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想
の
動
的
な
展
開
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
画
期
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

想
像
力
が
所
与
の
も
の
を
ギ
フ
ト
と
し
て
、
か
つ
課
題
と
し
て
見
な
す
点
を
指
摘
し
た
こ
と
も
大
き
な
功

績
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
解
は
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
フ
ェ
レ
イ
ラ
は
、
想
像
力
が
能
動
的
で

あ
る
だ
け
で
な
く
受
動
的
に
も
働
く
こ
と
、
実
存
変
容
の
過
程
に
お
い
て
想
像
力
が
飛
躍
や
情
熱
と
し
て

主
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
想
像
力
は
意
志
を
透
明
化
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　

そ
の
後
今
世
紀
に
入
る
と
、
Ａ
・
グ
ロ
ン
が
、
想
像
力
と
可
能
性
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
な
が

ら
、
想
像
力
が
「
視
点
の
逆
転
」
を
可
能
に
す
る
働
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
倫
理
的
に
他

者
に
関
わ
り
、
宗
教
的
に
神
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
論
じ
た（

3
）。

　

最
近
で
は
Ｒ
・
Ｓ
・
ケ
ン
プ
が
、
美
的
実
存
に
つ
い
て
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
近
年
の
傾
向
を
受
け
て
、

誘
惑
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
、
想
像
力
が
誘
惑
に
応
じ
る
能
力
で
あ
る
と
の
解
釈
を
示
し
た（

4
）。
直
近

で
は
Ｈ
・
Ｂ
・
リ
ン
デ
ン
サ
ー
ル
が
、
人
は
想
像
力
に
よ
っ
て
は
神
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
の
う
ち
に
、
一
四
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
神
秘
主
義
者
、
Ｊ
・
タ
ウ
ラ
ー
の
影

響
を
見
出
し
た（

5
）。

　

本
論
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
グ
ー
ウ
ェ
ン
ス
が
な
し
た
よ
う
に

実
存
段
階
論
の
枠
組
み
の
中
で
想
像
力
の
働
き
を
区
分
し
て
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

想
像
力
理
解
そ
の
も
の
が
展
開
し
て
い
く
様
を
跡
づ
け
る
。
第
一
段
階
は
一
八
四
一
年
の
『
イ
ロ
ニ
ー
の

概
念
』
や
四
三
年
の
『
あ
れ
か
こ
れ
か
』
と
い
っ
た
初
期
に
お
い
て
、
第
二
段
階
は
四
六
年
の
『
哲
学
的

断
片
を
結
ぶ
非
学
問
的
後
書
き
』（
以
下
、『
後
書
き
』
と
略
す
）
に
お
い
て
、
第
三
段
階
は
四
九
年
の

『
死
に
至
る
病
』
や
翌
年
の
『
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
修
練
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。
な
お
第
四
段
階
の
想

像
力
論
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
生
涯
を
か
け
て
思
索
し
続
け
た
も
の
で
あ
り
、
後
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て

豊
か
に
深
め
ら
れ
た
も
の
の
、
断
片
的
着
想
は
中
期
か
ら
す
で
に
散
見
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
「
段

階
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
各
段
階
は
断
絶
の
関
係
に
な
い
。
各
段
階
は
前
の
段
階
を
廃
棄
し
な
が
ら
新
た

に
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
前
の
段
階
を
受
け
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
展
開
し
て
い
く
。
そ

の
た
め
、
後
の
段
階
の
想
像
力
論
に
お
い
て
も
前
の
理
解
が
時
折
言
及
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
が
想
像
力
に
つ
い
て
考
察
し
論
じ
る
際
、
そ
こ
に
は
四
つ
の
主
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
集
中
的
に
採

は
じ
め
に

　

理
性
に
よ
る
媒
介
や
統
一
を
批
判
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
決
断
主
義
の
思
想
家
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ

と
は
、
あ
る
意
味
で
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
あ
れ
か
こ
れ
か
」、「
選
択
」、「
情
熱
」、

「
意
志
」、「
飛
躍
」、「
逆
説
」、「
主
観
性
」
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
目
で
見
れ
ば
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に

フ
ィ
ッ
ト
す
る
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
彼
の
テ
ク
ス
ト
は
提
供
し
て
く
れ
る
。
前
世
紀
に
は
、
そ
う
し
た
枠

組
み
の
中
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
理
解
す
る
者
は
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
者
」
の
中
に
も
少
な
か
ら
ず
い
た
。

Ｃ
・
Ｓ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
信
仰
者
は
、
英
雄
的
な
意
志
の
行
為
に
よ
っ
て
、

不
合
理
と
自
身
が
知
る
も
の
を
自
身
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た（

1
）。

　

こ
う
し
た
決
断
主
義
者
と
し
て
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
理
解
は
、
想
像
力
の
働
き
に
注
目
す
る
諸
研
究
に
よ

っ
て
徐
々
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
堅
実
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
中
で
、
後
の
研
究
の
基
礎
と
な

る
研
究
書
が
八
十
年
代
末
か
ら
九
十
年
代
初
頭
に
か
け
て
二
冊
出
版
さ
れ
た
。
一
冊
は
Ｄ
・
Ｊ
・
グ
ー
ウ

ェ
ン
ス
に
よ
る
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
想
像
力
の
弁
証
法
』
で
あ
り
、
も
う
一
冊
が
Ｍ
・
Ｊ
・
フ
ェ
レ
イ
ラ

に
よ
る
『
変
容
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
：
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
に
お
け
る
想
像
力
と
意
志
』
で
あ
る（

2
）。
グ

ー
ウ
ェ
ン
ス
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
い
か
に
し
て
ロ
マ
ン
主
義
を
受
容
し
、
ま
た
ど
こ
に
そ
の
限
界
を
見

出
し
た
の
か
を
細
か
く
分
析
し
た
上
で
、
想
像
力
が
美
的
段
階
、
倫
理
的
段
階
、
宗
教
的
段
階
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
働
き
を
す
る
と
指
摘
し
た
。
想
像
力
は
美
的
段
階
に
お
い
て
は
可
能
性
を
、
倫
理
的

段
階
に
お
い
て
は
理
念
を
、
宗
教
的
段
階
に
お
い
て
は
神
や
キ
リ
ス
ト
を
志
向
す
る
と
い
う
グ
ー
ウ
ェ
ン

ス
の
理
解
は
、
想
像
力
の
一
つ
の
「
本
質
」
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
諸
研
究
に
抗
し
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
想
像
力
論
の
展
開
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的
に
、
理
想
を
理
想
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
し
て
も
働
く
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
一
方
で
人
間
が
理
念
や
理
想
に
関
わ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
想
像
力
を
こ
の
上
な

