
■
論
文

経
験
場
に
お
け
る
自
由
の
教
養

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
教
養
と
し
て
の
文
化
概
念

神
山
伸
弘

教
養
と
し
て
の
文
化

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
文
化
論
は
あ
る
の
か
?

こ
の
よ
う
な
問
い
に

対
し
、
「文
化
」
を
あ
く
ま
で
囚
巳
ε
円
の
訳
語
と
し
て
限
定
し
て
考

え
る
と
す
れ
ば
、

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

一
つ
の
中
心
的
議
論
が
こ
の
こ

と
の
解

明
か
ら
な
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
難
し
い
よ
う

に
み
え

る
。
も
ち
ろ
ん
、
丙
聾
母
は
啓
蒙

の
世
紀
に
お

い
て
相
当

程
度
に

一
般
的
と
な

っ
た
概
念
だ
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
が
最
初
期
の
ベ

ル
ン
期
か
ら
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
と
し
て
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら

な
い
。
た
だ
、
こ
の
場
合
で
も
、
よ
り
原
義
に
近
く

「開
発
」
と
い

う
訳
語
を
当
て
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
場
合
が
多

い
こ
と
に
は
、
注
意

　

を

要

す

る

。

こ

の

こ
と

か

ら

し

て
も

、
今

日

一
般

的

に
了

解

さ

れ

る

ヨ

よ
う
な

「文
化
」
概
念
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
核

心
的
な
議
論
を

へ
ー
ゲ
ル
の
な
か
に
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
時

代

的

懸

隔

も

あ

い
ま

っ
て

、

有

効

性

が

乏

し

い
と

み

ら

れ

る

だ

ろ

・つ
。し

か

し

な

が

ら

、

へ
ー

ゲ

ル

に
先

行

す

る

モ
ー

ゼ

ス

・
メ

ン

デ

ル

ス

ゾ

ー
シ

(と

O
ω①
ω
竃
Φ
口
α
⑦
一ωωO
ゴ
昌
)

が

、

一
七

八

四

年

に

、

「
教

養

(ピ⇔
ま

茸

αq
)
」

と

「
文

化

(国
島

自

)
」
、

「
啓

蒙

(〉
二
匿

弩
⊆
昌
αq
)
」

の
概

念

を

「
社

会

生
活

の
諸

様

態

」
、

「
社

会

状
態

を

よ

り

よ
く

す

る

人

問

の
努

力

の
成

果

」

だ

と

し
、

「
教

養

」

は

、

実

践

的

な

も

の

に

か
か

わ

る

「
文

化

」

と

理
論

的

な
も

の

に
か

か

わ

る

「啓

蒙

」

と

に

　

分
か
れ
る
と
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「文
化
」
を
論
ず
る
さ

い
に

た
ん
に
囚
巳
9
円と

い
う
言
葉
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
、

へ
ー
ゲ
ル

に
お
い
て
も
片
手
落
ち
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
省
に
迫
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

へ
ー
ゲ
ル
で
も
、
「教
養
」
な

い
し
は

「啓
蒙
」

の
概

念
に
ま
で
考
察
範
囲
を
拡
張
し
て

「文
化
」
を
考
え
る
視
座
も
必
要

で
あ
ろ
う
、
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
は

い
え
、

へ
ー
ゲ
ル
の
場

合
、
「教
養
」
と

「文
化
」
、
「啓
蒙
」
と
い
う
三

つ
の
概
念
を
メ
ン
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デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
す
る
よ
う
な
整
理
さ
れ
た
図
式

で
使
用
す
る
わ
け

で
も
な
い
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
意
義
は
、
そ
の
テ

キ
ス
ト
に
即
し
て
改
め
て
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
作
業
を
お
こ
な

っ
て
い
く
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

が
、

へ
ー
ゲ
ル
で
は
、
「文
化
」
概
念
が
中
心
に
座
ら
ず
、
「教
養
」

概
念
に
は
饒
舌
な
ま
で
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

へ

ー
ゲ

ル
の
主
著
の

一
つ

『精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て

「精
神
」
章

の
第

二
節
目
に

「自
己
を
疎
外
す
る
精
神
、
す
な
わ
ち
教
養
」
の
節

が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
「啓
蒙
」

が
主

題
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も

「文
化
」

へ
の
量
口及
は
皆
無
で

あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
は
、
「教
養
」
と

「
啓
蒙
」
を
規
定
し
た
い
衝

動
は
あ

っ
て
も
、
「文
化
」
と

い
う
言
葉
に
対
し
て
は
、
ま

っ
た
く

無
関
心
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
淡
白
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
期
の

「中
級
ク
ラ
ス
の
た
め

の
意
識
論

(
一
八
〇
八

・
〇
九
年
)」
で
は
、
生
死
を
賭
す
る
い
わ

ゆ
る

「承
認
を
求
め
る
闘
争
」
に
か
か
わ

っ
て
、
「野
蛮
な
関
係
が

文
化

(国
皀
葺
円)
の
第

一
段
階
で
あ
る
」
と
語

っ
て
い
る
箇
所
が
あ

らる
。
後
の

『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

の
補
遺
で
は
、
「承
認
を

求
め
る
闘
争
」
の
帰
結
で
あ
る
主
人
と
奴
隷
の
関
係
に
か
か
わ
り
、

奴
隷

が
服
従
す
る
立
場
に
た
ち
至

っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
、
「意
志

の
個
別
性
が
震
え
上
が
る
こ
と
、
我
欲
の
虚
無
性
の
感
情
、
服
従
の

習
慣

は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
教
養

(国
己
巷
αq)
に
お
い
て

一
つ
の

　

必
然
的
な
契
機
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
が
先
の
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
期
の
も
の
と
ほ
ぼ
パ
ラ
レ
ル
な
位
置
に
あ
る
こ
と
、
ま
た

先
述
の
ご
と
く

へ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
で
は

「文
化
」

へ
の
言
及
が

き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て

〆
巳
冖ξ
と
し
て
の

「文
化
」
と
田
匡
茸
αq
と

し
て
の

「
教
養
」
の
間

に
は
、

一
般
的
に
後
者
を
語
り
さ
え
す
れ
ば
十
分
と
い
う
関
係
が
成

り
立

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

し
た
が

っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
文
化
論
を
語
り
う
る
と
す
れ

ば
、
そ
の

「教
養
」

の
議
論
を
追
跡
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
処
理
を
す
る
こ
と
に
よ

っ

　

て
、
「教
養
」
概
念
が
も

つ
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
含
意
を

「文
化
」
概

念
に
持
ち
込
む
虞
を
な
き
と
し
な

い
。
ま
た
、

へ
ー
ゲ
ル
が
生
き
た

時
代
に
お
い
て
こ
そ
課
題
と
な

っ
た
特
殊
な
問
題
領
域

す
な
わ

ち

「啓
蒙
」
と
の
か
か
わ
り
で

「教
養
」
を
語
る
こ
と

に
し
か

通
用
し
な
い
形
で

「文
化
」
概
念
を
規
定
す
る
狭
さ
が
危
惧
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
、

へ
ー
ゲ
ル
は
、
み
ず
か
ら
の
議
論

が
哲
学
的
な
も

の
と
し
て
権
利
を
主
張
し
う

る
と
考
え
た
以
上
、
わ

れ
わ
れ
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
危
険
は
熟
知
し
つ
つ
も
、

へ
ー
ゲ
ル

哲
学
に
お
い
て

「教
養
」
と
し
て
の

「文
化
」
が
い
か
に
取
り
扱
わ

れ
る
の
か
、
そ
の
構
造
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
さ
い
、
『精
神
の
現
象
学
』

で

「教
養
」
と

「啓
蒙
」
が
主

題
化
さ
れ
る
事
情
を
追
跡
す
る
こ
と
も
魅
惑

的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ

も
同
時
に
論
究
す
る
こ
と
は
限
ら
れ
た
紙
数

で
は
到
底
無
理
が
あ
る

の
で
、
と
く
に

「教
養
」
概
念
だ
け
に
注
目
し
う
る
対
象
に
限
定
し
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て
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
な
る
と
、
先
述
の
ご
と
く

ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
期
に

「
承
認
を
求
め
る
闘
争
」
に
か
か
わ

っ
て

「文

化
」
概
念
が
登
場
し
て
き
た
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ
以
降
の
へ
ー

ゲ
ル
の
著
作
、
と
く
に

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

・
ベ
ル
リ
ン
期
の
へ
ー
ゲ

ル
の
著
作
で
あ
る

『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
と

『法

の
哲
学
』

な
ど

に
依
拠
す
る
の
が
好
適
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「教
養
」
概
念
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
著
作
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
で
登
場
し
う
る
基
礎
的
概
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
る

場
面
を
限
定
し
な
け
れ
ば
、
議
論
が
拡
散
す
る
こ
と
は
必
定
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が

「文
化
」
を
考
え
る
さ
い
、
そ
の

た
ん
な
る
概
念
ば
か
り
で
は
な
く
、
背
景
に
そ
れ
な
り
の
経
験
的
事

象
を
抱
え
て
い
る
事
情
に
鑑
み
、
本
稿
と
し
て
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
い

う

「
教
養
」
と
し
て
の

「文
化
」
概
念
が
経
験
の
場
面
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
目
的
を
達

成
し
た
い
と
考
え
る
。

二

自
由
と
し
て
の
理
性
性
と
共
同
性

「野
蛮
な
関
係
が
文
化
の
第

一
段
階
で
あ
る
」
と
い
う

へ
ー
ゲ
ル

の
命

題
に
お
け
る

「
野
蛮
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
生
死
を
賭
す
る

「承
認

を
求
め
る
闘
争
」

の
プ

ロ
セ
ス
を
指
す
で
あ
ろ
う
が
、
「文

化
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
う
し
た

「野
蛮
」
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
成
果
を
も
含
め
て
理
解
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

「
中
級
ク
ラ
ス
の
た
め
の
意
識
論
」
で
そ

の
成
果
と
し
て
指
摘
さ

れ
る
も
の
は
、
「感
性
的
な
定
在
か
ら
自
由

で
あ
る
」
こ
と
を
示
す

こ
と
、
ま
た

「
他
者
」
を

「存
在
す
る
物

」
な

い
し

「疎
遠
な
も

の
」
と
し
て
直
観
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に

「自
己
」
を
直

　

観
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
成
果
は
、

「普
遍
的
自
己
意
識
」
の
性
格
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
。
「普
遍
的
自

