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一
　「
宗
教
的
な
も
の
」・「
政
治
的
な
も
の
」
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
法
の
哲
学　

要
綱
』（
一
八
二
〇
年
。
以
下
、
た
ん
に『
法

の
哲
学
』
と
い
う
。）
（
１
）

の
導
入
論
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
自
由
論
を
展
開
す

る
に
あ
た
り
、〈
わ
た
し
〉
の
「
純
粋
な
無
規
定
態
」（§5

）
を
そ
の
出
発
点

と
す
る
。
こ
の
段
階
の
「
自
由
」
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
否
定
的
な
自
由
」、「
悟

性
の
自
由
」
と
位
置
づ
け
る
（§5 A

nm
.

）。
そ
の
特
徴
は
、「〈
わ
た
し
〉

が
ど
ん
な
規
定
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を
見
い
だ
す
と
し
て
も
、
あ
る
い
は

〈
わ
た
し
〉
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
ど
ん
な
規
定
を
設
定
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
規
定
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
絶
対
的
な
可
能
性
、
す

な
わ
ち
、
い
か
な
る
内
容
も
な
に
か
制
限
で
あ
る
と
し
て
こ
の
内
容
か
ら
逃

避
す
る
こ
と
」（ebd.

）
に
あ
る
。

こ
う
し
た
「
純
粋
な
無
規
定
態
」
の
「
自
由
」
が
「
現
実
的
な
形
態
に
ま

で
、
ま
た
情
熱
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
が
、
厳
密
に
い
う
と
た
ん
に
理
論
的

（theoretisch

）
で
し
か
な
い
と
き
」、
こ
の
「
自
由
」
は
、「
宗
教
的
な
も

の
に
お
い
て
は
（im

 Religiösen

）」「
イ
ン
ド
的
な
純
粋
観
想
（Be schau

ung

）
と
い
う
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
な
る
と
さ
れ
る
（ebd.

）。
こ
う
し

た
「
純
粋
な
無
規
定
態
」
の
「
自
由
」
は
、「
空
虚
の
自
由
」
だ
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
さ
い
、
こ
れ
ら
が
「
理
論
的

0

0

0

」
な
問
題

0

0

0

だ
と
さ

論
　
文宗

教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
の
非
イ
ン
ド
的
想
定

―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
第
五
節
と
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
―
―

神
山
伸
弘
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れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
と
く
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

つ
づ
い
て
、
こ
の
「
自
由
」
が
、「
現
実
へ
と
向
か
う
と
き
」
―
―
つ
ま

り
「
理
論
的
」
な
も
の
と
は
真
逆
の
ベ
ク
ト
ル
で
実
践
的
に

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
が
―
―
、「
政
治
的
な
も
の
に
お
い
て
も
宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て

も
（im

 Politischen w
ie im

 Religiösen

）、
い
っ
さ
い
の
既
存
の
社
会

的
秩
序
を
粉
砕
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
な
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
断
ず
る

（ebd.

）。「
い
っ
さ
い
の
既
存
の
社
会
的
秩
序
を
粉
砕
す
る
」
と
は
、「
秩
序

派
の
嫌
疑
の
あ
る
個
人
た
ち
を
か
た
づ
け
、
ふ
た
た
び
台
頭
し
よ
う
と
す
る

ど
ん
な
組
織
を
も
根
絶
す
る
」（ebd.
）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
精
神
の

現
象
学
』
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
教
養
」
章
の
「
絶
対
的
自
由
と
戦
慄
」

の
議
論
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で（
２
）、

藤
野
・
赤
沢
訳
註
の
指
摘
通
り
、「
フ
ラ

ン
ス
革
命
の
い
ろ
い
ろ
の
思
想
と
行
動
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
」

（
一
九
五
頁
）
と
い
え
る
で
あ
ろ
う（
３
）。

じ
っ
さ
い
、
ガ
ン
ス
編
集
に
な
る
「
補

遺
」
で
は
、
第
五
節
の
と
こ
ろ
で
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
恐
怖
時
代
」
に
つ
い

て
の
言
及
が
あ
る（
４
）。

し
か
し
、
こ
の
さ
い
、「
政
治
的
な
も
の
」
に
お
い
て
「
社
会
的
秩
序
を

粉
砕
す
る
こ
と
」
が
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
恐
怖
時
代
」
だ
と
想
定
で
き
る
と

し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
時
に
明
言
す
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
は
、

同
じ
「
註
解
」
に
お
い
て
も
「
補
遺
」
に
お
い
て
も
、
な
ん
ら
か
の
具
体
例

が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
の
延
長
線
上
で
考
え

る
と
、
問
題
と
す
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
は
、
先
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
明
言

し
た
「
イ
ン
ド
的
な
純
粋
観
想
と
い
う
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
理
解
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、「
政
治
的
な

も
の
」
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
恐
怖
時
代
」、「
宗
教
的
な
も
の
」
は
「
イ
ン

ド
的
な
純
粋
観
想
と
い
う
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
だ
と
す
る
な
ら
、
加
藤
尚
武

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
イ
ン
ド
人
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
す
る
」

（
５
）

と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
あ
え
て
結
ば
せ
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
は
、
案
外
に
不
都
合
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。「
イ
ン
ド
的
な
純
粋
観
想
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
が
「
い
っ
さ
い
の
社

会
的
秩
序
」
の
「
粉
砕
」
を
唱
え
実
践
す
る
も
の
と
し
て
妥
当
な
の
か
ど
う

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
つ
い

て
は
、
あ
く
ま
で
「
理
論
的
」
な
問
題
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
引
き
あ
い
に
出

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、「
現
実
へ
と
向
か
う
」
こ
と
と
は
違
っ
た

水
準
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
イ
ン
ド
の

「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
は
、「
社
会
的
秩
序
」
の
「
粉
砕
」
に
向
か
う
ど
こ
ろ

か
、
周
知
の
よ
う
に
そ
れ
を
正
当
化
し
、
そ
れ
を
自
然
的
な
も
の
と
し
て
―

―
カ
ー
ス
ト
と
し
て
―
―
固
定
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
は
、「
粉

砕
」
す
る
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い（
６
）。

じ
っ
さ
い
、『
法
の
哲
学
』
の
「
世
界
史
」
の
議
論
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、

「
オ
リ
エ
ン
ト
の
国
」
に
お
い
て
は
、「
身
分
の
編
成
は
、
自
然
的
に
固
定
し

た
カ
ー
ス
ト
に
な
る
」（§355

）
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
イ

ン
ド
も
含
ま
れ
る
か
ら
、「
社
会
的
秩
序
」
は
、
あ
く
ま
で
「
自
然
的
」
で

あ
る
に
せ
よ
、「
粉
砕
」
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
固
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
イ
ン
ド
の
場
合
、「
宗

教
的
な
も
の
」
は
、「
社
会
的
秩
序
」
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
す
ら
理
解

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
の
ち
の
「
世
界
史
の
哲
学
講
義
」

に
お
い
て
き
わ
め
て
明
白
に
な
る
が（
７
）、『

法
の
哲
学
』
の
形
成
過
程
に
照
ら

し
て
み
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
一
七
・
一
八
年
に
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
学
で
お
こ
な
っ
た
「
自
然
法
と
国
家
学
講
義
」
に
お
い
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。「
イ
ン
ド
で
は
、
身
分
が
多
岐
に
分
か
れ
、

君
主
が
祭
司
長
と
別
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
世
界
の
成
立
に
関