く
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
そ
の
無
限
化
す
る
働
き
に
つ
い
て
は
極
め
て
厳
し
い
目
を
向
け

て
い
た
。
人
間
が
、
自
ら
の
現
実
性
や
有
限
性
を
忘
れ
、
た
だ
自
己
を
無
限
化
す
る
ば
か
り
の
存
在
と
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
、
ロ
マ
ン
主
義
研
究
に
没
頭
し
た
初
期
に
す
で
に
あ
っ
た
。
そ
の
成

果
は
四
一
年
の
学
位
論
文
、『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
す
で
に
彼
は
、

所
与
の
現
実
性
を
否
定
す
る
運
動
で
あ
る
イ
ロ
ニ
ー
を
統
制
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
た（

8
）。

想
像
力
の
働
き
を
十
全
に
確
保
し
た
上
で
、
無
限
化
す
る
想
像
力
や
イ
ロ
ニ
ー
を
ど
の
よ
う
に
し
て
統
制

す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
問
題
へ
の
関
心
が
、『
あ
れ
か
こ
れ
か
』
や
『
反
復
』、『
人
生
行
路
の
諸
段
階
』

と
い
っ
た
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
諸
著
作
を
貫
い
て
い
る
。

　
『
あ
れ
か
こ
れ
か
』
に
は
、
無
限
化
と
有
限
化
の
運
動
を
行
う
倫
理
的
人
間
が
描
か
れ
る
。「
彼
の
有
限

な
人
格
は
選
択
に
よ
っ
て
無
限
化
さ
れ
る
、
選
択
に
よ
っ
て
彼
は
自
己
自
身
を
無
限
に
選
ぶ
の
で
あ
る
」

（3, 
213 

）。
こ
の
よ
う
に
、
有
限
な
人
格
は
ま
ず
無
限
化
の
運
動
を
行
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
立
ち
現
れ
た

理
想
的
な
自
己
を
選
ぶ
。
自
己
は
、
す
で
に
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、「
な
る
」
も
の
で
も
あ
る
。
す

で
に
あ
る
の
と
は
異
な
る
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
自
己
の
変
化
で
あ
る
以
上
、
な
る
こ
と
に

な
る
も
の
は
自
己
自
身
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。「
個
人
が
知
っ
て
い
る
自
己
は
、
現
実
的
自
己

で
あ
り
か
つ
理
想
的
自
己
で
あ
る
。
個
人
は
理
想
的
自
己
を
自
身
の
外
に
像
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

と
等
し
く
な
る
よ
う
、
個
人
は
自
ら
を
形
成
す
る
。
他
面
で
そ
れ
を
自
身
の
内
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

自
己
な
の
だ
か
ら
」（3, 

246 

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
倫
理
的
人
間
は
、
自
身
の
う
ち
に
理
想
的
自
己
を

見
出
し
、
そ
れ
を
現
実
的
自
己
に
お
い
て
実
現
す
る
。「
自
己
自
身
を
倫
理
的
に
選
ぶ
者
は
、
自
己
を
こ

の
特
定
の
個
人
と
し
て
具
体
的
に
選
ぶ
の
で
あ
り
、
彼
は
具
体
性
を
獲
得
す
る
」（3, 

239 

）。
自
己
に
関

わ
る
こ
と
も
形
成
す
る
こ
と
も
し
な
い
美
的
人
間
や
無
限
性
の
う
ち
に
自
己
を
揮
発
化
さ
せ
て
し
ま
う
イ

ロ
ニ
カ
ー
と
は
異
な
り
、
倫
理
的
人
間
は
理
想
を
現
実
的
自
己
の
う
ち
で
実
現
し
よ
う
と
試
み
る
。

　

こ
の
無
限
化
な
い
し
理
想
化
と
、
有
限
化
な
い
し
具
体
化
の
二
重
運
動
は
、
後
に
『
死
に
至
る
病
』
で

も
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
あ
る
べ
き
自
己
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

用
さ
れ
た
各
々
の
時
期
が
あ
る
こ
と
や
、
内
容
的
な
深
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
を

発
展
的
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
展
開
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
様
々

な
言
葉
は
全
体
像
を
結
ば
ず
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
有
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

の
段
階
が
想
像
力
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
た
の
か
、
以
下
各
節
に
お
い
て
順
に
見
て
い
く
。

一　

無
限
化
と
有
限
化

　

カ
ン
ト
や
ロ
マ
ン
主
義
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
議
論
を
受
け
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
ま
たPhantasi

と

Indbildning/ 
Indbildningskraft

の
語
を
用
い
て
い
る（

6
）。
意
味
に
つ
い
て
も
、
直
接
五
感
を
用
い

て
す
る
知
覚
と
区
別
し
な
が
ら
、
前
者
を
創
造
的
で
生
産
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
力
を
指
し
て
、
後
者
を

実
在
物
を
再
生
産
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
こ
と
を
指
し
て
使
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
問
題
関
心
は
認
識
論
の
枠
を
大
き
く
超
え
出
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
常
に
こ
の
区
分
に
の
っ

と
っ
て
両
者
を
使
い
分
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
そ
れ
ら
の

語
を
自
在
に
使
っ
て
考
え
よ
う
と
し
た
の
は
も
っ
と
別
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
理
由
に
よ
り
、
英

語
圏
で
も
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
両
者
の
訳
語
と
し
て
はim

agination
の
一
語
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
本
論
文
も
同
様
に
両
者
を
「
想
像
力
」
と
訳
す
。

　

想
像
力
の
最
も
基
本
的
な
働
き
は
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
心
の
う
ち
に
再
現
す
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
想
像
力
は
観
念
を
作
る
こ
と
で
、
対
象
を
そ
れ
が
据
え
置
か
れ
た
状
況
か
ら
切
り
離
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
、
あ
る
い
は
そ
の
場
所
で
、
と
い
う
限
定
か
ら
対
象
を
解
放
す
る
。

　

人
間
は
想
像
力
に
よ
っ
て
、
所
与
の
も
の
を
対
象
と
し
て
前
に
置
き
、
そ
れ
と
関
わ
り
始
め
る
。
こ
こ

に
は
想
像
力
の
対
象
に
対
す
る
依
存
と
対
象
か
ら
の
自
立
が
、
す
な
わ
ち
想
像
力
の
受
動
性
と
能
動
性
の

両
方
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
能
動
性
に
よ
っ
て
想
像
力
は
単
に
イ
メ
ー
ジ
を
再
生
産
す
る
ば
か
り
で
な
く

創
造
的
に
観
念
を
生
産
す
る
能
力
と
し
て
も
働
く（

7
）。
さ
ら
に
想
像
力
は
、
能
動
的
に
観
念
を
理
想
へ

と
転
じ
て
い
く
。
想
像
力
の
能
動
的
な
働
き
は
、
芸
術
や
思
想
の
可
能
性
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
私
た
ち
が
世
界
を
不
正
確
に
認
識
し
て
し
ま
う
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
想
像
力
は
受
動