己
意
識
」
で
は
、
・(
一
)
自
分
を
他
の
自
己
意
識
に
お
い
て
直
観
し
、

自
分
の
特
殊
性
、
衝
動
を
廃
棄
す
る
こ
と
、

(二
)
そ
れ
が
自
他
相

互
に
成
り
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
自
他

の
意
志
が
自
由
と
な
る
こ
と
、

　

こ
れ
ら
の
こ
と
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
後
の

『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
定
式
に
お

い
て
も
基
本
的
に
変
わ

ら
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「普

遍
的
自
己
意
識
」
は
、

家
族
、
国
家
な
ど
の
人
倫
態

(ω巨

8
冥
①
ε

の
実
体
を
形
作
り
、

愛
や
友
情
、
勇
気
、
名
誉
と
い
っ
た
徳
の
実
体
に
な
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
補
遺
に
よ
れ
ば
、
「普
遍
的
自
己
意
識
」
と
は
、
「真
実

む

態
に
お
い
て
は
理
性

の
概
念
」
だ
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
の

「文
化
」
な
い

し

「教
養
」
の
端
緒
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
自
由
と
し
て
の
理
性

性
と
共
同
性
が
相
携
え
て
成
立
す
る
地
平
に
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ

・つ
。し

か
し
、
こ
う
し
た
把
握
に
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
に
即
し

て
お
そ
ら
く
異
論
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
も
そ
も
自

己
意
識
を
基
礎
に
議
論
す
る
こ
と
は
、
西
洋

近
代
主
義
的
な
発
想
を
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示
す
も

の
だ
と
い
わ
れ
よ
う
。
ま
た
、
文
化
の
理
性
性
に
対
し
て

は
、
感
性
や
表
象
な
ど
の
多
様
な
文
化
表
現
形
式
を
捨
象
し
て
理
性

主
義
的
な

一
面
性
に
陥

っ
て
い
る
と
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
で
あ
ろ

う
し
、
文
化
の
共
同
性
に
対
し
て
は
、
文
化
に
許
容
さ
れ
う
る
反
共

同
体
的
内
容
を
排
斥
す
る
よ
う
な

一
種
の
政
治
主
義
を
嗅
ぎ

つ
け
る

か
も
し
れ
な

い
。

こ
と
が

へ
ー
ゲ
ル
の
議
論
か
ら
離
れ
、
め
い
め
い
の
自
己
意
識
観

な

い
し
自
由
観
、
理
性
観
、
共
同
体
観
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
た
と
き

に
は
、
「文
化
」
な
い
し

「教
養
」
が
自
由
と
し
て
の
理
性
性
と
共

同
性
だ
と
と
ら
え
る
主
張
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
す
べ
き
主
張
に
転

落
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。

し
か

し
な
が
ら
、

へ
ー
ゲ
ル
の
自
己
意
識
論
は
す
で
に
指
摘
し
た

よ
う
に
理
性
能
力
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
西
洋
的

・

非
近
代
的
世
界
に
生
き
る
人
々
に
対
し
て
自
己
意
識
を
否
定
す
る
と

す
れ
ば
、

へ
ー
ゲ
ル
的
に
は
そ
の
理
性
能
力
自
体
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
る
。

へ
ー
ゲ
ル
の
考
え
で
は
、
人
間
に
お
け
る
自
己
意
識
は
、

即
自
的

に
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
現
実
に
お
い
て
問
題
に
な

る
の
は
、
そ
の
対
自
的
な
発
現
形
態
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

へ
ー
ゲ

ル
の
自
己
意
識
論
を
西
洋
近
代
主
義
と
し
て
斥
け
る
こ
と

は
、
あ
ま
り
得
策
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
理
性
は

「知
と
し
て
の
真
理
」
と
し

む

て
精
神

で
あ
る
が
、
理
論
的
な
面
に
限

っ
て
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た

精
神
は
、
た
ん
な
る
論
理
的
思
惟
だ
け
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
直

観
や
表
象
を
も
契
機
と
し
て
い
る
。
絶
対
精
神
で
あ
る
芸
術
、
宗
教

が
そ
れ
ら
の
形
式
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
理
解
の
常
識
に
属
す
る
。
さ
ら
に
、

へ
ー
ゲ

ル
は
、
ひ
と
び
と
が
反
共
同
体
的
態
度
を
採

り
う
る
と
し
て
も
、
そ

れ
自
体
、
共
同
体
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
所
産
で
し
か
な

お

い
と
評
価
す
る
観
点
も
も

っ
て
お
り
、
反
共
同
体
性
と
い
う
自
慢
は
、

実
は
共
同
体
性
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
と
見
抜

い
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
理
性
主
義
的
な

一
面
性
や
共

同
体
主
義
的
な
政
治
主
義
を
見
咎
め
る
場
合
、
む
し
ろ
反
転
し
て
見

咎
め
る
側
の
理
性
観
、
共
同
体
観
こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

自
由
と
し
て
の
理
性
性
と
共
同
性
は
、

へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は

『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

の

「客
観
的
精
神
」
で
骨
格
的
に
展

開
さ
れ
る
。
客
観
的
精
神
と
は
、
「自
己
を
自
由
な
も
の
と
し
て
知

り
、
こ
う
し
た
自
分
の
対
象
と
し
て
自
己
を
欲
し
て
い
る
精
神
」
が

自
由
の
内
容
を
定
在
の
形
で
展
開
す
る
に
至

っ
て
い
る

「有
限
な
意

14

志
」
の
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
精
神
と
は
自
由
を
実
現

す
る
精
神

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
体
系
的
詳
論
が

『法
の
哲
学
』

と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

「
教
養
」
と
し
て
の

「文
化
」

論
は
、
「客
観
的
精
神
」
論
な
い
し

『法
の
哲
学
』
と
重
な
る
。
そ

し
て
、
た
し
か
に
、
『法

の
哲
学
』

の
議
論
進
行
は
、
こ
の
よ
う
な

自
由
と
し
て
の
理
性
性
お
よ
び
共
同
性

の
深
化
に
あ
る
わ
け
で
あ
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り
、
ま
た
、
普
遍
性

の
形
成
が
理
念

の
関
心
事
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
そ
の

「緒
論
」
に
お
い
て
、
「
教
養
の
絶
対
的
価

値
」
は
、
「
思
惟

の
普
遍
性
が
成
長
す
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な

い

　

と
さ
れ
た
り
、
「
市
民
社
会
」
論

で
、
市
民
社
会

の
成
員
が
も

つ

「個
別
性
と
自
然
性
」
と
を

「形
式
的
自
由
と
形
式
的
普
遍
性

へ
と

　

高
め
」
、
「主
観
性
を
教
養
形
成
す
る
過
程
」
が
語
ら
れ
た
蛎
、
「国

家
」
論

で
、
概
念
的
区
別
項
を
形
成
し
た
国
家
の
実
体
が

「教
養
の

レ

形
式
を
通
過
し
た
」
精
神
だ
と
さ
れ
た
り
す
る
の
が
、
そ
う

で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
教
養
が
ま
さ
し
く
形
成

で
も
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「文
化
」
が
も

つ
動
態
性
を
、
そ
の
自
由
と
い
う
動
因

に
即
し
て
論
理
化
し
た
も
の
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
「文
化
」
を
す
ぐ
れ
て
精
神
の
あ
り
方

へ
ー
ゲ

ル
的
に
は
個
人
の
そ
れ
の
み
な
ら
ず
家
族

・
市
民
社
会

・
国
家
の
あ

り
方
も
含
ま
れ
る

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ

ら
く
異
論
の
少
な

い
と
こ
ろ
か
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
、
精
神
の
運
動
原
理
を
ど

の
点
に

つ
か
む
の
か
が
問
題
と
な
る
、
と
い
う
発
想
を
し
た
の
が
へ

ー
ゲ
ル
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
運
動
原
理
を

「自
由
」
に
認

め
た
わ
け
で
あ
る
。
『法
の
哲
学
』
は
、
「法
の
理
念
」
を
扱
う
の
で

あ
る
が
、
そ
の

「法
の
実
体
と
規
定
」
は
、
「自
由
」
で
あ
る
と
さ

お

れ
て
い
る
。
基
本
的
に
ガ
ン
ス
が
編
集
し
た

『歴
史
哲
学
講
義
』
で

は
、
物
質
と
精
神
と
を
対
比
し
て
、
物
質
の
実
体
を
重
力
、
精
神
の

お

実

体

を
自

由

だ

と

す

る
。

へ
ー

ゲ

ル

的

に

は

、

「
文

化

」

論

は

、

そ

の
形
成
論
理
を
と
ら
え
る
が
ゆ
え
に
、
自
由
論
と
し
て
構
成
さ
れ
る

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
こ
の

よ
う
な
把
握
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
す
れ
ば
、
精
神
の
運
動
原
理
を

「自
由
」
以
外
の
な
に
か
に

た
と
え
ば
自
然
的
で
あ
る
が
ゆ
え

に
不
自
由
な
リ
ビ
ド
ー
な
ど
に

求
め
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ

う
な
精
神

の
運
動
原
理
な
ど
は
な
い
、
と
す
る
ほ
か
は
な
く
な

っ
て

し
ま
う
。

三

文
化
の
経
験
的
把
握
と
し
て
の
実
定
性

一
般
に
は
、
精
神
の
実
体
を
自
由
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
自
体

は
、
概
念
展
開
を
こ
と
と
す
る
へ
ー
ゲ
ル
特
有

の
も
の
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
以
外
の
場
面
で
は
決
し
て
通
用
し
な
い
と
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
心
は
、
概
念
展
開
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ

っ
て
、
実
際

の
経
験
的
事
象
と
し
て
の

「文
化
」
を
把
握
で
き
な
い
と
み
ら
れ
る

の
が
普
通
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
由
の
概
念
の
展
開
に
よ
る
経
験
の
把

握

と
り
わ
け
歴
史
の
把
握

は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
生
き
た
時
代

に
お
い
て
も
十
分
に
理
解
さ
れ
な
か

っ
た
も

の
と
み
え
、

へ
ー
ゲ
ル

み
ず
か
ら
が
自
己
弁
護
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
陥

っ
て

い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
物
理
学
で
ケ
プ
ラ
ー
の
法
則
が
発
見
さ
れ

る
に
は
幾
何
学
の
知
識
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
あ
る
特
定

の
民
族
の
精
神
を
理
解
す
る
に
は
、
先
行
的
に

「自
由
の
意
識
」
に
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つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
勧
・
こ
れ
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
使
用
す
る
悟
性