す
る
表
象
で
は
、
そ
れ
が
カ
ー
ス
ト
の
区
別
を
神
的
な
も
の
と
し
て
登
場
さ

せ
て
い
る
。」
（
８
）

こ
の
よ
う
に
、「
純
粋
な
無
規
定
態
」
の「
自
由
」
が
実
践
的
な
意
味
で

0

0

0

0

0

0

0

「
政

治
的
な
も
の
に
お
い
て
も
宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、
い
っ
さ
い
の
既
存

の
社
会
的
秩
序
を
粉
砕
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
な
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
断

ず
る
さ
い
、「
政
治
」
は
フ
ラ
ン
ス
、「
宗
教
」
は
イ
ン
ド
の
事
例
が
想
定
さ

れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
本
論
は
、
こ
の
こ
と
を
問
う
も
の
で

あ
る
。

二
　
第
五
節
補
遺
の
構
成

一
般
に
流
布
し
て
い
る
『
法
の
哲
学
』
で
は
、
節
に
よ
っ
て
は
ガ
ン
ス
編

集
の
「
補
遺
（Zusatz

）」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
我
々
が
問
題
と
す
る
第
五

節
に
対
し
て
も
幸
い
に
し
て
こ
れ
が
あ
る（
９
）。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
念
頭
に

お
い
た
―
―「
理
論
的
」
と
は
違
っ
た
水
準
の
―
―
実
践
的
な
意
味
で
の「
宗

教
的
な
も
の
」
が
こ
の
「
補
遺
」
を
読
む
こ
と
で
よ
り
具
体
的
に
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
っ
た

く
無
理
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
「
宗
教
的
な
も
の
」

は
、「
イ
ン
ド
人
」
が
信
奉
す
る
「
ブ
ラ
フ
マ
ン
（Brahm

an

）」
の
み
だ

か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
ガ
ン
ス
編
集
の
「
補
遺
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
法
の
哲

学
講
義
」
に
関
す
る
ホ
ト
ー
の
一
八
二
二
・
二
三
年
講
義
ノ
ー
ト
や
グ
リ
ー

ス
ハ
イ
ム
の
一
八
二
四
・
二
五
年
講
義
ノ
ー
ト
を
継
ぎ
接
ぎ
し
て
作
り
上
げ

た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
問
題
と
す
る
第
五
節
の
補
遺
は
、
第
一
文）

（（
（

の

み
が
ホ
ト
ー
に
依
拠
し
て
い
て
、
そ
れ
以
降
は
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
か
ら
の
抜

粋
と
再
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
―
―
と
い
っ
て
も
す
で
に
久
し

い
が
―
―
く
だ
ん
の
ホ
ト
ー
・
ノ
ー
ト
や
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
を
容

易
に
参
看
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら）

（（
（

、
直
接
そ
れ
に
依
拠
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の

真
意
を
つ
か
む
こ
と
が
我
々
に
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ホ
ト
ー
・
ノ
ー
ト
の
第
五
節）

（（
（

は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
概
括
に
よ
る
と
、

「
一
．
意
志
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
」、「
二
．
純
粋
な
無
規
定
態
」、「
三
．
絶

対
的
な
抽
象
」、「
四
．
思
考
」、「
五
．
否
定
態
と
し
て
の
自
由
」、「
六
．
み

ず
か
ら
へ
の
折
れ
返
り
（Reflexion

）」
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
な
っ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
、
ガ
ン
ス
が
「
補
遺
」
と
し
て
採
用
し
た
一
文
は
、「
二
」

の
最
初
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
で
は
、
我
々
の
関
心
事
の
う
ち
、「
宗

教
的
な
も
の
」
が
登
場
せ
ず
、「
政
治
的
な
も
の
」
の
み
が
「
五
」
に
お
い
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て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
と
、
こ
こ
は
三
段
落
か
ら
な

る
。
そ
の
第
二
段
落
が
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
あ

り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
存
在
の
う
ち
に
制
限
を
認
識
す

る
し
、
自
由
で
あ
る
た
め
に
こ
の
制
限
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
こ
う
し
た
否
定
的
な
形
式
で
の
自
由
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
由
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
根
絶
（
殲
滅
）

す
る
こ
と
の
大
き
さ
に
し
た
が
っ
て
の
み
自
由
の
大
き
さ
が
測
ら
れ
た
の

で
あ
る
。」）

（（
（

ホ
ト
ー
・
ノ
ー
ト
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
と
い
う
「
政

治
的
な
も
の
」
の
み
が
話
題
と
な
っ
て
、「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
は
「
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
破
壊
す
る
」「
自
由
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。『
法
の
哲
学
』

で
明
言
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
二
二
・

二
三
年
の
「
法
の
哲
学
講
義
」
で
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
―
―
議
論
自
身

を
省
略
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
言
及
し
て
も
ホ
ト
ー
が
ノ
ー
ト
に
と
れ
な

か
っ
た
の
か
―
―
は
、
ホ
ト
ー
・
ノ
ー
ト
か
ら
は
窺
う
由
も
な
い
。

も
う
一
方
の
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
の
第
五
節
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ

の
概
括
に
よ
る
と
、「
一
．
純
粋
な
無
規
定
態
」、「
二
．
否
定
的
な
自
由
」、

「
三
．
否
定
的
な
自
由
の
歴
史
的
な
諸
形
態
」、「
意
志
の
特
殊
態
へ
の
移
行
」

に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ガ
ン
ス
は
、「
一
」
～
「
三
」
の
そ

れ
ぞ
れ
か
ら
抜
粋
し
文
章
を
調
整
し
て
「
補
遺
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

「
三
」
が
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
グ
リ
ー

ス
ハ
イ
ム
は
、『
法
の
哲
学
』
第
五
節
註
解
に
お
け
る
「
空
虚
の
自
由
」、「
イ

ン
ド
的
な
純
粋
観
想
と
い
う
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」、「
政
治
的
な
も
の
に
お
い

て
も
宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、
い
っ
さ
い
の
既
存
の
社
会
的
秩
序
を
粉

砕
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」、「
秩
序
派
の
嫌
疑
の
あ
る
個
人
た
ち
を
か
た
づ

け
、
ふ
た
た
び
台
頭
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
組
織
を
も
根
絶
す
る
」
と
い
っ

た
一
連
の
テ
キ
ス
ト
を
書
写
し
た
の
ち
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
講
義
を
写
し

取
る
。
若
干
長
い
が
、
ガ
ン
ス
の
編
集
し
た
「
補
遺
」
と
の
差
異
を
つ
か
む

た
め
に
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
判
断
し
た
そ
の
「
補
遺
」
部
分
を
【
隅
付
括
弧
】

で
括
り
な
が
ら
示
し
て
お
く
。
ま
た
、「
補
遺
」
に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
部

分
を
教
科
書
体
で
示
し
、
本
論
で
と
く
に
注
目
し
た
い
部
分
を
太
字
体
で
示

し
て
お
く
。
な
お
、
傍
点

0

0

は
、
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
（
ノ
ー
ト
で
は
下
線
）

の
部
分
で
あ
り
、
圏
点

8

8

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
註
解
が
書
き
写
さ
れ
て
い
る
部
分）

（（
（

で
あ
る
。

「【
イ
ン
ド
人
の
と
こ
ろ
で
最
高
の
も
の
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

み
ず
か
ら
と
の
単
純
な
同
一
態
を
知
る
こ
と
だ
け
で
不
動
と
な
る
こ
と
で

あ
り
、
み
ず
か
ら
の
内
面
態
が
も
つ
こ
う
し
た
空
虚
な
普
遍
態
、
こ
う
し

た
空
虚
な
空
間
で
不
動
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
生
命
が
も
つ
い
か
な
る
活

動
態
も
断
念
す
る
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る
目
的
も
い
か
な
る
表
象
も
断
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念
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
直
観
の
う
ち
に
色
の
な
い
光
の
よ
う
に

