
究
の
発
展
段
階
に
お
い
て
、
習
慣
の
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
性
向

・
素
質
の
情
緒
的
感
得
力
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
安
い
。
探
究
か
ら
導
か
れ
た
科
学
的
客
観
的
諸
事
実
の
判
断
や
解
決
方
法
の
仮

説
或
は
ア
イ
デ
ィ
ァ
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
価
値
判
断
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
双
方
の
判
断
は
、
共
に
行
為
の
ベ
ス
ト
な
解
決
を
求
め
る
判
断

の
中
に
統
合
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

駐

　
こ
こ
で
は
、
　

(適
応
)
を
使

っ
て
い
る
が
、
総
括
し

て
　

(作
業
的
適
応
)
の
概
念
は

一
層
根
源
的

で
あ
る
。

こ
の

「
環
境
に
対
す
る
調
整
」

は
自
己
更
新
を
、
「
環
境

の
調
整
」
は
環
境
的
条
件

の
改
造

・
麟
萩
を
意
味

す
る
。

　
デ

ュ
!
イ
教
育
論

の
根
本
的
主
張

の

一
つ
は
、
「経
験

の
質
」
(
　

〉
を
鄭
何
に
改
良
す
る
か
に
あ
る
。
そ

こ
か
ら
習
慣
論

が
中
心

John  
D

ew
ey  

;H
um

an 
N

ature 
and 

C
onduct, 

1922, 
M

odern 
L

ibrary
1957, 

P. 
50,

W
orking 

A
daptation

A
djustm

ent

John 
D

ew
ey ;E

xperience 
and 

E
ducation, 

1938, M
acm

illan 
C

o. g 
, 1972, P. 28,

(quality 
of 

E
xperience)



と
な
る
。

　
こ
こ
で
は

「
生
長
の
連
続
性

(
　

)
」
が

「経
験

の
連
続
性

(
　

)
」

と
統
合
的

に
捉
え
ら
れ
る
。　

　
衝
動

の
可

塑
的
特
性

の
定
義
。

こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
次

の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
し

(拙
論
)

『J

・
デ

ュ
ー
イ
習
慣
論

に
お
け
る
衝
動

の
可
塑
性

に
つ
い
て
』

(
日
本
デ

ュ
ー
イ
学
会
紀
要

・
第

二
十
号
、

一
九
七
九
)　

　
デ

ュ
ー

イ
は
　

(性

向

)

の
語

を

盛

ん

に
使

う
が

、
　

(素

質

)

や
　

(態
度

)

も

同
義

語

で
あ

る
。

　
を
強

い

て

「
感

得
力
」
な

ど

と
訳
し
た
の
は
、
「
感
受
性
」
で
は
弱
過
ぎ
て
、
　

と
は
違
う
し
、
「
鋭
敏

さ
」
「
敏
感

さ
」

で
は
少

し
物
足
り
な

い
か
ら
で
あ
る
。
も

っ
と
積
極
的
な
力
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
引
用
文
は
習
慣
論

の
核
心
に
あ
る

「性
向
」

の
本
質
を
論
述

し
た
部
分
。

『J

・
デ

ュ
ー
イ
習
慣
論

に
於

け
る
　

の
位
置
』

(拙
論
)
を
参
照
さ
れ
た
し
。

(
日
本
デ

ュ
ー
イ
学
会
紀
要

・
第
十
九
号

、

一
九
七
八
)　　

　
衝

動

に

つ
い
て

の
定

義

。

デ

ュ
ー

イ
習

慣

論

は
結

局

「
衝

動

の
調

整

」
(
　

)
に
全

て
が

絞

ら

れ

る
。

　
(
モ
ー

リ

ッ

ツ

・
シ

ュ
リ

ッ
ク
)

が

『倫

理

学

の
諸

問

題
』

の
中

で
衝

動

を
性

向

と

混

同

し

て
し

ま

っ
て

い

る

の
は

、

デ

ュ
ー

イ

か
ら

論

ず
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