の
主
体
的
能
動
性
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
発
想
を
い

わ
ば
下
敷
き
に
し
た

そ
の
悟
性
性
か
ら
理
性
性

へ
と
転
換
を
図

っ
た
う
え

で
の

議
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い

こ
と

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
内
容
と

い
う
も

の
が
、

へ
ー
ゲ

ル
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
経
験
に
よ

っ
て
の
み
把
握
可
能

だ
と

さ
れ
る
点
で
あ
る
。
コ

定
の
特
殊
性
が
実
際
に

一
民
族
の
固

有
の
原
理
を
な
し
て
い
る
と

い
う
点
は
、
経
験
的
に
つ
か
ま
れ
、
歴

れ

史
的

に
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
で
あ
る
」
。

も
ち

ろ
ん
、
こ
の
種
の
経
験
論
に
対
し
て
は
、
す
で
に
仕
上
が
り

済
み

の
図
式
に
対
し
て
経
験
的
素
材
を
投
げ
込
む
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
批
判
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
批
判
を
容

認
す
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も

へ
ー
ゲ
ル
は
、
あ
る
民
族
の
特
殊

な
あ

り
方
を
把
握
す
る
さ
い
、
概
念
展
開
だ
け
で
は
無
内
容

で
あ

り
、
あ
く
ま
で
経
験
か
ら
く
る
知
見
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
自
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
反
面
は
、
自

由
に
か
ん
す
る
哲
学
的
把
握
が
精
神
に
か
ん
す
る
経
験
的
知
見
を
法

則
性

へ
と
高
め
う
る
と

い
う
了
解
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
、
そ
の

こ
と

に
よ

っ
て
、
経
験
的
に
つ
か
ま
れ
た
現
実
が
実
は
自
由
の
所
産

と
し

て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
験
的
な
も
の
に
も
、

へ
ー
ゲ
ル
で
は

一
定
の
位
置

づ
け

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
『法
の
哲
学
』
の
冒
頭
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
法
の
実
定
性

(国o
ω陣口く
騨
93け)

の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
、
こ

れ
を
形
式
面
と
内
容
面
の
双
方
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

へ
ー
ゲ
ル
の
お
も
な
狙

い
は
、
「哲
学
的
な
法
の
限
界
を
明
確
に
す

お

る
」
点
に
あ
る
が
、
こ
の
限
界
こ
そ
は
、
哲
学
的
法
学
た
る

『法
の

哲
学
』

の
主
要
な
論
理
展
開
と
自
由

の
経
験
的
局
面
と
の
接
触
地
平

な
の
で
あ
る
。
こ
の
実
定
性
は
、
形
式
面
、
内
容
面
の
双
方
か
ら
検

討
さ
れ
て
い
る
が
、
『法
の
哲
学
』

で
概
念
展
開
さ
れ
る
事
柄
は
、

へ
ー
ゲ
ル
自
身
が
経
験
的
現
実
を
評
価
す
る
さ
い
の
指
針
と
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

四

共
同
体

へ
の
態
度

形
式
面
で
の
法
の
実
定
性
と
は
、
法

の
妥
当
性
の
形
式
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
法
は
、
形
式
面
に
お
い
て
、
「国
家
に
お
い
て
妥
当
性
を

お

も
つ
形
式
に
よ
っ
て
、
実
定
的
で
あ
る
」
。
こ
の
定
式
は
、
た
ん
な

る
法
源
論
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
ず
、
社
会
構
造
全
般
に
か
か
わ

る

一
般
的
事
象
の
妥
当
性
を
問
題
と
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
こ
ろ
で
、
法
が
妥
当
し
通
用
す
る
と
は
、
人
々
が
こ
れ
に

服
す
る
、
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
服
従
の
形
式
こ

そ
が
こ
こ
で
議
論
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
普
遍
性

へ
の
服
従
が

「承
認
を
求
め
る
闘
争
」
の
帰
結
と
し
て

自
由
と
し
て
の
理
性

性
と
共
同
性
の
端
緒
で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
法
す
な
わ
ち
自
由
を
精

神
が

い
か
に
意
識
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
態
度
で
こ
れ
に
臨
む
か

が
、
法
の
実
定
的
な
面
、
す
な
わ
ち
経
験
的

な
面
だ
と

い
う
わ
け
で
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あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
『法

の
哲
学
』

の
自
筆
草
稿
の
な
か
で
こ
う
し
た
精

神
的
態
度
を
列
挙
し
て
、
「恐
怖
」
や

「信
仰
と
信
頼
」
、
「理
性
や

　

洞

察

(団
冨
昌
ω幽O
げ
什)
」

を
挙

げ

觀
。

も

ち

ろ

ん
、

へ
ー
ゲ

ル
自

身

、

こ

れ

ら

の
う

ち

「
理
性

や
洞

察

」

を

重

視

す

る

立
場

に
あ

る

こ
と

は

間

違

い
な

い
が

、

そ

れ
だ

け

が
純

粋

に
成

立

す

る
も

の
で
も

な

い
と

考

お

え
て
い
る
。
「人
倫
態
」
論
に
お
い
て
も
、
「人
倫
的
実
体
と
そ
の
掟

と
権
力

に
対
す
る
主
体

の
関
係
」
を
、
直
接
的
に
は

「信
仰
や
信

頼
」
だ
と
規
定
し
、
に
わ
か
に

「理
性
や
洞
察
」
を
前
面
に
出
す
わ

あ

け

で
は

な

い
。

公

正

な

「
父

た

ち

」

は
、

「
観

念

論

の
概

念

に

反

し

て
」
、

み

ず

か

ら

の

「
感

覚

(qっ
ヨ
昌
)
」
、

「
伝

統

(月
蕁
臼
鉱
8

)
」

か

　

ら

、

掟

と

い
う

も

の
を

知

っ
て

い

る
わ

け

で
あ

觀
。

も

ち

ろ
ん

、

こ

こ

に

は

「
私

見

(ζ
Φ
5
⊆
昌

αq
)
」

と

し

て

の
偶

然

性

や

恣

意

が
含

ま

お

れ
る
た
め
、
そ
の
内
容
自
体
は
哲
学
的
法
論
た
り
え
な

い
。
し
か
し

な
が
ら
、
経
験
的
な
も
の
と
し
て
の
自
由
を
考
え
る
さ

い
に
は
、
こ

の
よ
う

な
精
神
的
態
度
と
い
う

「形
式
」

の
実
情
こ
そ
が
問
題
と
な

る
と

へ
ー
ゲ
ル
は
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

『歴
史
哲
学
講
義
』
の
議
論
と
し
て
有
名
な
、
東
洋
で
は

一
人
の

者
が
自
由
、
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
で
は
若
干
の
者
が
自
由
、
ゲ
ル
マ

ン
の
世
界
で
は
す
べ
て
の
者
が
自
由
と

い
う
区
別
立
て
は
、
こ
の
よ

う
な
精
神
的
態
度
と
密
接
に
結
び

つ
く
。
こ
う
し
た
区
別
立
て
は
、

国
家
に
対
す
る
個
人
の
信
頼

の
情
を
基
本
的
な
前
提
と
し

つ
つ
も
、

個
人

の
現
実
的
な
生
活
が

「無
反
省
的
な
習
慣

((甲①ぞくO
ゲ
昌げ
O#
)

と
習
俗

(ω
葺
①)
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
個
人
が

「独
立

し
て
存
在
す
る
反
省
的
で
人
格
的
な
主
観

(G。信
ど
Φ
ε

」
と
な

っ
て

い
る
の
か
、
と

い
う
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ

ば
、
個
人
が

「
洞
察
」
と

「意
欲

(≦
げ
=
Φ
昌
)
」
を
も
た
ず
に
掟
に

対
し
て
絶
対
的
に
服
従
す
る

「実
体
的
自
由
」

の
状
態
に
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
個
人
が
現
実
の
否
定
を
も
含

め
た
反
省
を
お
こ
な
う

　

「主
観
的
自
由
」
の
状
態
に
あ
る
の
か
と
い
う
区
別
で
あ
巍
。
も
ち

ろ
ん
、

へ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る

「実
体
闢
主
体
」
観
か
ら
す
れ
ば
、

自
由
に
か
ん
す
る
こ
う
し
た
二
つ
の
位
相
が
統

一
す
る
と
こ
ろ
に
完

成
さ
れ
た
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
。
「
世
界
史
」
の
最
終
段
階
と
さ

れ
る
ゲ
ル
マ
ン
世
界
で
実
現
さ
れ
る
精
神
こ
そ
は
、
「無
限
な
対
立
」

か
ら
復
帰
し
て

「最
初
の
実
体
性
」
に
立
ち
戻

っ
た
精
神
で
あ
り
、

　

こ
う
し
た
統

一
な
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
的
に

「文
化
」
を
自
由
論
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
は
、

「自
由
」

の
自
覚
性
の
観
点
で

「文
化
」
を
了
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
間
の
社
会
を
組
織
す
る
実
定
的
な
掟
の
あ
り
方
の
形
成
論
理
を

つ

か
む
の
み
な
ら
ず
、
当
該

「文
化
」
に
所
属
す
る
個
々
人
の
心
理
的

現
実
に
即
し
て
そ
れ
を
つ
か
む
こ
と
に
道
を
開
い
て
く
れ
る
。
も

つ

と
も
、
自
由
の
無
自
覚
性
か
ら
そ
の
自
覚
化

へ
の
展
開
が
へ
ー
ゲ
ル

に
お

い
て

一
つ
の
方
向
性
を
も

っ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
進
化
主
義

的
な
狭
隘
性
を
見
咎
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
㌔

。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
逆
に
、
自
由
の
無
自
覚
性
を
そ
の
ま
ま
維
持

す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
言

い
切
れ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
な
き
と
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し

な

い
。

五

歴
史
的
形
成
物
と
し
て
の
民
族

次
に
、

へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
法
の
実
定
性
の
内
容
的
側
面
に
着
目
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
民
族
の
あ
り
方
の
問
題
で

あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
の
実
定
性
は
、
内
容
上
、
法
を
対

象
や
事
件
の
特
殊
で
外
面
的
な
性
質
に
適
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

や
、
決
定
に
必
要
な
末
端
規
定
の
ほ
か
に
、
コ

つ
の
民
族

(<
σ
開
)

の
特
殊

な
国
民
的
性
格

(H4
9鉱
O
口
9}Oげ
9円9犀け①
円)
、
す
な
わ
ち
、
そ

の
民
族

の
歴
史
的
発
展
段
階
と
自
然
必
然
性
に
属
す
る
す
べ
て
の
諸

　