し
て
と
ど
ま
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。】
純
粋
な
直
観
は
純
粋
な
思
考
で
あ

り
、
な
ん
年
も
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
イ
ン
ド
人
の
と
こ
ろ
で
は
、

最
高
の
立
場
な
の
で
あ
る
。【
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ー
ム
（Bram

）、
ブ
ラ
ー

0

0

0

マ0

（Bram
a

）
で
あ
っ
て
、
単
純
態
の
か
た
ち
を
し
た
神
で
あ
る
が
、
次

い
で
、
人
間
は
、
こ
う
し
た
空
虚
な
自
己
意
識
の
か
た
ち
で
み
ず
か
ら
の

ブ
ラ
ー
ム
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
有
限
な
人
間
と
ブ
ラ
ー
ム
に

は
区
別
が
な
い
。
す
べ
て
の
区
別
は
、
こ
の
普
遍
態
の
な
か
で
消
失
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。】
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
現
実
存
在
す
る
こ
と
は
、
一

面
で
と
て
つ
も
な
い
強
さ
で
あ
る
が
、
純
粋
な
意
識
は
、
意
識
の
一
面
で

し
か
な
く
、
こ
こ
で
は
対
象
を
欠
い
て
お
り
、
私
そ
の
も
の
だ
け
が
対
象

で
あ
り
、
こ
の
た
め
対
象
は
区
別
を
も
た
な
い
。
だ
か
ら
、
意
識
は
、
対

象
を
欠
い
た
意
識
で
あ
る
。【
つ
ぎ
に
、
具
体
的
な
現
象
は
、
政
治
的
で

も
あ
れ
ば
宗
教
的
で
も
あ
る
生
活
に
お
け
る
（im

 politischen w
ie 

religiösen Leben

）
活
動
的
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。】
こ
の
否

8

8

8

定
的
な
意
志
は

8

8

8

8

8

8

、
な
に
も
の
か
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
み
ず
か

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ら
の
現
存
在
の
感
情
を
も
ち

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
も
ち
ろ
ん

8

8

8

8

、
な
ん
ら
か
の
肯
定
的
な
状
態

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、

た
と
え
ば

8

8

8

8

普
遍
的
な
平
等
の
状
態
や
ら
普
遍
的
で
宗
教
的
な
生
活
の
状
態

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

や
ら

8

8

を
意
志
し
よ
う
と
思
い
つ
い
て
い
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。
し
か
し

8

8

8

、
否
定
的
な
意
志
は

8

8

8

8

8

8

8

、

実
際
に
は

8

8

8

8

、
そ
の
状
態
の
肯
定
的
な
現
実
態
を
意
志
す
る
こ
と
が
な
い

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。

と
い
う
の
も

8

8

8

8

8

、
肯
定
的
な
現
実
態
は

8

8

8

8

8

8

8

8

、
仕
組
み
で
あ
っ
て
も
個
人
で
あ
っ

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

て
も

8

8

、
た
だ
ち
に
な
ん
ら
か
の
秩
序

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
な
ん
ら
か
の
特
殊
化
を
導
き
出
す

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

も
の
な
の
だ
が

8

8

8

8

8

8

、
こ
の
特
殊
化
や
客
観
的
な
規
定
こ
そ
は

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
そ
う
し
た
否

8

8

8

8

8

定
的
な
自
由
が
根
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
て

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
否
定
的
な
自
由
の
自
己
意
識

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

は8

、
こ
の
根
絶
に
由
来
す
る
の
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。
し
た
が
っ
て

8

8

8

8

8

、
否
定
的
な
自
由

8

8

8

8

8

8

が
意
志
し
よ
う
と
思
い
つ
い
た
も
の
は

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
み
れ
ば

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、

抽
象
的
な
表
象
で
し
か
あ
り
え
な
い
し

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

、
否
定
的
な
自
由
が
す
る
現
実
化

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

は8

、
破
壊
と
い
う
狂
乱
で
し
か
な
い
の
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

。
こ
の
こ
と
は

8

8

8

8

8

、
歴
史
が

8

8

8

示
し
て
い
る

8

8

8

8

8

。
普
遍
的
な
平
等
と
い
う
普
遍
的
で
宗
教
的
な
生
活
が
成
就

す
べ
き
な
の
だ
が
、
こ
の
目
的
が
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
た
め
、
こ
の

目
的
は
、
存
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
秩
序
を
廃
棄
す
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
改
革
に
応
じ
て
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー（
（（
（

で
起
こ
っ
た
騒
擾

と
か
、
自
由
と
平
等
を
目
的
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
か
は
、
あ
ら
ゆ
る

区
別
を
廃
棄
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
所
有
や
占
有
な
ど
と
の
関
係
で
は
、
人

格
の
平
等
と
い
う
も
の
が
あ
る
。【
し
か
し
、
こ
の
関
係
で
は
（hier

）、

才
能
や
権
威
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
区
別
は
、
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。】
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
な
ん
ら
か
の
普
遍
的
な
も
の
を
意
志

し
、
た
だ
普
遍
態
の
形
式
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。【
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
抽
象
的
な
も
の
を
意
志
す
る
の
で
あ
っ
て
、

区
別
が
頭
角
を
現
す
分
節
化
を
意
志
す
る
こ
と
が
な
い
。
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ

ム
は
、
こ
う
し
た
分
節
化
を
み
ず
か
ら
の
無
規
定
態（U

nbestim
m

theit

）

に
反
す
る
と
思
い
、
こ
れ
を
廃
棄
す
る
。】
普
遍
的
な
も
の
は
、
あ
ら
ゆ

る
特
殊
な
も
の
に
反
対
す
る
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
革
命
の
現
象
を
と

ら
え
て
理
解
す
る
に
は
、
無
規
定
態
（diese

）
が
革
命
（R

evolution

）
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の
主
要
な
側
面
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。【
革
命
（Sie

）
は
、
震
え
で
あ

り
、
お
の
の
き
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
特
殊
な
も
の
と
も
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
革
命
（sie

）
は
、】
自
由
と
平
等
と
い
っ
た
【
抽
象
的
な
も

の
だ
け
を
意
志
す
る
も
の
で
、】
こ
の
こ
と
が
、
革
命
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま

な
変
転
の
な
か
で
、
と
く
に
革
命
の
第
一
期
に
お
い
て
示
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
国
民
議
会
が
選
挙
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
主
要
権
力
と
な
っ
て
し
ま
い
、

こ
れ
と
結
び
つ
い
て
、
都
市
が
当
局
者
を
任
命
し
、
武
装
し
た
威
力
で
あ

る
国
民
軍
を
選
任
し
た
の
だ
が
、
同
時
に
、
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力

は
、
見
か
け
と
し
て
、
ふ
た
た
び
な
に
か
固
定
し
た
も
の
を
形
成
し
よ
う

と
す
る
み
た
い
だ
し
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
み
た

い
だ
っ
た
の
で
、
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
抽
象
的
な
も
の

に
対
し
て
敵
対
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
抽
象
的
な
も
の
が
、

普
遍
的
に
思
い
つ
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
り
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
り

し
た
の
で
あ
る
。【
人
民
は
、
み
ず
か
ら
が
作
り
上
げ
た
い
か
な
る
権
威

に
も
先
ほ
ど
の
制
度
に
も
、
つ
ま
り
市
長
に
も
国
民
軍
に
も
役
所
に
も
、

選
ば
れ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
指
示
す
る
権
能
を
授
け
た
が
、
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
こ
と
は
、
平
等
と
い
う
抽
象
的
な
自
己
意
識
に
反
す
る
も
の
と