人
文
・
自
然
研
究　

第
16
号　
　
　

77

二　

諸
要
素
の
同
時
性

　
『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
の
五
年
後
の
四
六
年
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
中
期
の
哲
学
的
主
著
、『
後
書
き
』
を

出
版
し
た
。
本
書
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
美
的
実
存
、
イ
ロ
ニ
ー
、
倫
理
的
実
存
、
フ
モ
ー
ル
、
宗
教
性

Ａ
、
宗
教
性
Ｂ
と
細
か
く
区
分
し
な
が
ら
、
実
存
の
発
展
に
つ
い
て
体
系
的
に
論
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

本
節
で
詳
し
く
見
る
の
は
、「
実
存
す
る
主
観
性
に
お
け
る
主
観
性
の
個
々
の
諸
要
素
の
同
時
性
、
す

な
わ
ち
思
弁
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
対
立
と
し
て
の
同
時
性
」
と
題
さ
れ
た
、
本
書
の
第
二
編
第
三
章
第

三
項
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
像
力
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
想
像
力
と
他
の
諸
要

素
、
す
な
わ
ち
思
惟
と
感
情
と
の
同
時
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る（
10
）。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
思
惟
を
最
高
の
段
階
と
す
る
歴
史
的
発
展
論
が
実
存
す
る
個
人
に
は
妥
当

し
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
学
問
的
に
は
、
思
惟
が
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
全

く
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
世
界
史
的
に
は
、
以
前
の
諸
段
階
が
棄
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の

は
同
様
に
全
く
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
代
に
は
、
想
像
力
も
感
情
も
も
た
な
い
諸

個
人
か
ら
成
る
一
つ
世
代
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

体
系
の
中
の
第
一
四
節
か
ら
始
め
る
よ
う
に
人

は
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

私
た
ち
は
決
し
て
、
人
間
精
神
の
世
界
史
的
発
展
と
諸
個
人
と
を
混
同
し

な
い
よ
う
に
し
よ
う
」（7, 

315 

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
主
張
す
る
の
は
、
実
際
に
お
い

て
は
、
各
人
が
思
惟
の
手
前
を
、
す
な
わ
ち
感
情
や
想
像
力
の
段
階
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
精
神
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
「
自
己
活
動
」（7, 

316 

）
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
歴
史
哲
学
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
実
存
す
る
各
々
の
人
間

は
思
惟
の
段
階
の
以
前
か
ら
精
神
生
活
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
た
と
え
各
人
が
精
神
を
発
展
さ
せ
、
思
惟
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
と
し
て

も
、
感
情
や
想
像
力
が
止
揚
さ
れ
、
不
要
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
。「
思
惟
に
は
想
像
力
を
嘲
笑
さ

せ
て
お
け
、
そ
う
し
た
ら
想
像
力
は
そ
の
仕
返
し
に
思
惟
を
嘲
笑
す
る
。
感
情
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

課
題
は
、
あ
る
も
の
の
た
め
に
他
の
も
の
を
棄
て
る
こ
と
で
は
な
い
、
課
題
は
同
等
性
（Ligelighed

）、

「
自
己
は
無
限
性
と
有
限
性
と
の
意
識
さ
れ
た
、
そ
れ
自
身
に
関
わ
る
総
合
で
あ
る
。
自
己
の
課
題
は
、

自
己
自
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
中
略
〕
自
己
自
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
具
体
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
限
的
に
な
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば

無
限
的
に
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
具
体
的
に
な
る
べ
き
も
の
は
総
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
発
展
は
、
自
己
の
無
限
化
に
お
い
て
自
己
自
身
か
ら
無
限
に
離
れ
て
い

き
、
有
限
化
に
お
い
て
自
己
自
身
へ
無
限
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（11, 146 

）

こ
の
よ
う
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
に
は
無
限
化
の
運
動
の
み
な
ら
ず
、
具
体
化
な
い
し
有
限
化
の
運

動
も
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
。
後
者
を
忘
れ
た
時
に
人
が
陥
る
の
が
「
無
限
性
の
絶
望
」
で
あ
る
。

　

な
お
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
無
限
性
の
絶
望
に
、
ロ
マ
ン
主
義
の
み
な
ら
ず
観
念
論
を
も
含
め
て
い
る
。

「
想
像
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
体
系
的
な
思
惟
は
、
永
遠
の
相
の
下
に
（sub 

specie 
æ

terni

）
あ
る
」（7, 

158 

）。
確
か
に
、
ロ
マ
ン
主
義
と
観
念
論
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
観
念
論
は
、
ロ
マ
ン
主
義
が
観
念

の
可
能
性
を
憧
憬
し
、
追
究
す
る
悪
し
き
無
限
を
理
解
し
て
い
る
。
だ
が
方
法
は
異
な
れ
、
抽
象
化
の
運

動
に
終
始
す
る
観
念
論
も
ロ
マ
ン
主
義
と
同
様
に
実
存
へ
の
立
ち
帰
り
を
忘
れ
て
お
り
、
無
限
性
の
絶
望

に
含
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
で
あ
る
。
右
の
引
用
に
「
想
像
的
に
」
と

あ
る
の
はphantasisk

を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
にPhantasi

の
形
容
詞

形
のphantasisk

を
用
い
る
の
は
、
特
に
「
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
」
事
態
を
指
す
時
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
は
、
ロ
マ
ン
主
義
や
観
念
論
を
「
他
者
」
と
し
て
否
定
し
な
が
ら
自
身
を
肯
定
す
る
よ

う
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
無
限
性
の
絶
望
は
彼
自
身
に
と
っ
て
の
問
題
で

も
あ
っ
た
。『
人
生
行
路
の
諸
段
階
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
私
の
病
は
何
か
。
憂
鬱
で
あ
る
。
こ
の

病
は
ど
こ
に
座
っ
て
い
る
の
か
。
想
像
力
の
内
に
。
可
能
性
が
そ
の
養
分
で
あ
る
」（6, 

363 

）（
9
）。
現

実
を
忘
れ
て
可
能
性
を
肥
大
化
さ
せ
続
け
る
想
像
力
や
イ
ロ
ニ
ー
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
自
身
に
と
っ
て

も
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
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関
係
の
同
時
性
が
意
味
す
る
の
は
そ
う
し
た
事
態
で
あ
る
。「
も
し
も
弁
証
法
的
な
も
の
が
跳
び
越
さ
れ

て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
全
体
が
軽
薄
な
想
像
に
な
り
、
そ
れ
は
迷
信
、
否
最
も
危
険
な
迷
信

そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
」（7, 

391 

）。
思
惟
は
、
信
仰
に
と
っ
て
代
わ
り
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
領
分
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
を
十
分
に
も
っ
て
い
る
。

三　

他
の
す
べ
て
の
た
め
の
能
力

　

第
二
段
階
で
は
、
想
像
力
は
感
情
や
思
惟
と
同
等
の
位
置
に
置
か
れ
た
が
、
次
の
第
三
段
階
で
は
、
想

像
力
の
働
き
そ
れ
自
体
が
よ
り
深
く
解
明
さ
れ
、
そ
の
他
の
能
力
と
は
異
な
る
特
別
な
位
置
に
据
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

「
想
像
力
は
主
と
し
て
無
限
化
す
る
媒
体
で
あ
る
。
想
像
力
は
他
の
諸
能
力
と
同
様
の
あ
る
能
力
な
の

で
は
な
く
、
言
う
な
れ
ば
、
他
の
す
べ
て
の
た
め
の
（instar 

om
nium

）
能
力
な
の
で
あ
る
。
一
人

の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
感
情
を
、
認
識
を
、
意
志
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
彼
が

ど
の
よ
う
な
想
像
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
感
情
や
認
識
や
意
志
が
ど
の
よ
う

に
反
省
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
つ
ま
り
想
像
力
に
か
か
っ
て
い
る
。」（11, 147 

）

こ
の
よ
う
に
『
死
に
至
る
病
』
で
は
、
想
像
力
は
感
情
、
意
志
、
認
識
と
並
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

す
べ
て
を
支
え
、
そ
れ
ら
に
機
能
す
る
資
格
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
反
省
を
可
能
に
す
る
も
の
が
想
像
力
な
の
だ
と
言
う
。「
自
己
と
は
反
省

で
あ
る
。
そ
し
て
想
像
力
は
反
省
で
あ
り
、
自
己
の
再
現
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
己
の
可
能
性
で
あ
る
。
想

像
力
は
あ
ら
ゆ
る
反
省
の
可
能
性
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
媒
体
の
強
さ
が
自
己
の
強
さ
の
可
能
性
な
の
で

あ
る
」（11, 

147 

）。
人
が
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
想
像
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
自
己
の
再
現
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
反
省
は
、
意
識
の
自
己
自
身
へ
の
折
り
返
し
、
す
な
わ
ち

自
己
反
省
を
本
質
と
す
る
。
人
間
が
自
己
を
自
己
と
認
め
、
自
己
に
関
わ
り
、
自
己
を
形
成
し
う
る
の
は
、

人
間
が
自
己
反
省
す
る
能
力
た
る
想
像
力
を
備
え
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
お
い
て
常
に

自
己
が
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
の
は
こ
う
し
た
想
像
力
理
解
に
よ
る
。

同
時
性
（Sam

tidighed

）
で
あ
る
」（7, 

318 

）。
こ
こ
で
諸
要
素
の
同
時
性
と
同
等
性
が
言
わ
れ
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
感
情
と
想
像
力
と
思
惟
の
い
ず
れ
を
も
棄
て
る
こ
と
な
く
同
時
に
、
し
か
も
そ
れ
ら

の
う
ち
の
ど
れ
か
を
特
権
化
す
る
こ
と
な
く
同
等
の
も
の
と
し
て
、
働
か
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る（
11
）。

　

な
お
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
本
書
で
思
惟
を
「
普
遍
的
な
も
の
」
を
捉
え
る
働
き
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

「
信
仰
の
対
象
は
、
実
存
の
意
味
で
の
神
の
現
実
性
で
あ
る
。
だ
が
、
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ

り
も
ま
ず
、
単
独
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
思
惟
は
実
存
を
看
過
せ
ざ
る

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
単
独
の
も
の
は
思
惟
さ
れ
ず
、
た
だ
普
遍
的
な
も
の
だ
け
が
思
惟
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
信
仰
の
対
象
は
、
実
存
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
、
単
独
の
も
の
と
し
て
の
神

の
現
実
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
神
が
一
人
の
単
独
の
人
間
と
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（7, 

298 

）。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
単
独
の
も
の
」
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
の
「
単
独
者
」
の
み
な
ら
ず
、
キ

リ
ス
ト
を
も
含
意
す
る
た
め
、
普
遍
性
の
次
元
で
思
考
す
る
思
惟
は
、
神
が
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
こ
の
世

に
来
た
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

諸
要
素
の
関
係
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
三
要
素
は
、
相
互
に
無
関
係
に
、
単
独
で
働
く
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
弁
証
法
的
に
」、
す
な
わ
ち
相
互
に
関
係
し
合
い
な
が
ら

働
く
。
こ
れ
は
実
存
の
発
展
を
遂
げ
た
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
も
当
然
妥
当
す
る
。
で
は
、
思
惟
と
感
情

と
想
像
力
が
同
等
の
も
の
と
し
て
同
時
に
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
な

が
ら
弁
証
法
的
に
働
く
と
い
う
の
は
、
実
際
ど
の
よ
う
な
事
態
か
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
個
人
が
同
時
に

彼
の
思
惟
を
賭
す
る
こ
と
、
リ
ス
ク
を
負
っ
て
悟
性
に
抗
し
て
信
じ
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
弁
証
法
的
な

も
の
）」（7, 

390 

）。
悟
性
や
思
惟
と
信
仰
の
間
に
は
緊
張
関
係
が
存
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を

「
思
惟
が
賭
け
ら
れ
る
」
事
態
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
信
仰
す
る
こ
と
を
思
惟
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
代
替
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
す
る
こ
と
を
思
惟
す
る
こ
と
よ
り
も

上
位
に
置
く
が
ゆ
え
に
、
思
惟
は
「
賭
け
ら
れ
る
」
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
思
惟
は
や
は
り
人
間
の
本
質
規
定
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
、
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も

思
惟
を
棄
て
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
感
情
や
想
像
力
と
の
緊
張
関
係
の
う
ち
で
働
き
続
け
る
。
諸
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無
限
化
は
想
像
力
の
働
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
想
像
力
は
、
理
想
を
見
出
す
よ
う
働
く
だ
け
で
な
く
、
理

想
を
実
現
す
る
運
動
の
う
ち
で
も
働
く
。
理
想
性
と
現
実
性
を
繫
ぐ
こ
と
、
理
想
の
実
現
可
能
な
あ
り
方

を
見
出
す
こ
と
、
理
想
を
現
実
へ
と
、
抽
象
的
な
も
の
を
具
体
性
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
ま
た
想
像
力
の
働
き
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
、
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
修
練
』
で
は
、
想
像
力
と
意