関
係
の
連
関
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
驫
。
こ
の
う
ち
、
わ
れ

わ
れ
が
問
題
と
す
べ
き

「教
養
」
と
し
て
の

「文
化
」
に
深
く
関
係

す
る
の
は
、
「民
族
の
特
殊
な
国
民
的
性
格
」
で
あ
ろ
う
。
『歴
史
哲

学
講
義
』
に
よ
れ
ば
、
民
族
は
、
時
間
と
空
間
の
関
係
に
お
い
て
特

殊
な
形
で
分
散
的
に
現
実
存
在
し
、
そ
の
点
で
自
然
性
を
帯
び
る
こ

33

と
に
な
る
。

ま
ず
、
議
論
の
手
始
め
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お

い
て
民
族
が
ど

の
よ
う

に
把
握
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『法

の
哲
学
』

の
規
定
に
従
う
か
ぎ
り
、
民
族
は
、
「そ
れ
だ
け
で

独
立
し
て
存
在
す
る
自
己
意
識
を
そ
の
概
念
に
合
致
し
た
形
で
含
む

　

も
の
と
し
て
」
の
人
倫
的
実
体
の
こ
と
を
い
・%
。
こ
う
し
た
定
式
は

晦
渋
だ
が
、
簡
潔
に
い
え
ば
、
自
己
意
識
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い

者
た
ち
の
共
同
体
の
こ
と
を
民
族
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
へ
ー

ゲ
ル
は
、
身
体
的
特
徴
な
ど
の
あ
る
特
定
の
自
然
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル

に
着
目
し
て
民
族
を
区
別
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
己
意
識

の
精
神
的

一
体
性
に
着
目
す
る
。
民
族
は
、

「現
実
的
精
神
」
で
あ

ら

っ
て
、
「も

っ
ぱ
ら
精
神
と
し
て
存
在
す
る
」
3
。
こ
の
場
合
、
精
神

と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
表
現
手
段
と
し
て
の
言
語
な
ど
が
着
目
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
と
に

『ド
イ
ツ
憲
法
論
』
に
お
い
て
は
、
習
俗
や
教
養
、
言
語

に
か
ん
し
、
「か

つ
て
は
民
族
結
合
の
根
本
的
支
柱
で
あ

っ
た
こ
れ

ら
の
事
柄
に
か
ん
す
る
同

一
性
は
、
い
ま
や
偶
然
性
の
う
ち
に
数
え

あ

ら
れ
る
べ
き
だ
」
と
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う

「偶
然

性
」
は
国
家
を
形
成
す
る
点
で
の
偶
然
性
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
議
論

は
民
族
に
か
か
わ
ら
な
い
と
も
み
ら
れ
よ
う

が
、
行
論
上
直
後
に
敵

対
的
諸
民
族
が

一
国
家
を
な
し

一
民
族
と
な

る
旨
の
こ
と
が
さ
ら
に

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
民
族
自
体
は
あ
る
規
定
性

に
お
い
て
縛
ら
れ
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
ー
ゲ
ル
に
お

い
て
、
民
族
は
、
言
語
に
も
縛
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
民
族
的
紐
帯
と
は
い
っ
た
い
何
な

の
か
?

へ
ー
ゲ
ル
に

と

っ
て
重
要
な
の
は
、
あ
く
ま
で
精
神

の
本
体
で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
、
直
接
的
に
は
習
俗
、
習
慣
と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
、
自
己
意
識

　

に
媒
介
さ
れ
た
掟
の
形
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
驫
。
こ
う
し
た

民
族
精
神
が
絶
対
者
で
あ
る

「人
倫
的
実
体
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ

ろ
に
存
在
す
る
神
で
あ
る
」

と
い
う
事
情
か
ら
、
と
り
わ
け
宗
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教
と

い
う
絶
対
精
神
の
形
態
で
そ
れ
は
表
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
「宗
教
は
民
族
が
真
理
と
し
て
い
る
も
の
の
定
義
を
示
す
場

あ

所
で
あ
る
」
。

こ
の
た
め
、

へ
ー
ゲ
ル
に
従

っ
て
考
え
る
と
き
、
民
族
の
把
握

は
、
外

面
的
に
は
、
人
倫
的
実
体
に
即
し
て
習
俗
や
習
慣
、
掟
を
と

ら
え
る
こ
と
に
よ

っ
Oo
、
ま
た
民
族
宗
教
に
表
現
さ
れ
た

「真
理
」

を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ

の
さ
い
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
複
合

的
全
体

で
あ

っ
て
、
あ
る
特
定
の

一
契
機
を
も

っ
て
民
族
の
本
質
的

メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か

し
、

へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
な
か
で
も
宗
教
は
、

民
族
精
神

の
絶
対
精
神
と
し
て
、
「
一
契
機
」
な
ど
と
い
う
べ
き
で

な
く
、
ま
さ
し
く
民
族
の
全
体
を
表
現
す
る
と
い
う

べ
き
で
は
な

い

か
、
と
も
思
わ
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ど
こ
に
居
住

し
よ
う
と
も
、

一
つ
の
民
族
で
あ
る
と
。

民
族

が
国
家
を
形
成
す
る
と
い
う
観
点
が
こ
こ
に
絡
む
と
さ
ら
に

錯
綜
し
た
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
基
本

的
に
、
民
族
と

い
う
よ
り
は
国
家
と
の
関
係
で
宗
教
の
問
題
を
考
え

よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
こ
と
で

あ
る
。
国
家
に
お
い
て
た
だ

一
つ
の
宗
教
だ
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
と

い
う
観
点
は
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

へ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
傾
斜
に

も
か
か
わ
ら
ず

否
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
が

、

へ
ー
ゲ

ル
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
す
で
に

『ド
イ
ッ
憲
法
論
』

に
お
い
て
、
近
代
国
家

に
か
ん
し
、
宗
教
の
同

一
性
が
国
家
を
統

一
す
る
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
宗
教
の
分
裂
が
国
家
を
分
裂
さ
せ
る
わ
け
で
も
な
い
、
と
さ
れ

て
い
る
蔦
、
後
に

『法

の
哲
学
』
で
は
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
支
配
的
地
位
を
前
提
と
し
つ
つ
も

ユ
ダ
ヤ
教
と
の
共
存
を
主
張
し

て
い
畿
。
む
し
ろ
、

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
は
、
国
家
と
宗
教
の
同

一

化
が
生
じ
て
い
る
と
、
国
家
が
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
の
で
あ
瓠
。
コ

つ
の
国
家
の
市
民
は
、
必
然
的
に

一
つ
の
宗

教
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
み
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
は
、
信
仰
さ
れ
た
も
の
、
感
覚
さ
れ

た
も
の
の
形
式
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
初
め
て
真

の
発
達
が
あ
る
」艇
。

民
族
と
宗
教
と
を

つ
ね
に
同

一
次
元
で
み
る
観
点
で
い
く
と
、

へ

ー
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
国
家

・
宗
教
観
は
、
多

民
族
国
家
の
容
認
と
い

う
形
で
解
読
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、

『法

の
哲
学
』

の
論
理
構

造
と
し
て
は
、
民
族
と

い
う
人
倫
的
実
体
が
国
家
に
な
る
の
で
あ

っ

た
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
点
を
ナ
イ
ー
ブ
に
固
執
す
れ
ば
、

へ
ー
ゲ

ル
的
国
家
は
つ
ね
に
単

一
民
族
国
家
の
形
で
し
か
理
解
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、

へ
ー
ゲ
ル
は
と

い
う
と

、
国
民

(Z
豊
o
口
)
が

国
家
を
形
成
す
る
絶
対
的
な
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
当
然
と
み
な
が

ら
も
、
平
然
と
、
国
民
が
諸
国
家
に
分
断
さ

れ
て
力
を
失

っ
た
り
、

あ
る
い
は
諸
国
民
が

一
国
家
を
な
し
て
国
家

そ
の
も
の
が
弱
さ
を
抱

え
た
り
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
言
及
す
鵜
。

へ
ー
ゲ
ル
が
こ
う
し
た
こ
と

一42一



を
も
想
定
し
う
る
の
は
、
特
定

の
民
族
は
、
ま
さ
に
経
験
的
存
在
と

し
て
歴
史
的
形
成
物
で
あ

っ
て
、
万
古
不
易
に
純
粋
な
形
で
存
在
し

　

続
け
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
理
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
為
。

い
く

つ
か
の
国
民
を
抱
え
た
国
家
は
、
数
百
年
に
及
ぶ
混
淆
に
よ
っ

て
、
弱
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
理
性
が
伝
染
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
別
の
宗
教
を
抱
え
た
も
の
と
の
不
調
和
が
な
く
な

れ

り
、
相
互
の
排
斥
も
必
要
な
く
な
る
。
い
う
な
れ
ば
、
経
験
的
に
は

一
つ
の
国
家
に
多
く
の
民
族
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、

一
つ
の

民
族
を
形
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
国
家
と
い
う
点
に
お
い
て
、

へ
ー

ゲ
ル
は
、
み
ず
か
ら
の
論
理
的
把
握
と
現
実
が

一
致
し
て
い
る
と
考

え
た
わ
け
で
あ
る
。

六

民
族
の
経
験
的

・
自
然
的
原
理

民
族
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
族
の
運

動
原
理
を
つ
か
む
こ
と
が
次

の
関
心
事
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う

し
た
議
論

に
か
か
わ
る
の
が
、

『法
の
哲
学
』

で
い
え
ば

「世
界
史
」

の
議
論
、
ま
た
そ

の
詳
論
で
あ
る

『歴
史
哲
学
講
義
』

で
あ

る

。
そ

れ
ら

は

、
基

本
的

に
、
国

家

の
理

念
を

「
類

　

(O
轟
巨

σq)
」
と
し
て
解
明
す
る
場
で
あ
る
か
ら
、
国
家
形
式
に
と

ら
わ
れ
な
い
民
族
精
神
そ
の
も

の
を
考
え
る
に
は
不
足
が
あ
る
か
も

し
れ
な

い
。
も

っ
と
も
、
な
お
国
家
形
式
を
も

っ
て
い
な
い
民
族
、

部
族
等

が
国
家
状
態

へ
と
移
行
す
る
論
理
も
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
は

ロ

い

る
。

し

か

し

、

や

は

り

、

「
世

界

史

」

の
議

論

と

し

て
内

容

的

な

中

核

を

な

す

の
は
、

東

洋

的

、

ギ

リ

シ

ア
的

、

ロ
ー

マ
的

、

ゲ

ル

マ

ン
的

と

称

さ

れ

る

「
世

界

史

的

圏

域

」

の

「
原

理

(中
昌

首
)
」

の

展
開

す
な
わ
ち
世
界
精
神
の
展
開
i

だ
と
思
わ
れ
為
。

へ
ー

ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
世
界
精
神
の
展
開
を
、
歴
史
に
か
ん
す
る
経
験