な
っ
た
し
、
こ
の
手
の
制
度
は
、
作
ら
れ
る
や
い
な
や
、
ふ
た
た
び
人
民

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。】
こ
れ
が
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
も
の
を
み
ず
か
ら
に
敵
対
す
る

も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
自
身
み
ず
か
ら
の
固
有
の
仕
事
を
あ
き
ら
め
る
の

で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
う
し
た
現
象
の
う
ち
に
、
意
の
ま
ま
で
あ
る
支
配

権
を
抽
象
的
な
も
の
が
行
使
す
る
の
を
見
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
も
ち

こ
た
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
自
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。」（
（（
（

グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
は
、『
法
の
哲
学
』
第
五
節
註
解
の
筋
書
き

を
正
確
に
な
ぞ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず

0

0

「
理

論
的
」
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
イ
ン
ド
の
宗
教
に
言
及
し
、「
つ
ぎ

0

0

に0

」、「
政
治
的
で
も
あ
れ
ば
宗
教
的
で
も
あ
る
生
活
に
お
け
る
活
動
的
な

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
議
論
を
移
す
。

こ
こ
で
と
く
に
刮
目
に
値
す
る
の
は
、
註
解
で
述
べ
ら
れ
た
「
普
遍
的
な

平
等
の
状
態
や
ら
普
遍
的
で
宗
教
的
な
生
活
の
状
態
や
ら
」
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
歴
史
的
な
具
体
例

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
起
こ
っ
た
騒
擾

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

と
「
フ
ラ
ン
ス
革
命

0

0

0

0

0

0

」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が

う
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
実
践
的
な
レ
ベ
ル
で
フ
ァ

ナ
テ
ィ
ズ
ム
を
指
弾
す
る
さ
い
―
―
つ
ま
り
「
政
治
的
な
も
の
に
お
い
て
も

宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、
い
っ
さ
い
の
既
存
の
社
会
的
秩
序
を
粉
砕
す

る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
な
る
」
と
指
弾
す
る
さ
い
―
―
、
そ
れ
は
け
っ
し
て

イ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
や
宗
教
の
こ
と
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
政
治
や
宗
教
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
う
ち
、「
政
治
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー

ト
に
基
づ
い
た
ガ
ン
ス
の
「
補
遺
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」

と
理
解
す
る
の
は
い
わ
ば
常
識
的
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、「
宗
教
」
に
つ
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い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
事
例
が
関
わ
っ
て
い
る
―
―
そ
れ
も
キ
リ
ス

ト
教
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
座
が
あ
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
が
関
わ
っ
て
い
る
―

―
と
は
、『
法
の
哲
学
』
を
素
直
に
読
む
か
ぎ
り
―
―
す
く
な
く
と
も
日
本

に
お
い
て
は
―
―
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
こ

の
「
宗
教
」
は
、「
普
遍
的
な
平
等
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、

当
然
な
が
ら
同
時
に
す
ぐ
れ
て
「
政
治
」
的
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
」
を
持
ち
だ
す
こ
と
で
「
政
治
」
と
「
宗
教
」

を
い
わ
ば
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
事
例
を
提
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

三
　
宗
教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
と
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国

も
っ
と
も
、
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
第
五
節
に
お
い
て
な
さ
れ
た

「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
起
こ
っ
た
騒
擾
」
へ
の
言
及
は
、
た
だ
そ
の
指
摘
に
と

ど
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
場
で
歴
史
的
事
例
と
し
て
詳
し
く
紹
介
さ

れ
た
―
―
あ
る
い
は
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
た
―
―
の
は
、
圧
倒
的
に
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ひ
る
が
え
っ
て
『
法
の
哲
学
』
第
五
節
註
解

に
お
い
て
「
政
治
的
な
も
の
に
お
い
て
も
宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、

い
っ
さ
い
の
既
存
の
社
会
秩
序
を
粉
砕
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
言
及
す

る
さ
い
に
も
、
そ
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
の
役
割
は
低
く
見
積
ら
れ
て
い
た

と
み
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
理

解
は
、
当
を
得
て
い
な
い
。

つ
と
に
三
浦
和
男
ら
は
、
そ
の
箇
所
に
対
し
て
、
第
二
七
〇
節
註
解
の
参

照
を
求
め
て
い
る）

（（
（

。

そ
こ
で
は
、「
国
家
に
反
対
し
て
あ
く
ま
で
宗
教
の
形
式
に
と
ど
ま
ろ
う

と
す
る
人
び
と
」（
五
〇
〇
頁
以
下
、S. 418

）
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
の

さ
い
、「
宗
教
の
形
式
」
と
は
、「
絶
対
的
な
も
の
へ
の
関
係
」
と
し
て
「
感

情
や
表
象
や
信
仰
の
形
式
」
を
と
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
を
「
国

家
」
に
通
用
さ
せ
る
と
、「
存
立
す
る
も
ろ
も
ろ
の
区
別
や
法
律
、
機
構
に

ま
で
発
展
し
た
有
機
組
織
と
し
て
の
国
家
が
、
動
揺
や
不
安
定
、
混
乱
に
委

ね
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
主
観
的
な
「
宗
教

の
形
式
」
に
と
っ
て
は
、「
客
観
的
に
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
法
律
」

が
通
用
せ
ず
、「
否
定
的
な
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

た
「
否
定
的
な
態
度
」
が
「
た
ん
に
内
的
な
心
情
や
見
解
で
あ
る
に
と
ど
ま

ら
ず
に
、
現
実
態
へ
と
向
か
い
、
そ
こ
で
力
を
発
揮
す
る
と
き
は
、
宗
教
的

な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
が
政
治
的
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
と
同
様
に
生
じ
る
」
と

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
は
、「
い
っ
さ
い
の
国
家
機

構
と
法
律
的
秩
序
」
を
、「
内
的
な
心
情
で
あ
る
心
の
無
限
態
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
偏
狭
な
制
限
と
し
て
放
逐
し
、
私
的
所
有
や
結
婚
、
市
民
社
会
の
も

ろ
も
ろ
の
関
係
や
労
働
な
ど
を
、
愛
や
、
感
情
の
自
由
を
汚
す
も
の
と
し
て

追
放
す
る
。」

こ
の
第
二
七
〇
節
に
対
す
る
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
で
は
、「
ク

エ
ー
カ
ー
派
、
再
洗
礼
派
、
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
」
を
具
体
的
に
挙
げ
、
―
―

『
法
の
哲
学
』
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
註
で
は
「
兵
役
拒
否
」
な
ど
の
国
家
へ
の
無
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関
与
の
み
が
言
及
さ
れ
る
が
（
五
〇
七
頁
以
下
、S. 421

）
―
―
「
こ
れ
ら

の
セ
ク
ト
は
、
敬
虔
さ
を
み
ず
か
ら
に
し
ま
い
こ
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
さ

し
あ
た
り
た
ん
に
否
定
的
に
振
る
舞
う
だ
け
の
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
抽
象

的
な
原
理
は
、
活
動
的
に
な
る
こ
と
も
で
き
て
、
そ
う
な
る
と
、
国
家
の
諸

制
度
そ
の
も
の
に
対
し
て
敵
対
的
に
な
る
」）

（（
（

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ひ
き

つ
づ
き
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
敬
虔
さ
は
、
心
胸
の
う
ち
に
実
体
的
な
も
の
を
設
定
し
、
敬
虔
な
心

胸
を
す
べ
て
の
行
為
の
原
理
と
し
て
受
け
取
る
か
ら
、
財
産
の
不
平
等
や
、

ほ
か
の
人
間
に
対
す
る
法
律
的
な
関
係
を
い
と
も
簡
単
に
不
正
と
み
な
す

よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
、
人
は
硬
直
し
た
法
で
は
な
く
心
胸
に
し
た
が
っ