志
の
関
係
へ
と
議
論
が
敷
衍
さ
れ
る
。
そ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
意
志
が
働
く
の
も
想
像
力
が
確
保
す

る
可
能
性
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
う
。
想
像
力
が
意
志
に
先
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
る
。「
人
間
は
誰
も
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
想
像
力
と
呼
ば
れ
る
能
力
を
備
え
て
い
る
。
こ
の

能
力
は
、
一
個
の
人
間
と
な
る
た
め
に
必
要
な
第
一
の
条
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
志
が
第
二
の
、

究
極
的
な
意
味
で
決
定
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（12, 

186 

）。
意
志
は
、
想
像
力
と
い
う
第
一
の
条

件
が
確
保
さ
れ
た
限
り
で
の
み
働
く
。
四
四
年
の
『
哲
学
的
断
片
』
で
は
信
仰
は
「
意
志
の
表
れ
」（4, 

282 

）
だ
と
言
わ
れ
た
が
、
こ
の
第
三
段
階
が
明
確
に
す
る
の
は
、
想
像
力
の
条
件
が
確
保
さ
れ
た
限
り

に
お
い
て
、
つ
ま
り
想
像
力
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
見
出
し
た
限
り
で
の
み
、
意
志
が
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る（
12
）。

　

も
ち
ろ
ん
意
志
が
不
要
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
想
像
力
に
理
念
を
実
現
す
る
力
は
な
い
。
想
像
力
が

見
出
し
た
理
想
を
現
実
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
意
志
で
あ
る
。「
認
識
だ
け
を
強
調
し
た
り
、

意
志
だ
け
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
人
は
人
間
を
理
解
し
損
ね
る
だ
ろ
う
」（11, 

163 

）
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
意
志
に
は
そ
の
領
分
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
認
識
に
も
果
た
す
べ
き
役

割
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
三
段
階
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
れ
ら
の
働
き
を
支
え
る
の
は
、
反

省
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
想
像
力
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

四　

受
け
取
り
直
さ
れ
る
直
接
性
と
想
像
力

　

第
四
段
階
は
、
想
像
力
論
の
最
終
局
面
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
の
想
像
力
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
想
像
力
に
つ
い
て
分
析
的
に
論
じ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
想
像
力
を
用
い
る
こ
と
で
人

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
用
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
「
自
分
の
も
の
に
す
る
（tilegne

）」
が
あ
る
が
、

ど
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
真
理
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
か
も
、
以
上
の
議
論
か
ら

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
思
惟
も
想
像
力
な
い
し
反
省
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
思
惟
さ
れ
る
事
柄
は
す
べ
て
自
己
反
省
と
同
じ
意
味
連
関
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
逆
に
想
像
力
が
弱
い
強
度
で
し
か
働
か
ず
、
自
己
反
省
が
十
分
で
は
な
い
時
は
、
感
情
や
認
識
や

意
志
は
、
現
実
を
離
れ
、「
想
像
的
な
（phantasisk

）
感
情
、
認
識
お
よ
び
意
志
」（11, 147 

）
に
な
っ

て
し
ま
う
。

　

ま
た
想
像
力
が
可
能
性
と
連
結
さ
れ
て
い
る
点
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。「
想
像
力
は
可
能
性
を
発
見

す
る
。
可
能
性
が
入
っ
て
く
る
と
、
直
接
性
と
決
裂
す
る
こ
と
に
な
る
」（11, 

170 

）
と
言
う
よ
う
に
、

想
像
力
が
直
接
性
を
廃
棄
す
る
の
は
、
可
能
性
を
見
出
す
が
ゆ
え
で
あ
る
。
自
己
は
反
省
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
変
容
し
う
る
も
の
に
な
る
。
そ
の
他
の
事
物
も
、
そ
の
よ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を

含
め
て
捉
え
ら
れ
る
。
私
た
ち
が
対
象
の
変
化
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
可
能
性
と
と
も
に
そ
の

対
象
を
捉
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
私
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
想
像
力
に
よ
っ
て
可
能
性
に

開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
一
切
の
変
化
は
も
ち
ろ
ん
、
変
化
し
う
る
す
べ
て
の
も
の
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
想
像
力
は
認
識
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
可
能
性
に
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
期
待
し
た
り
、
失
望
し
た
り
、
喜
ん
だ
り
、
悲

し
ん
だ
り
と
、
感
情
を
も
つ
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

　
『
死
に
至
る
病
』
に
お
け
る
想
像
力
理
解
の
特
徴
は
、
そ
の
理
解
が
反
省
性
の
起
源
に
ま
で
徹
底
さ
れ

た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
想
像
力
論
は
さ
ら
に
弁
証
法
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第

一
段
階
で
は
想
像
力
の
働
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
可
能
性
を
見
い
だ
す
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
た
が
、
本
書
に
お

い
て
は
、
さ
ら
に
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
と
回
帰
す
る
運
動
の
う
ち
に
も
想
像
力
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
。

な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
第
一
節
で
す

で
に
見
た
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
自
己
自
身
へ
の
回
帰
も
ま
た
「
無
限
に
」
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
洞

察
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
性
を
離
れ
て
無
限
性
へ
と
向
か
う
運
動
ば
か
り
で
は
な
く
、
無

限
性
か
ら
有
限
性
へ
と
回
帰
す
る
運
動
に
も
想
像
力
の
働
き
を
見
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
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に
、
罪
を
人
間
の
意
志
の
う
ち
に
見
い
だ
す
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
議
論
の
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト
の
倣
い

と
い
う
要
求
を
人
間
が
よ
く
果
た
し
え
な
い
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
要
求
を
果
た
し
損
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
単
に
罪
人
と
さ
れ
て
終
わ
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
こ
の
挫
折
を
経
験
し
、
心
か
ら
悔
い
て
こ
そ
、
こ
れ
を
赦
す
神
と
の
関
わ
り
が
可
能
に
な

る
と
い
う
の
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
主
旨
で
あ
る
。
要
求
を
果
た
し
損
ね
た
人
間
は
、
自
ら
の
無
能
を
知
り
、

そ
し
て
神
か
ら
の
助
け
が
な
け
れ
ば
自
分
が
真
に
善
い
こ
と
を
な
し
え
な
い
こ
と
を
知
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
無
力
を
知
っ
て
人
は
や
っ
と
神
と
適
切
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

第
三
に
、
こ
こ
で
自
覚
さ
れ
る
人
間
の
無
力
さ
は
、
神
を
理
解
す
る
人
間
の
能
力
と
し
て
の
想
像
力
の

限
界
を
も
意
味
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
が
神
を
理
解
し
損
ね
る
事
態
に
つ
い
て
、「
課
題
は
キ

リ
ス
ト
教
を
理
解
す
る
（begribe

）
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
そ
れ
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を