的
知
見
の
な
か
に
自
由
の
展
開
を
読
み
解
く

す
な
わ
ち
す
で
に

述
べ
た
よ
う
な
実
体
的
自
由
と
主
観
的
自
由

の
相
互
関
係
を
読
み
解

く

手
法
に
よ

っ
て
提
示
し
た
わ
け
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
展
開
が
世
界
史
像
と
し
て
適
当
か
否
か
は
こ
の
場
で

論
ず

べ
き
主
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
世
界
精

神
が

「原
理
」
を
展
開
す
る
形
で
議
論
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
の
二
つ
の
位
相
に
か
か
わ

っ
て
、
こ
の

「原
理
」

の
意
味
づ
け
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
に
は
民
族
精

神
固
有
の
内
部
的
歴
史
の
位
相
と
普
遍
的
な
世
界
史
の
位
相
が
あ
る

ロ

と
さ
れ
る
が
、

一
個
の
民
族
精
神
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の

「特

殊
な
原
理
」
は
、
普
遍
的
な
世
界
史
の
場
裡

に
お
い
て
通
用
す
る
こ

と
も
あ
れ
ば
し
な
い
こ
と
も
あ
る
、
と
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世

界
史
に
お
い
て
通
用
す
る
場
合
で
も
、
世
界
精
神
の
発
展
と
し
て
原

理
的
転
換
を
お
こ
な

っ
た

「支
配
的
民
族
」
53
が
も

つ

「
原
理
」
と
、

そ
れ
以
外
の
後
塵
を
拝
し
た
民
族
が
も

つ
も

の
と
で
は
、

い
わ
ば
格

付
け
が
違
う
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「遅
れ
た
民
族
に
た
い
し
自

由
な
展
開
を
委
ね
る
よ
り
高
次
の
原
理
も
考
え
う
る
が
、
そ
れ
は
、

　

遅

れ

た

民

族

に
と

っ
て
固

有

の
も

の

で
は

な

い
」
5
。
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こ
れ
は
、
民
族
ご
と
の

「原
理
」
が
均
等
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

こ
に
互
換
性
が
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に

「原
理
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
均
等
性
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
も

の
が
、
自
然
で
あ
り
、
そ
の
経
験
的
事
実
性
で
あ
る
。
民
族
に

か
ん
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
然
性
を
す
で
に

指
摘
し
て
お
い
た
が
、
民
族
の
多
様
性
を
こ
の
自
然
性
に
帰
着
さ
せ

る
議
論
が
あ
る
。
「民
族
精
神
と
し
て
の
精
神
は
、
自
然
に
規
定
さ

れ
て
、
多
く
の
類
と
種
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
的
側
面

お

も
権
利
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

「自

然
的
側
面
も
権
利
を
も
つ
」
事
情
は
、
根
底
的
に
は
、
主
観

的
精
神
が
自
然
性
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
も

っ
て
い
る
こ
と
に
由
来

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』

で
は
、

「
人
間
学
」
に
お
け
る

「自
然
的
心
」

の
箇
所
で
、
「自
然
精
神
」
の

「
遊
星

的
性
格
」
が
特
殊
化
し
、
人
種

(閑
9°・ω①)
お
よ
び
地
方
精

神

(ぎ

犀
巴
αq①蓉
)
を
構
成
す
る
と

い
う
箇
所
と
深
く
関
係
す
る
。

へ
ー
ゲ

ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
は
、
「諸
民
族
の
外
面

的
な
生
活
様
式
、
職
業
、
肉
体
形
成
お
よ
び
素
質
」
に
現
れ
、
「民

族
原
理
が
も

つ
知
的
お
よ
び
人
倫
的
性
格
の
内
的
傾
向
や
能
力
」

の

な
か
に
現
れ
臨
。
「
地
理
的
、
人
間
学
的
現
実
存
在
」
と
し
て
の

「自
然
原
理
」
は
、
「歴
史
全
体
、
民
族
の
生
活
と
形
成
に
お
い
て
規

　

定
者
と
な

っ
て
い
る
」
わ
け
で
あ
る
。

民
族

の

「原
理
」
が
こ
の
よ
う
に
自
然
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
特

殊
化
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の

「原
理
」
に
互
換
性
が
な
い
事
情
か

ら
、
「原
理
」
と
民
族
と
の
不
即
不
離
性
が
生
ず
る
し
、
世
界
精
神

の
展
開
で
は
、
「原
理
」

の
交
代
即
支
配
的
民
族

の
交
代
と
い
う
事

態
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
る
。
「
こ
の
よ
う

な
原
理
が
同
時
に
自

然
原
理
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
る
民
族
は
、
た
だ

一
度
だ
け
歴

史
に
お

い
て
画
期
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
族
が
こ
う
し
た

お

一
つ
の
原

理

と

結

び

つ

い
て

い
る
か

ら

で
あ

る
」

。

七

自
然
性
か
ら
の
脱
却
運
動

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
自
然
精
神
の
自
然
規
定
性
が
と
り
わ
け

強
く
表
現
さ
れ
る
箇
所
が
、
「自
己
意
識
」
論
以
前

の

「人
間
学
」

だ
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
当
然
、
自
己
意
識
は
、
さ
し

あ
た
り
こ
う
し
た
自
然
性
を
脱
却
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立

つ
か
ら
、

へ
ー
ゲ
ル
の

「教
養
」
と
し
て
の

「文
化
」

の
端
緒
は
、
こ
う
し
た

自
然
規
定
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ

瀚
。
自
己
意
識
は
、
さ
し
あ
た
り
の
自
然
と

の

一
体
性
か
ら
脱
却
し

て
い
く
根
本
的
な
衝
動
を
も

っ
て
お
り
、
こ

の
点
で
、
自
然
は
精
神

そ
の
も
の
を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
あ

る
民
族
の
自
然
精
神

(地
方
精
神
)
が
他
の
民
族
と
区
別
さ
れ
る
特

有
の
も
の
を
も

っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
と

い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「教
養
」
と
し
て
の

「文
化
」
は
、
あ
く
ま
で
、
こ
う
し
た
自
然
性

か
ら
の
自
己
意
識
的

脱
却
過
程
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
自
然
性
か
ら
の
脱
却
が
自
己
意
識
に
よ

っ
て

果
た
さ
れ
る
教
養
過
程
で
あ
る
事
情
か
ら
、
あ
る

一
定
の
達
成
段
階

を
も

た
ら
す
契
機
と
し
て
時
間

す
な
わ
ち
歴
史

を
重
視
せ

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
「特
定

の
民
族
精
神
は
、
時
間
の
う

ち
に
あ
り
、
内
容
面
で
は
、
本
質
的
な
こ
と
だ
が
、
経
験
的
で
あ
る

と

い
う
特
殊
な
原
理
を
も
ち
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
自
己
意
識
と
現

　

実
態

の
展
開
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
。
こ
こ
で
自
己
意
識
の
展

開
と

は
、
人
倫
的
実
体
の
運
動
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

実
体
的
な
も
の
が
教
養
の
活
動
を
介
し
て
主
体
的
な
も

の
と
な
る
運

動
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
実
体
内
部
の
教
養
活
動
は
、
主
要
に
は
市

民
社
会
論
の
課
題
と
な
る
が
、
市
民
社
会
が
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
そ
の
形
成
を
促
す
こ
と
が
実
体

の
第

一
の
使
命
と

お

な
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
自
然
性
か
ら
の
脱
却
が
、
お
の
れ
の
原
理
だ
け

で
は
果
た
さ
れ
ず
、
外
因
論
的
に
達
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
世
界

史
上
没
落
し
た
民
族
は
、
他
の
民
族
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

「よ

り
高
次

の
原
理
を
積
極
的
に
受
容
し
て
こ
れ
に
同
化
す
べ
く
自
己
形

お

成
す

る
」

ほ
か
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
逆
に
、
支
配
的
民
族
に
成
り

上
が

っ
た
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の

「原
理
が
自
余

の
諸
民

族
の
う
ち
に
も
移
植
さ
れ
る
」
わ
け
で
あ
舳
。

も

っ
と
も
、
こ
の
間
に
必
ず
し
も
滑
ら
か
な
関
係
が
あ
る
と
は
か

ぎ
ら
な

い
。
し
か
も
、
へ
ー
ゲ
ル
の
認
識
と
し
て
は
、
諸
個
人
と
諸

民
族

は
、
「純
粋
な
思
惟
と
、
自
分
に
つ
い
て
の
知
に
ま
で
、
ま
だ

達
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
は
、
い
ま
だ

い
か
な

る
人
格
性
も
も

っ
て
い

　

な

い
」
し
、
国
家
形
式
を
備
え
て
い
な

い
民
族
は
、
承
認
さ
れ
な

嘱
。
現
実
の
民
族
間
の
関
係
に
お

い
て
・

↑

ゲ
ル
は
・
冷
徹
に

も

、

「
教

養

」

す

な

わ

ち

「
文

化

」

の
差

異

に

よ

っ
て
差

別

関

係

が

出

来

す

る

こ
と

の
必

然

性

を

観

て
取

っ
て

い
る

わ

け

で
あ

る
。

「
文

明

諸

国

民

(N
一く
臨
随ω随①
H冖①

ワ
臼9
鉱
O
口
①口
)
」

は

、

「
国

家

の
実

体

的

諸

契

機

に

お

い
て
自

分

た
ち

よ

り

劣

っ
て

い
る

他

国

民
を

」

同

等

の
権

利

を

も

た

な

い
も

の
と

し

て

「
未

開

人

(】W
9
円び
9
円①
昌
)
」

と

み

な

す

こ

と

が

あ

る

わ

け

で

あ

る

。

し

か

し

、

へ
ー

ゲ

ル

の
論

理

お

い

て
き

わ

め

て
重

要

な

こ

と

は

、

こ
う

し

た
差

別

体

系

を

多

系

発

生
論

的

に

固
定

化

す

る

こ
と

で
は

な

く

、

「
承

認

を
求

め

る

闘

争

」

を

語

り

、

そ
う

し

た

抑

圧

か

ら

の
解

れ

放
的
契
機
も
同
時
に
強
調
す
る
点
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
経
験
的