て
他
者
に
関
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
要
求
を
す
る
。
よ
う
す
る
に
、
敬
虔
さ

は
、
現
実
態
に
対
し
て
内
面
的
で
あ
る
こ
と
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
フ
ァ

ナ
テ
ィ
ク
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
が
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
再
洗
礼
派

0

0

0

0

が
そ
う
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
狂
信

者
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、〈
地
の
穏
や
か
な
人
び
と（die 

Stillen im
 Lande

）〉）
（（
（

が
先
頭
に
立
っ
た
。
し
か
し
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、

こ
の
人
び
と
を
意
の
ま
ま
に
よ
く
操
っ
て
、
現
実
態
で
は
た
だ
ち
に
ふ
た

た
び
世
俗
の
秩
序
を
通
用
さ
せ
た
の
で
あ
る
。」）

（（
（

（
傍
点
引
用
者
）

こ
う
し
た
第
二
七
〇
節
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
は
、
ま
さ
し
く
、
第

五
節
に
お
け
る
「
政
治
的
な
も
の
に
お
い
て
も
宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、

い
っ
さ
い
の
既
存
の
社
会
的
秩
序
を
粉
砕
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
る
（
こ
の
点
、
三
浦
ら
に
よ
る
参
照
指
示
は
、
き
わ
め
て
適

切
で
、
慧
眼
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
宗
教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
を
排
撃
す
べ
く
こ
こ
に
ぴ
た
り
と
照
準
を
あ

て
て
い
る
。
そ
し
て
、
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
第
五
節
に
記
さ
れ
た

「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
起
こ
っ
た
騒
擾
」
こ
そ
は
、
こ
の
宗
教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ

ズ
ム
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
同
じ
轍
を
踏
ん
で
は
な
ら
な
い
も
の

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
七
〇
節
の
グ
リ
ー
ス

ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
宗
教
に
お
い
て

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
走
る
再
洗
礼
派
と
、
政
治
的
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の

担
い
手
た
ち
と
が
同
根
で
あ
る
こ
と
を
見
通
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
ほ
か
の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
う
え
で
も
重
要
な
の
で
、
の
ち

に
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
排
撃
す
る
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
起
こ
っ
た
騒
擾
」
と

は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、「
一
五
三
四
年
二
月
末
に
出
現
し
、
翌
三
五
年
六
月
の
落
城
ま
で
、

帝
国
諸
侯
軍
の
包
囲
下
で
存
続
し
た
」）

（（
（

。
倉
塚
に
よ
る
、
こ
の
「
王
国
」
が

行
っ
た
「
変
革
」
に
つ
い
て
の
簡
明
な
紹
介
を
次
に
示
し
て
お
く
。

「
そ
こ
で
は
政
治
、
経
済
、
家
族
、
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た
っ

て
、
文
字
ど
お
り
全
面
的
な
「
変
革
」
が
行
わ
れ
た
。
既
存
の
一
切
の
制

度
は
背
神
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
廃
棄
し
、
神
の
預
言
に
基
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づ
い
て
、
政
治
的
に
は
ヤ
ン
・
マ
テ
ィ
ア
ス
の
カ
リ
ス
マ
的
支
配
か
ら
発

し
、
ヤ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ラ
イ
デ
ン
の
ダ
ヴ
ィ
デ
王
朝
樹
立
に
い
た
る
。
経

済
的
に
は
貨
幣
も
売
買
も
ギ
ル
ド
も
廃
棄
さ
れ
、
財
産
共
有
制
（
共
同
食

堂
、
現
物
支
給
、
貴
金
属
・
生
活
物
資
の
供
出
摘
発
）
が
強
行
さ
れ
た
。

既
存
の
一
夫
一
婦
制
も
解
体
さ
れ
、
悪
名
高
き
一
夫
多
妻
制
が
テ
ロ
の
恐

怖
の
も
と
に
実
現
さ
れ
た
。「
霊
が
肉
と
な
っ
た
。
聖
者
は
罪
を
犯
す
こ

と
は
な
い
」
と
し
て
、
既
存
の
道
徳
的
基
準
も
転
倒
さ
れ
る
。
聖
書
を
除

く
一
切
の
書
物
文
書
も
焼
却
さ
れ
、
街
路
や
出
生
児
の
名
前
も
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
順
に
変
え
ら
れ
た
。」）

（（
（

こ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
」
こ
そ
は
、

「
政
治
的
な
も
の
に
お
い
て
も
宗
教
的
な
も
の
に
お
い
て
も
、
い
っ
さ
い
の

既
存
の
社
会
秩
序
を
粉
砕
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘

す
る
も
の
と
、
ま
さ
し
く
一
致
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
構
想
す
る
、
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
か
ら
な
る
人
倫
を
見
事

に
粉
砕
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
　
ガ
ン
ス
に
よ
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
の
隠
蔽

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
法
の
哲
学
講
義
」
に
か
ぎ
ら
ず
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗

礼
派
王
国
」
を
政
治
的
・
宗
教
的
な
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
典
型
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
」
は
、

そ
れ
を
示
す
だ
け
で
学
生
が
得
心
す
る
格
好
の
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
」
だ
っ

た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
息
子
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
が
編
集
す

る
「
歴
史
の
哲
学
講
義
」
か
ら
も
見
え
て
く
る
。

第
一
に
、
宗
教
改
革
の
影
響
に
よ
り
「
教
会
の
世
俗
的
支
配
に
対
す
る
反

抗
が
各
地
に
起
こ
っ
た
」
と
し
て
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
は
再
洗
礼
派
が
司

教
を
追
放
し
て
、
独
自
の
支
配
権
を
う
ち
建
て
た
」
と
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。

第
二
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
言
及
す
る
さ
い
に
―
―

グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
第
二
七
〇
節
と
同
様
に
―
―
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー

再
洗
礼
派
王
国
」
を
次
の
よ
う
に
引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
。

「
国
王
は
た
だ
神
に
対
し
て
の
み
（
す
な
わ
ち
聴
罪
司
祭
に
対
し
て
の
み
）

釈
明
す
る
責
任
が
あ
る
と
す
る
絶
対
権
の
主
張
に
対
し
て
、
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ

ク
に
な
っ
た
人
民
は
立
ち
あ
が
り
、
外
面
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
対
抗
し
て
、

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
か
た
ち
で
内
面
性
の
頂
点
に
達
し
た
。
こ
の
内
面
性

の
頂
点
は
、
傾
い
て
客
観
的
な
世
界
に
転
ぶ
と
、
一
方
で
は
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ

ク
に
高
揚
し
、
他
方
で
は
笑
う
べ
き
も
の
と
し
て
現
象
し
た
。
こ
の
フ
ァ
ナ

0

0

0

0

0

テ
ィ
ス
ト
た
ち
は

0

0

0

0

0

0

0

、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ト
と
同
様
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
直
接

0

0

的
に
敬
神
の
念
で
国
家
を
統
治
し
よ
う
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た

0

0

、
兵
士
た
ち
も

0

0

0

0

0

、
同
様

0

0

に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
戦
場
で
祈
り
を
捧
げ
な
が
ら
み
ず
か
ら
の
任

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

務
を
闘
い
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」）
（（
（

（
傍
点
は
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル

版
で
追
加
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
示
す
。）
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
歴
史
の
哲
学
講
義
」
は
、
当
初
ガ
ン
ス
が
一
八
三
七

年
に
編
集
・
出
版
し
た
も
の
と
、
一
八
四
〇
年
に
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ

れ
を
訂
正
・
出
版
し
た
も
の
と
が
あ
り
、
部
分
に
お
い
て
は
相
当
な
違
い
が

あ
る
。
先
に
掲
げ
た
第
一
の
例
に
つ
い
て
は
、
ガ
ン
ス
と
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ

ル
が
同
様
の
記
述
を
し
て
い
る
が）

（（
（

、
第
二
の
例
に
つ
い
て
は
、
引
用
で
示
し

た
よ
う
に
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
フ
ァ
ナ

テ
ィ
ス
ト
」
へ
の
言
及
が
追
加
さ
れ
た）

（（
（

。

こ
の
う
ち
ぜ
ひ
と
も
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
の
例
に
お
け
る
取
り
扱
い

の
違
い
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王

国
」
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
と
が
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
似
た
も
の
を

も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
か
た
ち
で
編
集
す
る
わ
け
だ
が
、
ガ
ン
ス
は
、
そ
う

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
依
拠
す
る
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ

と
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
者
の
個
性
に
よ
っ
て
取
捨
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
ぱ
ら
記
憶
の
程
度
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

我
々
は
知
る
由
も
な
い）

（（
（

。

し
か
し
、
ガ
ン
ス
が
『
法
の
哲
学
』
の
第
五
節
補
遺
を
作
成
す
る
さ
い
に

グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
に
あ
る
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
」
へ
の
言
及
を
省
い

て
い
る
事
実
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
ガ
ン
ス
が
「
歴
史
の
哲
学
講
義
」
で

こ
れ
と
同
様
の
措
置
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
な
ん
ら
か
の
意
図
を
感
じ
ざ

る
を
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
講
義
で
一
貫
し
て
含
意
し
て
い
る
こ
と
を
、
ガ

ン
ス
は
一
貫
し
て
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
あ
る）

（（
（

。

こ
の
さ
い
、
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
ガ
ン
ス
の
宗
教
信
条
や
そ
の
共
和
主

義
的
な
政
治
信
条
に
立
ち
入
っ
て
ガ
ン
ス
の
姿
勢
を
問
う
こ
と
は
、
本
論
の

目
的
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る）

（（
（

。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
ガ
ン
ス
編
集
の
テ

キ
ス
ト
で
は
―
―「
法
の
哲
学
講
義
」
で
も「
歴
史
の
哲
学
講
義
」
で
も
―
―
、

再
洗
礼
派
が
宗
教
的
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
か
た
ち
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
一
貫
す
る
の
か
？

こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
ガ
ン
ス
は
、
政
治
革
命

が
つ
ね
に
宗
教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解

し
て
い
た
が
た
め
に
、
と
く
に
民
衆
を
動
員
す
る
力
が
あ
る
宗
教
的
フ
ァ
ナ

テ
ィ
ズ
ム
を
表
立
っ
て
批
判
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
、
と
い
う
政
治
的
配

慮
を
働
か
せ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

こ
の
推
測
の
当
否
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
、
講
義
録
の
編
集
を
め
ぐ

る
ガ
ン
ス
の
取
り
扱
い
は
、
結
果
的
に
い
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

治
と
宗
教
が
抱
え
る
同
根
の
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
―
つ
ま
り
意
志
の

0

0

0

「
無
規
定
態

0

0

0

0

」
と
し

0

0

て
の
自
由
へ
の
固
執

0

0

0

0

0

0

0

0

―
―
を
読
者
が
つ
か
み
損
ね
る
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
だ
け
は
、
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

五
　
韜
晦
と
隠
喩
と
し
て
の
イ
ン
ド

し
か
し
、
元
を
糺
せ
ば
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
第
二
七
〇
節
へ
の
自
註
で
こ
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そ
再
洗
礼
派
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
を
宗
教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ

ム
と
し
て
公
然
と
指
弾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
師

匠
に
忠
実
な
ガ
ン
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
口
頭
で
の
み
伝
え
よ
う
と
決
意
し
た

こ
と
を
あ
え
て
印
刷
公
表
す
る
ま
で
も
な
い
、
と
判
断
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
咎
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ガ
ン
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

考
え
の
機
微
を
十
分
に
弁
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
息
子
は
要
ら
ぬ

こ
と
を
し
て
く
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
我
々
が
文
章
の
流
れ
で
ま
さ
に
自
然
に
理

解
す
る
内
容
こ
そ
を
伝
え
ん
と
狙
っ
た
の
で
は
な
い
か
？　

す
な
わ
ち
、
理

論
的
に
宗
教
的
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
と
し
て
イ
ン
ド
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
実
践
的
に
政
治
的
・
宗
教
的
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
も
、
イ
ン
ド
の

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。（
政
治
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ

ム
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
こ
と
で
あ
る
と
は
、
明
示
的
に
は
ガ
ン
ス
の「
補
遺
」

を
も
っ
て
は
じ
め
て
知
る
こ
と
で
あ
る
。）
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
批
判
に
よ
っ

て
は
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
だ
れ
も
が
傷
つ
き
は
し
な
い
の
だ
か
ら
、

こ
れ
に
と
ど
め
て
お
い
て
、
あ
と
は
「
も
っ
て
知
る
べ
し
」
と
決
め
込
む
韜

晦
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
イ
ン
ド
」
の
「
宗
教
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
実
際
に
生

じ
て
い
る
政
治
的
・
宗
教
的
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
の
隠
喩
な
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
ま
さ
に
「
イ
ン
ド
人
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
す
る
」
の
で
あ
っ
た
。

註（
１
）
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
次
の
通
り
。G. W

. F. H
egel, W

erke in zw
anzig 

Bänden, Bd. 7, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder N
aturrecht 

und Staatsw
issenschaft im

 Grundrisse, M
it H

egels eigenhändigen N
otizen 

und dem
 m

ündlichen Zusätzen, A
uf der Grundlage der W

erke von 1832

―1845 neu edierte A
usgabe, R

edaktion E
va M

oldenhauer und K
arl 

M
arkus M

ichel, T
heorie W

erkausgabe, Suhrkam
p, Frankfurt am

 M
ain 

1970. 

邦
訳
は
、
お
も
に
次
の
も
の
を
利
用
し
、
引
用
に
さ
い
し
て
は
、
原
文
に
照
ら

し
て
適
宜
改
変
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
の
哲
学
」
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
、『
世
界
の

名
著　

四
四　

ヘ
ー
ゲ
ル
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
。
引
用
・
参
照
箇
所
は
、

節
数
等
（
必
要
に
応
じ
て
邦
訳
頁
数
も
し
く
は
ア
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版
頁
数
）
を
本
文

中
に
示
す
。

（
２
）
ド
ラ
テ
も
同
様
の
指
摘
を
す
る
。Cf. G. W

. F. H
egel, P

rincipes de la 
philosophie du D

roit, ou D
roit naturel et science de l ‘É

tat en abrégé, texte 
présenté, traduit et annoté par Robert D

erathé, seconde édition revue et 
augm

entée, deuxièm
e tirage, Paris 1986, p. 74.