理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」（21, 

68 

）
と
述
べ
て
い
る（
15
）。
こ
れ
に
関
し
、
グ
ロ
ン
は
正
し
く
も
、
人
間

が
そ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
神
に
関
わ
り
、
ま
た
そ
の
想
像
力
が
挫
折
す
る
と
い
う
、
想
像
力
の
両
義
性
を

指
摘
し
て
い
る
。「
想
像
力
の
概
念
は
宗
教
そ
れ
自
体
の
両
義
性
を
捕
ま
え
る
。
宗
教
は
、
人
間
の
営
み

で
あ
り
な
が
ら
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
自
己
を
問
題
化
す
る
こ
と
を
も
含
意
し
う
る
。
宗
教
は
想
像
力
に
よ
っ

て
想
像
し
え
な
い
も
の
に
関
わ
る
の
で
あ
る
」（
16
）。
言
う
な
れ
ば
、
十
分
に
神
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

始
め
て
人
は
神
と
の
遠
さ
を
知
る
の
で
あ
る
。

　

い
わ
ば
「
自
力
」
と
し
て
の
想
像
力
が
挫
折
し
た
と
こ
ろ
で
、
躓
か
ぬ
者
は
「
悔
悟
に
お
い
て
す
べ
て

を
神
か
ら
受
け
取
る
」（5, 53 

）
よ
う
に
な
る（
17
）。「
第
二
の
直
接
性
」
の
み
な
ら
ず
、
想
像
力
も
ま
た
、

人
間
を
精
神
と
し
て
措
定
し
た
神
か
ら
受
け
取
り
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
度
働
き
始
め
る（
18
）。

　

こ
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
は
、
神
を
人
間
の
想
像
力
の
産
物
と
し
て
解
す
る
人
間

主
義
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
万
人
を
愛
の
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
人
間
が
自
身
に
由
来
す
る
力
の
み
に
よ

っ
て
他
者
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
人
間
主
義
か
ら
、
明
確
に
決
別
す
る
こ
と
に
な
る
。
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
倫
理
的
に
他
者
に
関
わ
る
の
は
、
自
ら
備
え
る
理
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

各
人
が
関
わ
る
神
か
ら
力
を
得
て
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
他
者
を
模
倣
す
る
よ
う
に
し
て
倫
理
を
行
う

の
で
も
な
い
。
リ
ン
デ
ン
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
卑
賤
の
キ
リ
ス
ト
の
倣
い
は
い
わ
ゆ
る
「
猿
真
似
」

間
が
至
り
つ
く
新
た
な
実
存
の
地
平
を
記
述
す
る
形
を
と
る
。
こ
の
最
終
局
面
で
、
想
像
力
は
い
っ
た
ん

挫
折
を
経
験
す
る
。
神
に
由
来
し
な
い
自
身
の
力
と
し
て
の
想
像
力
が
そ
の
限
界
に
直
面
し
た
後
、
人
間

は
、
神
か
ら
想
像
力
を
受
け
取
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
度
新
た
に
神
に
関
わ
り
始
め
る
。
こ
う
し
て

新
た
に
働
き
始
め
る
想
像
力
は
「
反
省
の
後
の
直
接
性
」（20, 

363 

）
と
し
て
の
信
仰
と
と
も
に
働
く
。

で
は
、
こ
の
反
省
を
経
た
後
の
直
接
性
、
し
ば
し
ば
「
第
二
の
直
接
性
」
と
呼
ば
れ
る
信
仰
と
と
も
に
働

く
想
像
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
構
想
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

　

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
二
つ
の
倫
理
宗
教
的
小
論
」
や
『
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
修
練
』
に
お
い
て
、
想
像
力

を
介
し
て
神
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
青
年
に
つ
い
て
書
い
て
い
る（
13
）。
青
年
は
子
ど
も
の
時
に
、
十
字
架

に
つ
け
ら
れ
た
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
絵
を
見
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
苦
し
み
の
絵
で
あ
り
、
か
つ
愛
の
絵

で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
絵
に
「
想
像
力
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
」（12, 

186 

）、
以
後
継
続
的
に
そ
の

絵
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
続
け
た
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
想
像
力
は
理
想
化
す
る
よ
う
働
く
。
彼
は
想
像
力
に
よ
っ
て
、
愛
と
苦
し
み
の

「
完
全
性
を
見
事
に
再
現
」（12, 186 

）
し
て
表
象
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
完
全
性
は
想
像
の
媒
体
の
う

ち
の
完
全
性
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
実
際
に
キ
リ
ス
ト
が
愛
し
、
苦
し
ん
だ
と
い
う
「
現
実
性
が
欠

け
て
い
る
」（12, 

188 

）。
そ
の
意
味
で
、
想
像
さ
れ
た
完
全
性
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言

わ
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
の
媒
体
と
は
異
質
な
想
像
の
媒
体
ゆ
え
の
限
界
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

キ
リ
ス
ト
を
信
仰
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
媒
体
の
差
異
は
決
し
て
無
き
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
想
像
力
の
限
界
は
、
信
仰
者
の
意
志
の
限
界
と
し
て
も
現
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
キ
リ
ス

ト
に
付
き
従
う
者
は
キ
リ
ス
ト
を
倣
う
べ
し
と
い
う
要
求
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
必
要
と
あ
れ
ば
自

分
が
所
有
す
る
も
の
を
他
者
に
与
え
、「
最
も
不
幸
な
人
と
、
文
字
通
り
一
つ
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
」

（12, 
71 

）
を
信
仰
者
に
要
求
す
る
。
当
然
信
仰
者
は
こ
の
要
求
を
果
た
そ
う
と
意
志
す
る
。
と
は
い
え
、

こ
の
要
求
は
容
易
に
達
成
し
う
る
も
の
で
は
な
い（
14
）。
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
者
の
意
志
は
こ
れ
を
達
成

す
る
ほ
ど
に
強
く
は
な
い
。
こ
の
挫
折
に
つ
い
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
要
求

を
も
つ
律
法
は
、
全
員
の
転
落
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
全
員
が
そ
れ
の
要
求
通
り
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ

て
罪
を
知
る
よ
う
に
な
る
」（9, 

103 

）。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
他
の
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
同
様
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お
わ
り
に

　

以
上
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
想
像
力
論
が
四
つ
の
段
階
を
経
て
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
。
第
一
段
階
で
は
、
想
像
力
は
可
能
性
や
理
想
を
見
出
す
力
と
し
て
重
要
な
も
の
と
さ
れ
る
一
方
で
、

そ
の
無
限
化
を
統
制
し
、
い
か
に
し
て
有
限
化
な
い
し
具
体
化
の
運
動
へ
と
繫
げ
て
い
く
の
か
が
問
題
と

な
っ
た
。
続
く
第
二
段
階
で
は
、
想
像
力
は
感
情
や
思
惟
と
同
等
の
位
置
に
置
か
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら

は
同
時
に
働
く
こ
と
、
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
働
く
こ
と
が
言
わ
れ
た
。
第
三
段
階
で
は
、
反

省
を
可
能
に
す
る
想
像
力
の
働
き
が
解
明
さ
れ
た
。
想
像
力
は
、
感
情
、
意
志
、
認
識
に
対
し
て
可
能
性

を
開
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
が
働
く
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
構
図
の
中
で
、
想
像
力
は
意
志
が
働

く
た
め
の
条
件
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
第
四
段
階
の
考
察
は
、
自
力
に
恃
む
想
像
力
が
超
越
の
神
を
前
に

一
旦
挫
折
し
た
後
、
想
像
力
が
「
反
省
の
後
の
直
接
性
」
と
と
も
に
神
か
ら
再
度
受
け
取
り
直
さ
れ
る
こ

と
を
論
じ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
神
か
ら
受
け
取
り
直
し
た
想
像
力
を
も
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
自
己
を

形
成
し
て
い
く
。

　

本
論
文
で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
に
内
在
し
て
、
そ
の
想
像
力
論
の
展
開
を
追
っ
た
が
、
他
方
で
、

ど
う
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
想
像
力
に
関
す
る
理
解
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
他
、
想
像
に
お
け
る
（
非
）
現
前
性

の
問
題
や
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
か
ら
出
発
し
た
た
め
に
考
察
が
十
分
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と

こ
ろ
は
な
か
っ
た
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

註キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
新
版
全
集
（Søren 

K
ierkegaards 

Skrifter, 
Bd. 

1-28, 
K

øbenhavn, 
G.

E.C.Gads Forlag, 1997-2013

）
を
用
い
、
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
。

と
は
異
な
る（
19
）。
倣
い
は
、
各
人
に
よ
っ
て
各
々
の
状
況
の
中
で
自
分
に
可
能
な
よ
う
に
遂
行
さ
れ
る
。

さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
者
は
、
そ
の
都
度
の
果
た
し
損
ね
を
神
の
前
に
認
め
、
赦
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
に
慰
め
ら

れ
、
励
ま
さ
れ
な
が
ら
、
日
ご
と
に
自
己
を
形
成
し
、
各
々
が
倣
い
の
達
成
度
を
上
げ
て
い
く
。「
全
て

の
も
の
は
生
成
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
経
験
的
対
象
は
完
結
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
実
存
し

つ
つ
認
識
し
て
い
る
精
神
自
体
が
生
成
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（7, 174 

）
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
想
像
力
は
人
間
を
完
成
す
る
」（20, 12 

）
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
第
四
段
階
の
想
像
力
論
は
、
第
三
段
階
の
想
像
力
論
、
す
な
わ
ち
感
情
、
思
惟
、
意
志
、

あ
る
い
は
信
仰
と
い
っ
た
す
べ
て
の
精
神
活
動
を
可
能
に
す
る
根
本
能
力
と
し
て
の
想
像
力
理
解
を
基
礎

に
し
つ
つ
も
、
そ
の
十
全
な
展
開
に
お
い
て
、
自
己
を
措
定
し
た
神
へ
の
信
仰
、
お
よ
び
そ
の
受
肉
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
の
倣
い
と
い
う
宗
教
的
地
平
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
運
動
を
も
記
述
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
人
間
的
思
弁
に
よ
る
無
限
の
把
握
が
挫
折
し
た
こ
と
を
直
視
し
た
後
で
、
な
お
有
限
性
と
無
限

性
の
双
方
が
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
神
を
前
提
と
し
、
各
人
が
そ
の
想
像
力
の
う
ち
で
神
へ
と
関

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
や
他
者
に
対
す
る
責
任
あ
る
関
わ
り
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
、
人
間
性
と
い
う
内
在

へ
と
還
元
し
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
神
学
的
に
も
そ
の
真
理
性
を
論
証
し
え
な
い
「
超
越
」
の
神
と
し
て

理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
た
め
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
も
っ
ぱ
ら
神
へ
の
関
わ
り
を
可
能
に
す
る
想

像
力
論
の
枠
の
な
か
で
人
間
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
つ
つ
、
人
間
と
は
何
ぞ
や
と
探
求
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
内

実
に
も
変
更
を
加
え
た
。
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
変
更
は
、
思
惟
や
認
識
と
い
っ
た
哲
学
的
営
み

と
と
も
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
想
像
力
論
は
内
在
性
の
領
域
を
超
え
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
思

惟
は
信
仰
と
異
質
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
と
弁
証
法
的
に
関
係
し
あ
う
も
の
と
し
て
想
像
力
の
働
き

の
う
ち
に
含
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
想
像
力
は
、
そ
の
う
ち
で
諸
力
が
有
機
的
に
関

係
し
あ
う
と
こ
ろ
の
反
省
で
あ
り
、
こ
の
反
省
の
運
動
が
各
人
に
お
い
て
も
た
ら
す
内
面
性
の
変
容
が
、

最
終
的
に
は
神
の
助
力
を
得
て
、
実
際
の
他
者
関
係
に
お
い
て
も
認
識
可
能
な
行
動
の
変
容
を
引
き
起
こ

す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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op. cit., p.7

）。
し
か
し
次
の
記
述
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
正
し
い
理
解
で
は
な
い
。「
臆
病
や
不
安
に
よ
っ
て
、

一
切
を
断
念
す
る
こ
と
は
神
を
試
み
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
と
恐
れ
て
、
そ
れ
を
敢
え
て
や
ろ
う
と

し
な
い
の
は
、
奴
隷
の
精
神
で
す
。
神
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

狡
猾
に
も
従
来
通
り
に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
は
、
神
を
か
ら
か
う
こ
と
で
す
」（10, 189 

）。

（
15
）
グ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
、
こ
こ
でcom

prehend

（
全
体
を
完
全
に
理
解
す
る
）
とapprehend

（
部
分
的
に
感

知
す
る
）
を
区
別
し
て
、
前
者
は
不
可
能
だ
が
後
者
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
（Gouw

ens, op. cit., p.233

）。

（
16
）Grøn, op. cit., p.36.