現
実
と
し
て

「承
認
を
求
め
る
闘
争
」
が
出
来
し
て
い
る
場
合
に

は
、
非
抑
圧
者
側
の
民
族
の
自
己
意
識
、
自
己
感
情
の
高
ま
り
を
む

　

し
ろ
重
視
す
る
立
場
に
立

っ
て
い
る
と
さ
え

い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
闘
争
過
程
と
い
う
形

で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う

が
、

へ
ー
ゲ
ル
は
、
民
族
の
特
殊
な
原
理
が
他
の
民
族
に
伝
播
可
能

で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
み
て
い
い
か
ら
、
民
族
精
神
が
自
然

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
単
純
に
そ
の

「地
理

的
気
候
的
な
規
定
性
」
に
左
右
さ
れ
た
形
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
だ
け
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
民
族
の
位
置
し
た
地

理
的
気
候
的
な
規
定
性
を

へ
ー
ゲ
ル
が
軽
視

し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
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と
は
正

し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
地
理
的
気
候
的
な
規
定
性
を

も
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
の
高
次
の
規
定
者
で
あ
る
自
己
意
識
の

程
度

い
か
ん

そ
れ
が
自
民
族
内
部
で
あ
れ
他
民
族
と
の
関
係
に

お
い
て
で
あ
れ

で
は
、
異
な

っ
た

「文
化
」
を
形
成
す
る
こ
と

　

に
な

る

の

で
あ

る
。

八

小

括

へ
ー
ゲ
ル
に
文
化
論
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

へ
ー
ゲ
ル
が
自

己
意
識

の
自
由
の
地
平
か
ら

「文
化
」
を
議
論
し
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
「文
化
」
の
核
心
を
自
己
意
識
の

「
教
養
」

と
い
う
点
に
認
め
、
し
か
も
そ
の
自
己
意
識
が
経
験
と
接
す
る
場
面

で
お

の
れ
の
自
由
を
発
揮
し
、
理
性
性
と
共
同
性
を
実
現
し
て
い
く

こ
と
が

「文
化
」
の
内
実
だ
と
考
え
た
。
自
己
意
識
の
自
由
が
根
本

に
す
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「文
化
」

の
動
態
性
を
法
則
的
に

理
解
す
る
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
確
信
に
基
づ
い
て
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
把
握
は
、
「文
化
」
を
享
受
す
る
個
々
人
の
心
理
的

現
実
を

つ
か
む
道
を
与
え
、
民
族
の
発
展
史
的
あ
り
方
を
開
示
し
て

い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
が
お
こ
な
う
概
念
展
開
は
、
そ
れ
自
体
は
経
験
論
的
な

も
の
で
は
な
い
が
、

つ
ね
に
経
験
と
の
接
触
面
が
明
確
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
着
目
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

へ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
と
り

わ
け

「世
界
史
」
を
議
論
す
る
さ
い
に
、
そ

の
当
時
と
し
て
は
細
心

に
経
験
面
を

つ
か
も
う
と
し
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の

一
つ
の
結
実

が
、
「
世
界
史
」
で
展
開
さ
れ
る

「
原
理
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「世
界
史
」
に
お
け
る
世
界
精
神

の
展
開
が
単
純
な
自
己
意
識

の
運

動
の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、
そ
れ
な
り
に
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
形

に
な

っ
て
い
る
の
は
そ
の
経
験
主
義

の
な

せ
る
技
で
あ
る
。
そ
し

て
、
「世
界
史
的
民
族
」

の

「
原
理
」
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で

「世

れ

界
精
神
の
特
殊
な
段
階
を
表
現
す
る
」
に
す
ぎ
な
い
、
と

い
う

へ
ー

ゲ
ル
自
身
の
言
明
は
、
最
終
段
階
と
目
さ
れ
る
ゲ
ル
マ
ン
的
圏
域
に

お
い
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
注
目
す
る
に
価
す
る

で
あ
ろ
う
。
「歴
史
は
終
わ
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
自
己
意
識
の
自
由
の
観
点
か

ら

「文
化
」
を
論
ず
る
こ
と
は
、
い
ま
だ
に
自
己
意
識
の
地
平
に
立

ち
上

っ
て
い
な
い
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
了
解
不
能
の
事
態
で
あ

る
に
違
い
な
い
。
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ミ

b

㎝
゜

2

た
と

え

ば

、

前

掲

書

九

五

頁

で
、

「
悟

性

の
使

用

と

開
発

(O
①
訂
き

9

き

畠

内
篝

長

ユ
霧

ぎ

円゚・臼
巳

①
ω)
」

と

い
う

箇

所

が

そ

れ

に

該

当

す

る

。
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な
お
、
さ
ら

に
原
義

に
近
く

「
耕
作
」

で
用

い
る
場

合

が
、

『
美

学

講
義
』

の
な
か
に
あ

る
。
「
〔
エ
ジ
プ
ト
の
〕

土
地
は
、
際
限
な
く
豊
饒

で

、

苦

労

し

て

耕

作

す

る

必

要

が

な

か

っ
た

(
鎚
奠

閑
。
号

口

…

琶

暴

・
蚕

霞

巨

ぎ

羃

民

・
葺

)
」
。

口
・

α・
・
剖
6

二
①
・゚き

α・
・忌

げ
臼

隻
①
諺
ω§
o
冖貯
口
"
歳
ミ
L
W傷

゜
一
♪
ω
゜
N
Oo
①
゜

3

た
と
え
ば

、
「
文
化
と
は
特
定

の
集

団

の
メ

ン
バ
ー
に
よ

っ
て
学
習

さ

れ
た
自
明
で
か

つ
き
わ
め
て
影
響
力

の
あ

る
認
識

の
仕
方

と
規

則
の
体

系

で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
ジ

ェ
イ

ム
ズ

・
L

・
ピ

ー

コ
ッ
ク

『人
類
学

と
人
類
学
者
』
、
今
福
龍
太
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
、

二
七
頁
。

4

壱

・
靈

警

蕁

霽

惑

磯
慧

ヒ

帥・8
拷

げ
・
ω
H
Φ美

8

・
g
な

。
同帥冖ぎ

げ
-

ωo
恩
巴
①
昌
ω
℃
蕁

号

①
5

U
2

8
0
巨

§

P

江

ωαq
°
タ

O

°
閑
嵳

昌
器

Hも

冖
巴
」
ゆ
侮
゜
一
Ψ

Gゆ
9

洋
αQ
舘

二

〇
蕊

(
き

αQ
Φ
囚

O
O
N
°¥

ω
゜
α
O
Oo
°

5

産

・
出
・
α・。
尸

..閑
・蕘

ゆ
件・
・匿

・ぎ

犀

毎
。
罫

琶

藍

…

(一。。
O
廼
8

)""