（
３
）
高
峯
一
愚
、
上
妻
精
ら
も
同
様
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学　

自
然
法
と
国
家
学
』
高

峯
一
愚
訳
、
論
創
社
、
一
九
八
三
年
、
二
九
六
頁
参
照
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
上
巻
、

上
妻
精
・
佐
藤
康
邦
・
山
田
忠
彰
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
六
五
頁
参
照
。

（
４
）
上
妻
精
ほ
か
は
、「
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
」
と
す
る
。
上
妻
精
・
小
林
靖
昌
・
高
柳
良

治
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
の
哲
学
』、
有
斐
閣
新
書
、
一
九
八
〇
年
、
六
四
頁
参
照
。

（
５
）
加
藤
尚
武
『
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
」
哲
学
』、
青
土
社
、
一
九
九
三
年
、
三
四
頁
。

（
６
）
イ
ン
ド
で
は
、「
社
会
的
秩
序
」
が
「
自
然
的
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
社
会

的
秩
序
」
な
る
も
の
は
な
い
、
と
強
弁
す
れ
ば
、「
社
会
的
秩
序
」
は
、
す
で
に
し
て「
粉

砕
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
屈
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
。
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（
７
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
二
二
・
二
三
年
の「
世
界
史
の
哲
学
講
義
」
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
諸
個
体
の
区
別
と
配
分
は
、
い
か
な
る
国
で
も
も
ろ
も
ろ
の
普
遍
的
な
業
務
で
必
要

で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
区
別
と
配
分
が
一
定
の
仕
方
で
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ン
ド
人
の
場
合
、
概
念
の
こ
れ
ら
の
規
定
態
が
自
然
的
な
区
別
に
、
つ
ま
り
生
ま
れ

の
区
別
に
な
る
。」Georg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, V
orlesungen A

usge
w

ählte N
achschriften und M

anuskripte （A
bgek. V

A
N

M
.

）, Bd. 12, V
orle

sungen über die Philosophie der W
eltgeschichte, Berlin 1822/1823, N

ach
schriften von K

. G. J. v. Griesheim
, H

. G. H
otho und F. C. H

. V
. v. K

ehler, 
H

rsg. v. K
. H

. Ilting, et al., H
am

burg 1996, S. 175. 

ヘ
ー
ゲ
ル
「
一
八
二
二
・

二
三
年
「
世
界
史
哲
学
講
義
」
抄
訳
註
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
オ
リ
エ
ン
ト
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル

世
界
史
哲
学
に
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
像
を
結
ば
せ
た
文
化
接
触
資
料
と
そ
の
世
界
像
の
反

歴
史
性
―
―
（
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
B
））
課
題
番
号
二
一
三
二
〇
〇
〇
八

研
究
成
果
報
告
書
』、
二
〇
一
二
年
、
五
五
六
頁
。

（
８
）V

A
N

M
., Bd. 1, V

orlesungen über N
aturrecht und Staatsw

issenschaft, 
H

eidelberg 1817/18, m
it N

achträgen aus der V
orlesung 1818/19, N

achge
schrieben von P. W

annenm
ann, H

rsg. v. C. Becker, et al., H
am

burg 1983, 
S. 259. 

G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
自
然
法
と
国
家
学
講
義
―
―
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
一
八
一
七
・
一
八
年
』
高
柳
良
治
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、

二
八
一
頁
。

（
９
）Georg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, W
erke, V

ollständige A
usgabe durch 

einen V
erein von F

reunden des V
erew

igten, B
d. 8, G

rundlinien der 
Philosophie des R

echts, oder N
aturrecht und Staatsw

issenschaft im
 

Grundrisse, H
rsg. v. D

r. Eduard Gans, Berlin 1833 （Google

）, 39f.

（
10
）「
意
志
の
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
う
ち
に
、
私
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
自
分
を
解
き
放
し
、

す
べ
て
の
目
的
を
放
棄
し
、
い
っ
さ
い
を
捨
象
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
の
実
質
が
あ

る
。」（§5 Zu.

）

（
11
）V

gl. G
eorg W

ilhelm
 F

riedrich H
egel, V

orlesungen über R
echts

philosophie 18181831, Edition und K
om

m
entar in sechs Bänden von 

K
arlH

einz Ilting, Bd. 3, Philosophie des Rechts, N
ach der V

or lesungs
nachschrift von H

. G. H
otho 1822/23 （abgek. H

otho.

）; Bd. 4, Philosophie 
des Rechts nach der V

orlesungsnachschrift K
. G. v. Griesheim

s 1824/25 

（abgek. G
riesheim

.

）, etc., StuttgartBad Cannstatt 1974. 

な
お
、
ホ
ト
ー
・

ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
手
稿
そ
の
も
の
に
依
拠
し
た
邦
訳
が
次
の
よ
う
に
出
さ
れ
て
い

る
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
教
授
殿
の
講
義
に
よ
る
法
の
哲
学
Ⅰ
・
Ⅱ
『
法
の
哲
学
』
第
五
回
講

義
録
―
一
八
二
二
／
二
三
冬
学
期
、
ベ
ル
リ
ン
―
―
H
・
G
・
ホ
ト
ー
手
稿
』（
阪
南

大
学
翻
訳
叢
書
一
九
・
二
〇
）
尼
寺
義
弘
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
八
年
。

グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
翻
刻
に
依
拠
し
て
い
る

こ
と
を
明
示
し
た
邦
訳
が
次
の
よ
う
に
出
さ
れ
て
い
る
。
G
・
W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル『
法

哲
学
講
義
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
12
）V

gl. H
otho., S. 111

―115.

（
13
）V

gl. H
otho., S. 113f.

（
14
）
こ
れ
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
指
摘
に
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
15
）
長
谷
川
は
、
原
文
の
「in M

ünster

」
を
「
大
聖
堂
は
」
と
訳
す
。
長
谷
川
訳
、
前

掲
書
、
四
一
頁
参
照
。
け
だ
し
、
誤
訳
で
あ
ろ
う
。

（
16
）V

gl. G
riesheim

., S. 113

―115.

（
17
）
三
浦
和
男
ら
は
、
こ
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
し
、「
二
五
八
節
補
註
お
よ
び

二
七
〇
節
脚マ

註マ

を
見
よ
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
G
・

W
・
F
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
権
利
の
哲
学
―
―
あ
る
い
は
自
然
的
法
権
利
お
よ
び
国
家
学

の
基
本
ス
ケ
ッ
チ
』
三
浦
和
男
・
樽
井
正
義
・
永
井
健
晴
・
浅
見
昇
吾
訳
、
未
知
谷
、

一
九
九
一
年
、
一
三
九
頁
以
下
参
照
。
こ
の
参
照
指
示
は
、
第
二
五
八
節
註
解
で
い
わ
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れ
る
「
抽
象
」、
第
二
七
〇
節
註
解

0

0

で
い
わ
れ
る
「
狂
信
〔
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
〕」
へ
の

参
照
だ
と
思
わ
れ
る
。
同
書
、
四
一
七
頁
、
四
三
六
頁
以
下
参
照
。

（
18
）G

riesheim
., S. 648.

（
19
）「
地
の
穏
や
か
な
人
々
（die Stillen im

 Lande

）」
は
、「
詩
編
」
第
三
五
編
第

二
〇
節
に
由
来
し
、
狂
信
者
集
団
を
呼
ぶ
さ
い
の
慇
懃
な
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
。V

gl. F. C. D
ahlm

ann, Zw
ei R

evolutionen, Bd. 1, Geschichte 
der englischen Revolution,6 A

ufl., Leipzig 1853 （Google

）, S. 186. 