（
17
）
な
お
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
躓
き
の
可
能
性
は
無
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。「
彼
〔
神
〕
は
躓
き

の
可
能
性
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
お
、〔
そ
う
す
る
こ
と
が
〕
唯
一
の
愛
の
業
な
の
だ
」（11, 

237 

）。

（
18
）「
受
け
取
り
直
し
」
はGjentagelse

を
原
義
に
忠
実
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
し
ば
し
ば
反
復
と

訳
さ
れ
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
、gjen

（
再
び
）
とtagelse

（
受
け
取
る
こ
と
）
か
ら
「
受
け
取
り
直

し
」
と
訳
す
方
が
適
切
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
命
を
賭
け
、
あ
ら

ゆ
る
瞬
間
に
そ
れ
を
失
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
再
び
得
る
」（4, 88 

）
と
述
べ
て
い
る
。
人
間
が
失
っ
た
も
の
を

再
び
神
か
ら
受
け
取
る
の
は
、
自
己
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
神
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
に
関
し
、
Ｈ
・
シ
ュ
ル
ツ
は
、
す
べ
て
の
運
動
が
神
に
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
信
仰
は
、
人
間
が
自
ら
の

意
志
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（H

eiko Schulz, 

“Second Im
m

ediacy

”, in: Stu-
dien zur Philosophie und T

heologie Søren K
ierkegaards, Berlin: D

e Gruyter, 2012, p.349

）。

（
19
）Lindenthal, op. cit., p.13.

（
1
）C. Stephen Evans, 

“Does K
ierkegaard T

hink Beliefs Can Be D
irectly W

illed?

”, in: Interna-
tional Journal for Philosophy of R

eligion 26, 1989, p.182.

同
様
に
Ｔ
・
ペ
ネ
ル
ハ
ム
は
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
思
想
に
主
意
主
義
を
見
出
し
た
。T

erence Penelhum
, G

od and Skepticism
: A

 Study in Skep-
ticism

 and Fideism
, D

ordrecht: D
. Reidel, 1983.

（
2
）D

avid J. Gouw
ens, K

ierkegaardʼs D
ialectic of the Im

agination, N
ew

 Y
ork: Peter Lang, 1989. 

M
. Jam

ie Ferreira, T
ransform

ing V
ision: Im

agination and W
ill in K

ierkegaardian Faith, 
O

xford: Clarendon Press, 1991
。

（
3
）A

rne Grøn, 

“Im
agination and Subjectivity

”, in: A
rs D

isputandi 2, 2002, pp.27-36.

（
4
）Ryan S. K

em
p, 

“The Role of Im
agination in K

ierkegaardʼs A
ccount of Ethical T

ransform
a-

tion

”, in: A
rchiv für G

eschichte der Philosophie 100  （2 

）, 2018, pp.202-31.

（
5
）H

jördis Becker-Lindenthal, 

“Kierkegaard on Im
agination: Possibility, H

ope, and the Im
itation 

of Christ

”, in: H
istory of E

uropean Ideas 46, 2020, pp.1-16.

（
6
）
辞
書
に
は
、Indbindning

は
「
感
覚
に
対
し
て
現
前
し
て
い
な
い
外
的
世
界
に
あ
る
諸
対
象
あ
る
い
は
諸

関
係
の
像
を
形
成
す
る
能
力
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
生
き
生
き
と
表
象
す
る
能
力
」
と
あ
り
、Phantasi

は

「
創
造
的
な
想
像
力
」
と
あ
る
（O

rdbog over det danske Sprog, K
øbenhavn: Gyldendal, 1927

）。

（
7
）cf.

「
人
が
そ
れ
を
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
想
像
力
は
、
意

図
す
る
こ
と
な
く
、
夕
暮
れ
の
く
つ
ろ
い
だ
憧
れ
の
像
を
作
り
上
げ
る
」（6, 32 
）。

（
8
）『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
の
最
終
章
は
、
こ
の
「
統
制
さ
れ
た
イ
ロ
ニ
ー
」（1, 352 

）
に
つ
い
て
論
じ
る
。

（
9
）
日
記
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
幼
い
頃
か
ら
、
私
は
巨
大
な
憂
鬱
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
」（16, 

58 

）。

（
10
）
四
二
年
の
日
記
に
は
「
悟
性
、
感
情
、
意
志
は
人
間
の
本
質
規
定
で
あ
る
」（19, 414 

）
と
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
本
書
で
人
間
の
本
質
規
定
を
、
感
情
、
意
志
、
悟
性
か
ら
、
感
情
、
想
像
力
、
思

惟
へ
と
修
正
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
感
情
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
悟
性
は
論
理
必
然
性
を

共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
思
惟
に
含
め
ら
れ
、
意
志
は
想
像
力
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。

（
11
）
グ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
、
悟
性
が
止
み
、
想
像
力
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
と
言
う
が
、
諸
要
素
の
同
時
性
が
言
わ

れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。Gouw

ens, op. cit., p.63.

（
12
）
こ
の
意
味
で
ケ
ン
プ
が
、
実
存
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
変
容
と
、
可
能
性
か
ら
現
実

性
へ
の
シ
フ
ト
の
二
つ
か
ら
成
る
と
指
摘
す
る
の
は
正
し
い
。K

em
p, op. cit., p.209.

（
13
）SK

S 11, 61.

（
14
）
リ
ン
デ
ン
サ
ー
ル
は
倣
い
が
完
遂
さ
れ
な
い
の
は
、
意
志
の
弱
さ
の
た
め
で
は
な
く
、
殉
教
と
引
き
換
え
に

神
に
浄
福
を
要
求
す
る
と
い
う
行
為
が
「
神
を
試
み
る
」
こ
と
に
な
る
た
め
だ
と
し
て
い
る
（Lindenthal, 
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Abstract
On the Development of Kierkegaard’s Theory of Imagination

Takaya SUTO

　In the literature, some scholars have turned to Kierkegaard with the hope to shed light on the 

essence of imagination by trying to articulate what Kierkegaard would have recognized as the 

essence of imagination. Others have attempted to classify the functions of imagination into three 

groups based on the three stages of human existence. In contrast, this paper argues that although 

the various theories may seem contradictory at first glance, we can reconstruct a coherent theory 

of imagination once we recognize the changes to Kierkegaard’s discussion of imagination which 

can be distinguished into four stages of development.

　In the first stage, imagination was understood as that which is indispensable for seeking the 

ideal. However, Kierkegaard had to deal with the issue of how to control imagination’s function as 

the maker of infinity and connect it to the movement towards the finite or the concrete.

　In the second stage, imagination was given an equivalent position to feeling and thought. And 

they were understood to work at the same time and have influence on each other. Faith and 

thought work dialectically.

　In the third stage, imagination was understood as that which makes reflection possible and sup-

ports as well as enables feeling, willing and knowing to function properly. Imagination launches 

reflection and opens up the possibility for them. In this context, imagination was understood as a 

condition for the will to function.

　In the fourth stage, Kierkegaard discussed that the “self-made” imagination was to collapse for a 

time in front of transcendent God. After that, imagination was to be received with “the immediacy 

after reflection” from God again. With this new imagination individuals continues to form them-

selves with God.
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