(㊤
げ
αq
⑦
厂

国

≦
°y
首

"
霞

ミ
ゴ

】W
α
゜
♪

ω
゜
刈
⑩
゜

6

=
Φ
Qq
①
尸

国
口
超

匡
o
℃
9、
9

Φ

α
奠

℃
ゲ
鵠
o
ω
o
℃
窪

。。
9

Φ
昌

ぞ
≦
ω
ω
窪

ω
o
げ
紘
8
昌

随
ヨ

Ω
蕁

昌
住
二
。。ω
①
(
一
〇◎
ω
O
)
L
∀

旨再
2

目
巴

Ψ
U

冨

噌
げ
出
o
°。
o
℃
ゲ
δ

号

。゚
O

皀
。゚
8
°。
L
≦

け

9

昌
ヨ

自
昌
島
帥
筈

8

N
昜

肄
N
o
P

寅

ミ

ポ
じd
傷
゜
一
〇
(菩

αq
Φ
ド

肉
§
鳶

9
y
ω
』

卜。
9

7

<
篳

O
O
卜

ω
。
α
O
°。
b

ド

イ

ツ

語

の

切
幽
匡
毎

αq
概

念

に

意

味

内

容

上

ま

っ

た

く

等

価

な

も

の

は

、

他

国

語

に

は

な

い

と

さ

れ

る

。

8

<
嘔
゜
国
≦
こ
P

9
°
O
°

9

誨

ピ
b6
篝

9
。。
°。。
P

10

<
写

肉
§
鳶
卸

⑰
㈲
お
①
ム
ω
メ

もゆ
』

bO
9

1ー

へ
ー

ゲ

ル
は

、

奴

隷

制

の
正

当

化

論

を

、

「
人

間

を

、

人

聞

の
概
念

に

相

応

し
く

な

い
定

在

の
面

か

ら

、
総

じ

て
自

然

的

存

在

者

と

解

す

る

立

場

に
基

づ

く

」

と

す

る

。

他

方

で
、

奴

隷

制

の
不

法

論

を

、

「
精

神

と

し

て

の
、

即

自

的

に

自

由

な

も

の
と

し

て

の

人

間

の
概

念

に

固

執

す

る

」

も

の
だ

と

い
う

。

へ
ー

ゲ

ル
は

、

即

自

的

な
自

由

か

ち
対

自

的

な

自

由

へ

の

進

展

を

考

え

て

い

る

。

<
篳

缶
①

Qp
鼻

9

巨

臼
巨

。
昌

住
頸

団
臣
同O
ωo
℃
匿
Φ
住
①
。゚
男
8
ゲ
8
0
畠
①円
乞
騨ε
霞
Φo
窪

=
昌
α
ω
δ
9
房
三
。゚ω①諺
o
げ
暫
津
圃ヨ

O
霆
昌
山
法

ωρ

]≦
畧

出
Φαq

Φ剛ω

o幽αq
①昌
ゲ
9、昌
田
αq
Φ
昌

乞
o
欝

穹

口
目
伍

傷
o昌

ヨ

ぎ

自

。
9

昌

N
霧

餌
氤
Φ
P

舉

ミ

冖Ψ
じロ
穿

刈
(
菩

αQ
①
犀
゜
龜

)゚あ

零

〉
昌
ヨ

Ψ゚
ω
゜

冨
卜Q°

12

<
篳

肉
§
蹙
距

貿

ω
P

ω
』
N
⑩
゜

13

「
デ

ィ
オ

ゲ

ネ

ス

の
全

体
像

は
、

本

質

的

に

ア

テ
ナ

イ

の
社
会

的
生

活

、

の

所

産

に

す

ぎ

ず

、

そ

れ

に

よ

っ

て
制

約

さ

れ

て

い

る

」
。

口
ΦαqΦ

尸

.弓
ぽ
δ
ωo
℃
窪
①
畠
Φ
ω
閑
①
9

冖。。"
Z
99

号

円
く
σ
二
Φ
・゚ロ
昌
αQ
售
p
o房

9

二
津
く
o
昌
潤
゜

Ω
・
口
o
辞
〇
一〇。
卜。鯉
器
遣
(9

αq①犀
=
9
)Ψ宣
"
鼕

§
誌
§

惑
ミ
寄

暮
愚

ミ
§

憩
ミ
鳴

N
Q◎
N
Q◎
-
N
雛

ト

国
隻
自
O
昌

信
宦
ユ
国
O
日

日

①
三

母

ヨ

ω
①
6
げ
。゚
閑
鱗
⇒
匹
①
昌
く
O
昌

国
碧

W

缶
①
幽昌
N
H
露
昌

αq
(
9
げ
αq
①
犀
゜
ミ

)曽
閑
穿

QQ
曽
Gっ
ε

舞
αq
9
苓

切
9
α

O
卑
昌
昌
ω
冖
9
#

H
O
刈
♪

ω
。

鏐

⑩
゜

14

ぐ
騨

肉
§
燵
魯

貿

QO
卜○
"
Q◎
°
ω
8

。

15

<
屯

゜
鎗

G
鴇

ρ

Qっ
゜
凶

゜

16

ぐ
⑳
ピ

舅

あ゚

H
co
メ

ω
゜
も◎
恥
ω
゜

17

<
騨

舅

あ゚

bっ
刈
ρ

Qo
°
凸

㎝
゜

18

ぐ
騨

舅

あ゚

一
〕
ω
』

⑩
あ

企

ω
゜
&

し

19

<
騎
}・
國

①
αq
o
尸

く
σ
皆

。。莓

αq
①
づ

口
げ
臼

岳

①
勹
巨

o
ω
o
℃
訂

①

α
o
鬥
O
①
。゚
o
ゴ

o
ま

P
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自

ミ

ポ
閑
匹
゜
H
トの
(騨
ぴ
αq
o
厂

§

°)
Ψ
ω
゜
ω
ρ

　

20

誨

ピ
国
Φαq
巴
"
訣℃
巨

o
°。o
℃
ぼ
①
α
臼

菷

轟

①
ω。ゲ
言
耳
ρ

国
巨

①
冒

讀

冨
ω
ミ
G。
一
、、Ψ

凶『

o
§

§
ミ

ミ

§

蚤

臣

゜
H。。
魯

讀

。
<
ミ

』゚
9
①ω6
算

ρ
口
馨

げ
霞

αq
6
⑩
9

ω
昌

Φ
○○
°

21

<
匹

゜
9
°
P

O

°

22

舅

あ゚

GQ
>
⇔
ヨ

Ψ゚
G◎
'
ω
伊

23

龜

。あ

ρ

Gね
゜
ω
ら
゜

24

<
篳

..=
①αq①
尻
く
σ
ユ
Φ寄
昌
αq
詈
o
蔚

窪

HO。
日

μ
Q。
謡

、、
(9

αq
①
犀
゜
口
く
)㌦
員

ミ

・"

頃
穿

N

ω
゜
O
ピ

こ

の
よ
う

な

列

挙

は

、

す

で
に

一
入

一
七

・

一
八

年

の
法
哲

学
講

義

に
お

い
て
鮮
明

に
出

て

い
る
。
<
⑳
r
=
①αq
鼻

く
σ
蕃

。゚旨

鴨
昌

熔
げ
臼

Z
即ε
員
8
巨

二
昌
α

ω
雷
9
冖ω三
ω゚。窪

ω島

龍
計

口
①
乙
〇一び
奠
αq

冨

一ぐ
屬

ヨ
猝
Z
99

茸
9,αq
窪

窪

ω
畠
奠

ぎ

ユ
①
鶏
昌
αq
Ho◎
一
廼
6
"
Z
9
9
0q
Φω島

二
Φげ
魯

<
o
口

国

ぎ

昌
9

ヨ
き

P

訂

ω
巾

メ

Q

切
0
6
犀
Φ
円

①
冖

鉾

(書

αq
①
犀
゜

蕁

昌

)゚Ψ

§
丶駐

竃ミ

斜

」
ミ鑿

§
§

ミ

〉
ぎ
§

ミ
丶ミ
§

§
賊

§

ミ
偽ミ
ミ

馬

(ぎ

αq
①厂

§

≧

y
切
9

ザ

=
澣
目
げ
霞
oq
6

0。
GQ
Ψ
ω
・
9

25

法

の
実

定

性

を

め

ぐ

る

へ
ー

ゲ

ル

の
自

筆

草

稿

で
、

「
純

粋

理

性

的

な

法

状

態

」

を

要

求

す

る

こ

と

は

、

理
性

が
支

配

的

で
あ

る

べ
き

だ

と

い

う

点

で
正

し
く

と

も

、

理

性

が

現

実

に

、
定

在

と

い
う

外

面

性

に
踏

み

込

む
点

で

は

正

し

く

な

い
、

と

し

て

い
る

。
ぐ
嘔

国゚
く
あ

°゚。
⑩
゜

26

<
篳

9
男

Ψ゚
留
ミ

る

b゚OΦ
㎝
゜

27

<
篳

霎

り
ω
゜
⑩
H
°
こ

の
議

論

は

、

「
人

倫

態

」

論

で

は

「習

俗

」

と

し

て

問

題

と

な

る

。

28

ぐ
篳

=
<

あ

゜
O
Q◎
°

29

<
⑳
尸

亳

9

"
o。
」

ω
蠹

ぐ
篳

=
①
αq
①
尸
く
σ
昔

ω
旨

αq
8

ま

雪

α
一
。
℃
琶

o
。。
o
℃
霞

①

傷
臼

茅

置

Φ
ω
。
臣

6
巨

ρ

切
魯
一
冨

一
〇。
b。
避

H
O。
N
ω
Ψ
Z
碧

冴

9

巨
津
く
8

囚
・
Ω
・』
≧

Ω
二
①
旨

皀
ヨ
"
口
゜
O
°
口

o
岳

P

信
。
国

O
°
=
°
<

ζ

囚
Φ
匡

Φ
♪

訂

ω
αq
°
ざ

溶

=

°

同
葺
讀

g

巴
゜
(9
げ
αq
①
厂

亳

ミ

)
"
§

≧

b

"