こ
の
箇
所

で
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、「die Stillen im

 Lande

」
が
「die Fanatiker

」
で
あ
る

と
知
っ
て
お
り
、
彼
ら
に
対
し
て
神
事
の
た
め
に
決
起
を
促
す
演
説
を
行
っ
た
、
と
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
大
西
晴
樹
の
研
究
に
よ
る
と
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
期
の
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
正
統
派
神
学
者
バ
ク
ス
タ
ー
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
長
老
主
義
神
学
者
ベ
イ
リ
ー
の

証
言
は
、「
革
命
期
の
議
会
軍
の
な
か
に
、
独
立
派
や
「
再
洗
礼
派
」‘anabaptists ’ 

と
呼
ば
れ
た
バ
プ
テ
ス
ト
派
な
ど
の
諸
セ
ク
ト
が
根
を
お
ろ
し
、
そ
こ
か
ら
「
反
律
法

主
義
」‘antinonianism

’ 

と
い
う
対
決
す
べ
き
異
端
神
学
が
わ
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
」。
大
西
晴
樹
「
反
律
法
主
義
者
の
霊
的
千
年
王
国
論
―
―
軍
隊
と
レ

ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
・
シ
ー
カ
ー
ズ
・
セ
ク
ト
―
―
」、
田
村
秀
夫
編
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
と
千

年
王
国
』、
同
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
五
頁
。
な
お
、「die Stillen im

 Lande

」

の
「
真
正
な
像
」
を
定
式
化
し
た
試
み
と
し
て
、
カ
ス
パ
ー
ル
・
ヤ
コ
ブ
・
フ
ー
ト

（
一
七
一
一
生
～
一
七
六
〇
没
。
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
聖
書
学
正
教
授
）
の
説
教
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。「〈
地
の
穏
や
か
な
人
び
と
〉
は
、
信
仰
に
お
い
て

神
の
み
前
で
穏
や
か
な
人
び
と
で
あ
り
、
そ
の
職
業
の
仕
事
に
お
い
て
自
分
自
身
の
も

と
で
穏
や
か
な
人
び
と
で
あ
り
、
隣
人
と
の
つ
き
あ
い
に
お
い
て
他
人
に
対
し
穏
や
か

な
人
び
と
で
あ
る
。」Johann Georg K

rafft, G
esam

m
lete FeiertagsPredigten, 

w
orinnen die M

arienA
postel und andere geringere Feiertage enthalten 

sind; oder der H
uthischen Sonn und FesttagsP

redigten, D
ritter und 

letzter T
heil, Schw

abach 1771 （Google

）, S. 133. 

十
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、

「die Stillen im
 Lande

」
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
セ
ク
ト
の
総
称
と
し
て
い
る
例
が

あ
る
。V

gl. S. H
. ［sc. H

ohenhausen und H
ochhaus, Sylvester Joseph von

］, 
D

eutschlands W
ohlfahrt, E

ine Schrift für gegenw
ärtigen Zeitpunkt, 1804 

（Google

）, S. 294. 

こ
こ
で
は
、
ヘ
ル
ン
フ
ー
ト
派
、
ク
エ
ー
カ
ー
派
、
再
洗
礼
派
を 

「die Stillen im
 Lande

」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
長
谷
川
は
、
当
該
箇
所
を
「
田

舎
の
隠
者
生
活
」
と
訳
す
。
長
谷
川
訳
、
前
掲
書
、
五
一
五
頁
参
照
。
け
だ
し
、
誤
訳

で
あ
ろ
う
。

（
20
）G

riesheim
., S. 649.

（
21
）
倉
塚
平
「
訳
者
あ
と
が
き
」、
マ
イ
ス
タ
ー
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
グ
レ
シ
ュ
ベ
ッ
ク
『
千

年
王
国
の
惨
劇
―
―
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
目
撃
録
』
C
・
A
・
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
編
、
倉
塚
平
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
〇
三
頁
。
本
書
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法

の
哲
学
』
研
究
に
と
っ
て
必
読
の
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
長
谷
川
宏
は
、
原

文
の
「D

ie W
iedertäufer verjagten in M

ünster den Bischof

」
を
「
再
洗
礼

派
の
大
聖
堂
で
は
司
教
を
追
放
し
て
」
と
訳
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
講
義
』（
下
）

長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
三
一
八
頁
参
照
。
け
だ
し
、
誤
訳
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
ノ
ー
ト
に
同
文
が
あ
る
。V

gl. „A
nhang 

3
N

achschrift K
arl H

egel “, in: G
eorg W

ilhelm
 F

riedrich H
egel, D

ie 
P

hilosophie der G
eschichte, V

orlesungsm
itschrift H

eim
ann 

（W
inter 

1830/1831

） （abgek. H
eim

ann.

）, H
rsg. v. K

. V
iew

eg, M
ünchen 2005, S. 

219.

（
22
）
前
掲
箇
所
。

（
23
）G. W

. F. H
egel, W

erke in zw
anzig Bänden, Bd. 12, V

orlesungen über die 
Philosophie der Geschichte, Frankfurt am

 M
ain 1970, S. 499. 

『
ヘ
ー
ゲ
ル
全

集
』
一
〇
b
「
改
訳　

歴
史
哲
学
」
下
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
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二
七
五
頁
参
照
。

（
24
）A

. a. O
., S. 516. 

武
市
訳
、
前
掲
書
、
二
九
六
頁
参
照
。
な
お
、
武
市
は
、「
ミ
ュ

ン
ス
タ
ー
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ト
（die in M

ünster

）」
を
「
僧
院
の
狂
信
者
」
と
訳
す
。

ま
た
、
長
谷
川
は
、「
大
聖
堂
の
信
者
た
ち
」
と
訳
す
。
長
谷
川
訳
、
前
掲
書
、
三
四
二

頁
参
照
。
け
だ
し
、
い
ず
れ
も
誤
訳
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
一
八
二
二
・
二
三
年
の
「
世

界
史
の
哲
学
講
義
」
に
は
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
王
国
」
へ
の
言
及
は
な
い
。

（
25
）V

gl. G
eorg W

ilhelm
 F

riedrich H
egel, W

erke, V
ollständige A

usgabe 
durch einen V

erein von Freunden des V
erew

igten, Bd. 9, V
orlesungen 

über die Philosophie der Geschichte, H
rsg. v. D

. Eduard Gans, Berlin 1837 

（G
oogle, A

bgek. G
ans.

）, S. 420. V
gl. G

eorg W
ilhelm

 F
riedrich H

egel, 
V

orlesungen über die P
hilosophie der G

eschichte, H
rsg. v. D

. E
duard 

Gans, Zw
eite A

uflage besorgt von D
r. K

arl H
egel, Berlin 1840 （Google, 

A
bgek. K

arlH
egel.

）, S. 504.

（
26
）V

gl. G
ans., S. 433. V

gl. K
arlH

egel., S. 522f.

（
27
）
な
お
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
追
加
は
、
み
ず
か
ら
の
ノ
ー
ト
に
か
な
ら
ず
し

も
忠
実
で
は
な
い
。
と
く
に
、
そ
こ
に
は
、「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
」
へ
の
言
及
が
な
い
。

V
gl. „A

nhang 4
N

achschrift K
arl H

egel （28. 3. bis 1. 4. 1831
）“, in: H

eim
ann., 

S. 223. 

ア
ッ
カ
ー
シ
ジ
ェ
ク
の
ノ
ー
ト
に
も
、
こ
れ
は
な
い
。V

gl. „A
nhang 5

N
ach

schrift A
ckerschijek （V

orlesungen 28. 3. bis 1. 4. 1831

）“, in: H
eim

ann., S. 
214. 

カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ほ
か
の
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
か
、
み
ず
か
ら
の
記
憶
な
い

し
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
か
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
に
補
足
し
た
可
能
性
が
あ

る
。

（
28
）
前
註
と
関
連
し
て
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
補
足
に
か
か
わ
っ
て
、「
世
界
史
の
哲
学
」

の
講
義
諸
ノ
ー
ト
に
「
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
」
へ
の
言
及
が
な
い
と
す
る
と
、
ガ
ン
ス
の
よ

う
な
処
置
は
、
む
し
ろ
自
然
で
適
切
だ
と
も
い
え
る
。
こ
の
さ
い
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ

ル
の
証
言
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
29
）
本
邦
に
お
け
る
ガ
ン
ス
研
究
と
し
て
次
の
も
の
を
参
照
。
川
﨑
修
敬
『
エ
ド
ゥ
ア
ル

ト
・
ガ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
精
神
史
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
ネ
の
は
ざ
ま
で
』、
風
行
社
、

二
〇
〇
七
年
。