一
b。
》
口
9
∋
げ
篝

αq
一
⑩
⑩
ρ

Q。
・
=

ω
・

30

<
騨

霓

あ゚

ω
㎝
ρ

ω
゜
㎝
O
O。
°

31

た
と
え
ば
、
和
辻
哲
郎

は
、

へ
ー
ゲ
ル
の

『歴
史
哲
学
講
義
』

に
お
け

る

「
自
然
類
型
」
論
を
高
く

評
価

し

つ
つ
も
、

一
般
的
に
そ
の
意
義
を

低

め
た

の
が

「
世
界
史
に
対

す
る
彼

の
眼
界

の
狭
小

の
ゆ
え

」
だ

と
す

る
。
そ
の
狭
小
さ
と
は
、
「
欧
州

人
以
外

の
諸
国
民
を
奴
隷
視
し
」
「欧

州

人
を

『選
民
』
と
す
る
世
界
史

」
を
描

い
た

こ
と
だ
と

い
う
。
和
辻

哲

郎

『風
土
』
、
岩
波
文
庫

、

一
九
七
九
年
、

二
七

八
頁
。

和
辻

の
評

価
は

ヘ
ー
ゲ
ル
に
対

し
て
不
当

で
あ

る
。
注
十

一
参
照
。

32

ぐ
篳

霓

翫゚
ρ
ω
。ω
宀

藤
野
渉

.
赤

沢
正
敏
訳

で
は
、
「
国
民
的
性
格
」

と

「
歴
史
的
発
展
段
階
」
、
「
自
然
必
然
性
」

の
三

つ
が
並
列
関
係
と
な

る
。

へ
ー
ゲ
ル

「法

の
哲

学
」
藤
野
渉

・
赤
沢
正
敏

訳
、

『
へ
ー
ゲ

ル

ー

世
界

の
名
著

四
四
』
、
申
央
公
論
社
、

一
九

七
八
年
、

一
八
〇
頁

参
照

。
し
か

し
、

ホ
ト

ー
の
講
義
筆

記
録
に
は
、

「
民
族

の
性

格
は
、

さ
ら

に
民
族

の
歴
史
的
発

展
段
階

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と

い
う
文

言
が
あ
り
、
こ
れ
を
参
考

に
す
る
。
語

ド
=
。£
¢

一〇
9
た
だ
し
、

一
八

一
七

・
一
八
年

の
法
哲
学
講

義

で
は
、
並
列

的
で
あ
る
。
<
騨

§

ド

ω
』
ミ

゜

33

<
箏

亳

9
る
」
8
2

亳

ミ
ポ
ω
゜
呂
・

34

<
篳

霓

あ゚

霸

ρ

・゚
'
G。
O
伊

人

倫

的

実

体

は

、

精

神

と

し

て
、

自

己

を

一48一



客
体
化

す
る
働
き
が
あ

る
と

さ
れ
、
こ
こ
か
ら
、
家
族
、
市
民
社
会

、

国

家

と

い
う

概

念

展

開

が

語

ら

れ

る
。

<
⑳
ド
龜

あ゚

霸
N

ω

ω゚
O
①
し゚

た

が

っ
て
、
教
養
と
し

て
の
文
化
を
全
面
的

に
語

る
場
合
に
は
、
こ

の
そ

れ
ぞ
れ

に

つ
い
て
議
論
す

る
必
要
が

で
て
く

る
。
ぐ
篳

亳

9
Ψ
ω
゜
○。
8

35

<
篳

霓

あ゚

扇
①
-
5
メ

ω
゜
G。
O
望

36

=
①
αq
①
尸

..U
δ

<
吟

壁
ω
ω
毎

αq

U
窪

冖
ω
。
げ
ず
巳

ω

(
一
。。
O
O
μ
。。
O
N
)
、、

(ぎ

αq
①
厂

く
U
°)り
鬘

鴫

ミ

ポ
b⇔
傷
』

"
o。
°
ミ

刈
゜

37

ぐ
騨

龜

あ゚

置
♪

ω
』
⑩
ω
貸

ゆ
霸

Hb

°G。
〇
一
゜

38

<
篳

ミ

ド

ω
'○。
鳶

39

<
騨

亳

9
"
°。
°
刈
O
°
絶
対
精
神

の
他

の
形
態

で
あ

る
芸
術

、
哲
学
は
、

同

一
の
内

容

の
異
な
る
形
式

と
さ
れ
る
。

40

へ
ー
ゲ

ル
は
、

一
八
二
二

・
二
三
年

の
世
界
史
哲
学
講
義

に
お

い
て
、

「
国
家

は
、
観
念
的
側
面

に
対
し

て
、
外
面
的
な
現
象
と
生
命
性

の
面
、

外
的
素
材

の
面
を
も

つ
」
と

い
い
、
慣
習
、
自
然

と
の
関
係

で
の
人
間

の
実

践
的
態
度

、
法

、
学

問
を
そ
れ
と

し
て
挙

げ
る
。
<
胆

亳

ミ
顰
。゚
°

○O
o◎

-
Φ
一
゜

41

<
騨

≦

)
`
ω
゜
ミ

○。
h

昭

謁

尸
9
鐔

扇

島

ぎ

8

・島

・。
刈
O
ぎ

戸

ω
゜
昏
日

゜
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<
篳

鎗

あ゚

b。
刈
O
>
昌
巳
ご
ω

心゚
b。○。
°

『法

の
哲

学
』

で
は

「
東

洋

の
専

制

政
治
」
を
例
と
す
る
が
、

へ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
は
、
現
実

に
お

い
て
ト

ル

コ
で
生

じ

て
い
た

こ
と

で
あ

る
。

「
ト

ル
コ
で
は
、
教
会
と
宗
教

の

統

一
が
あ
る
。
国
家
命
令

は
宗
教
命
令

で
あ
り
、
そ

の
逆

で
も
あ
る
」
。

口
o
£

ω
゜
隷
ρ

「教
会
」

は
明
ら

か
に

「国
家
」

の
誤
記
。

44

=
Φ
q゚
①
尸
§
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寒

§

肉
§

畫

b
爵

吝
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覊
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N
Q。N
違

ミ

ミ
ミ

さ

慧

『S

げ

ω中

タ

】)
°
匡
①
霞
圃9

回
国
鎚
昆

旨
潯

騨
ヨ

罎
巴
昌
一〇
〇。
ω
(p
げ
αq
①
ド

N
ミ
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)wG。
』

田

゜

妬

く
騨

ミ
ぎ

b゚

』
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゜
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こ

の
背

景

に

は
、

へ
ー

ゲ

ル

の
ド

イ

ツ
民

族
喪

失
感

が
あ

る
。

早

く

に

は

「
キ

リ

ス

ト
教

の
実

定

性

(補

遺
)
」

に

お

い
て

、

「古

代

ド

イ

ツ
人

の
想
像

は
、

今

日

で
は

、

わ

れ

わ

れ

の
表
象

や
意

見

、

信

仰

の
全

域

に

わ

た

っ
て
、

支
離

滅

裂

の
状
態

に
あ

り
、

わ

れ
わ

れ
と

無

縁

の
も

の
に
な

っ
て

い
る
」

と

す

る

。
<
騨

=
。αq

鼻

..∪
δ

℃
o
°。三
葺

鋒

畠
興

。
訂
一゚。
岳
筈

①昌

閑
①
=
咆
8

(霜
⑩
習

お

O
)
N
昜
9、欝
①
.、"

ヨ
"幾
ミ
ポ
切
畠
゜
r

G。
』

O
ρ

47

<
算

ぎ

§
`
Gっ
』

ミ

h

48

こ
う

し
た

観

点

か

ら

す

れ

ば

、
も

と
も

と

国

家

は
、

一
民

族

を

な

そ

う

と

す

る
運

動

体

で
あ

る

。

そ

の
こ

と

の
成

否

は
、

経

験

的

事

項

で
あ

ろ

う

。

49

<
卑

聾

。あ

謡

P

o。
°
お

ト

50

<
箏

龜

。あ

。゚
心P

°。
』
O
S

「
歴

史

に

お

い
て

最

初

の
も

の
は

、

世

界
史

以

前

に
横

た

わ

る
も

の

で
あ

る
」
。

N
篶

P

ω
゜
b。
○。ト

し

か

し
、

他

方

で

、

「
国

家

形

成

が

お

こ

な

わ

れ

て

い
な

い
民

族

(国

民

(Z
豊

8

)

そ

の
も

の
)

は

、

本

来

は

、

な

に

も

歴

史

を

も

っ
て

い
な

い
」
。

ぐ
騨

肉
§蹙
鈩

鴇

お

〉
昌
日
ご
G。
°ω㎝
O
°
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<
魁

聾

あ゚

㈲
。。詔

尸

G。
』
○
○。霽

な

お
、

『
エ
ン

ツ

ユ
ク

ロ
ペ

デ

ィ

i
』

で
は
、
す

べ
て
の
版
を

通
じ
て
こ
の
展
開
が
示
さ
れ
な

い
。
こ
う

し
た

事
情
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
全
体
を
概
括
す
る
と
き
に
は
、

こ
の
展
開
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が
副
次
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
、
と

い
う
評
価
を
許
す

で
あ

ろ
う
。
四

つ
の
世
界
史
的
圏
域

の
議
論
は
、
整
理
さ
れ
た
明
確
な
形

で
は
、

一
八

一
七

・
一
八
年

の
法
哲
学
講
義

で
初
め

て
登
場
す

る
。
<
騨

ミ
ぎ
ご
・゚
°

卜○
㎝
Qo
°

52

<
騨

肉
§蹙
魯

㈲罐

○。
あ

。
ω
ミ

゜

53

<
卑

龜

こ
㈲
逡

N

ω

㎝゚
8

°

54

N
ミ

9
Ψ
G。
』

○。P

〈
㏄
ド
霓

↓
⑰ω
ら
刈
〉
嵩
葺
G
Q。
°
㎝
O
①
゜

一
八

一
九

.
二
〇

年

の
講
義
筆

記
録

で
は
、
引
用
箇
所

に
続
き
、
「
よ
り
高
次

の
原
理
は
、

そ

の
民

族

に
と

っ
て
腐
敗

と
し

て
現

れ
、
他
民
族

に
よ

る
暴

力
と
な

る
」

と
あ

る
。
攘

夷
派

が

「
正
当
性
」

を
主
張

し
う

る
ゆ
え

ん

で
あ

る
。

55

ミ
ぎ
.
ω
』
α
○。
°

56

ぐ
⑳
訓
肉
お心
鈩

㈲
ω
⑩G。
-ω
り
♪
ω
゜
宅

-
①G。
°

和
辻
哲
郎

は
、

『
エ
ン
ツ
ユ
ク

ロ

ペ
デ

ィ
i
』

の
第

一
版

に
依
拠

し
て
、
こ

の
箇

所

の
議
論

を
重
視

す

る
。
和
辻
、
前

掲
書
、

二
七
三
頁
参

照
。
ま
た

、

『歴
史

哲
学
講
義
』

に
よ

っ
て
、
「
自
然
類
型

の
意
義

は
ま
さ
に
本
質
的

で
あ
る
」
と
す
る
。

和
辻
、
前
掲
書

、
二
七
六
頁
参
照
。
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Nミ

P
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H
°
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Nミ

P

ω
゜
N
O。
霽
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和
辻
哲
郎
は
、
「
自
然

は
人
間

の

一
切

の
自
己
解
放

の
運
動

の
最
初

の

立
脚
点
と

し

て
、

そ

の
文
化
産
物

の
特
殊
性

を
規
定

す
る
」

(和

辻
、

前
掲
箇
所
)

と
し
、

へ
ー
ゲ

ル
と
同
様
に

「
最
初
の
立
脚
点
」
と
し

て

自
然
を
位
置

づ
け
る
か
に
み
え

る
箇
所
も
あ
る
。
し
か
し
、

へ
ー
ゲ

ル

の
世
界
史
を
無
効
と
し
、
自
然
類
型
を
重
視
す
る
以
上
、
自
然

に
よ
る

被
規
定

性
を
不
当
に
過
大
視

し
て

い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

へ
ー
ゲ

ル
的

に
い
え
ば
、
和
辻

の
議
論

は
、
没
自
己
意
識
的

「
遊
星
的

生
活
」
論

に
す
ぎ
な

い
。
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「
国
家

の
内
部

で
初

め
て
家
族
が
市
民
社
会

へ
と
発
達
す
る
」
。
霓

曽゚

鴇
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ω
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<
卑

霓

あ゚

ω
日

b
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O
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67

〈
⑳
ア
舅

↓
㈲G。
㎝
一
〉
昌
ヨ
↓
ω

㎝゚
O
O。
°

68

た
と
え
ば
、
自
筆
草
稿

で
、
西
イ

ン
ド

の
現
実
に
対

し
、
奴
隷
制

の
現

実
が
、
普
遍
的
自

己
意
識

に
規
定
さ
れ

て
い
る
と
評
価
す

る
議
論

が
あ

る
。

へ
ー
ゲ

ル
は
、
か
か
る

一
般
的
状
態

の
変
更
に
す
べ
て
が
か
か

っ

て
い
る
と
理
解
す
る
。
<
臂

=
<
"G。
°逡
ω
゜
「
人
間

の
由
来
か
ら
、

そ
の

人
間
が
自
由
お
よ
び
支
配
に
対

し
て
資
格
を
も

っ
て
い
る
か
ま
た
は
資

格
を
も

っ
て
い
な

い
か
を
決
定
す

る
根
拠
を
引
き
出
す
こ
と
は
ま

っ
た

く
不

可
能
な

こ
と

で
あ

る
」
。
穿
蹙
魯

ω
゜
零
゜

69

「穏
和
な
イ
オ

ニ
ア
の
空
は
ホ
メ

ロ
ス
の
詩

の
典
雅

に
寄
与
す
る
と
こ

ろ
が
多
か

っ
た

に
は
ち
が

い
な

い
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
空
だ
け
が
ホ
メ

ロ
ス
を
生
む
と

い
う
わ
け

の
も

の
で
は
な

い
。
事
実
、
そ

の
後
必
ず
し
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も
こ
れ
を
生
ま
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
ト

ル
コ
の
支
配
下
に
は
ど

ん
な

詩
人
も
出
な
か

っ
た
」
。
<
篳

亳

9
ψ
。゚
」
0
9

亳

ミ
ポ
ω
愚
㎝
゜

和
辻
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
ホ
メ

ロ
ス
の
芸
術

の
特
殊
な
性
格

を
生

み
出

し
た

の

は
、
「
自
然
類
型
」
だ
と

い
う
。
和
辻
、
前

掲
書
、
二
七
六
頁
参

照
。
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P

ω
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(か

み
や
ま

の
ぶ
ひ
ろ

・
西
洋
思
想
史
)
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