
    

   

一
．
は
じ
め
に 

 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学

（1 ）』
の
「
序
文 Vorrede

」
―
―
の
み
な
ら
ず
そ
の

全
体
―
―
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
す
で
に
本
邦
に
お
い
て
古
典
的
な
金
子
武
蔵
訳
の

浩
瀚
な
解
説
が
あ
る（2 ）

。
ま
た
、
今
日
で
は
、
山
口
誠
一
が
こ
の Vorrede 

を
「
序

説
」
と
し
て
翻
訳
を
示
し
な
が
ら
「
解
明
」
を
試
み
て
い
る
途
上
で
あ
る（3 ）。
こ
う
し

た
な
か
で
、
本
論
を
な
す
こ
と
の
意
義
を
そ
の
目
的、、と
先
行
研
究
と
の
関
係、、で
明
確

に
す
る
よ
う
試
み
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
序
文
」
に
お
け
る
言
明
の
顰
に
倣
っ

て
〝
不
要
〟
を
申
し
立
て
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
が
―
―
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
著
作
で
も
―
― 

          

 

ま
と
も
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
代
名
詞
等
の
指
示
先
を
明
確
化
す
る
こ

と
や
、
省
略
語
法
と
い
っ
た
修
辞
を
踏
ま
え
る
こ
と
や
、
言
葉
の
時
代
性
に
思
い
を

致
す
こ
と
な
ど（4 ）

、
基
礎
的
な
作
業
が
欠
か
せ
な
い
が
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
と
し
て

も
な
お
険
し
い
山
道
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
山
道
は
、
文
脈
の
見
通
し
が
な
か
な
か

に
つ
け
に
く
い
こ
と
に
あ
る
。 

そ
の
第
一
に
し
て
最
大
の
岩
場
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
時
代
と
場
所

に
生
き
て
い
な
い
、
と
い
う
ご
く
ご
く
当
然
の
こ
と
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
精
神

の
現
象
学
』
全
体
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
が
参
照
し
批
判
し
た
思
想
に
つ
い
て
い
く
つ

か
の
例
外
を
除
い
て
明
示
的
な
言
及
を
避
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
学
問
的
な
ル
ー
ズ

さ
と
い
う
よ
り
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
り
に
学
問
的
普
遍
性
に
配
慮
し
た
か
ら
だ
と
忖
度

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
五
〇
号 

（
二
〇
一
五
年
三
月
十
五
日
） 

 

学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」 

 
―
―
（
そ
の
一
）
第
一
段
落
～
第
十
二
段
落 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
 

. 
. 

   

神
山  

伸
弘 

K
A
M
I
YA
M
A
 N
o
b
uh
i
r
o 

19

 
D

ie »Vorrede« der Phänom
enologie des Geistes als w

issenschaftliche Erkenntnistheorie —
 1. §§1—

12 



跡見学園女子大学文学部紀要 第 50 号 2015 

し
た
い（5 ）

。
し
か
し
、
そ
う
し
た
参
照
を
削
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ら
か
の
想
定

が
あ
っ
て
こ
そ
腑
に
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
り
わ
け
の
ち
の
時
代
の
者

に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
参
照
が
不
可
欠
で
あ
る
。
当
時
の
ひ
と
で
あ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
生
き
た
時
代
に
向
き
あ
っ
た
論
壇
の
雰
囲
気
そ
の
も
の
を
共
有
し
て
当
て
こ
す

り
的
な
議
論
を
楽
し
め
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
ど

こ
ろ
か
論
壇
の
細
か
な
配
置
状
況
も
満
足
に
は
知
り
え
て
い
な
い
、
と
い
う
現
状
が

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
あ
る
こ
う
し
た
襞
が
分
ら
な
い
た
め
に
、
言
葉
の
普
遍

性
に
か
こ
つ
け
て
文
脈
破
壊
の
理
解
に
拘
泥
し
て
自
縄
自
縛
に
な
っ
て
崖
か
ら
転
落

を
遂
げ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
っ
た
険
し
さ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
て
こ
す
り
を
そ
れ

と
し
て
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
て
文
意
を
開
い
て
い
く
べ
き
な
の
だ
が
、
か
と
い
っ

て
、
こ
れ
に
は
ま
っ
た
く
気
の
遠
く
な
る
作
業
が
必
要
で
、
そ
れ
を
全
部
理
解
し
き

っ
た
う
え
で
事
に
臨
も
う
と
思
え
ば
、
お
そ
ら
く
極
楽
で
ヘ
ー
ゲ
ル
と
対
座
し
て
聴

く
の
が
捷
径
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
の
岩
場
は
、
ひ
と
に
読
ま
れ
る
著
作
と
し
て
の
〝
完
成
度
〟
の
問
題
が

あ
る
。
お
の
が
読
解
力
を
棚
上
げ
し
て
あ
え
て
い
え
ば
、
こ
と
〝
読
者
に
分
ら
せ

る
〟
態
度
に
つ
い
て
は
案
外
に
疎
か
に
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
は
、
出
版
社
に
原
稿
を
督
促
さ
れ
て
十
分
な
整
理
や
推
敲
を
な
し
え
な
か
っ

た
こ
と
に
一
端
も
あ
る
の
だ
ろ
う

（6 ）が
、〝
話
し
た
よ
う
に
書
く
〟
と
い
っ
た
口
述
筆

記
風
に
し
て
入
り
組
ん
だ
論
理
の
〝
味
〟
を
楽
し
む
に
は
、
そ
れ
な
り
の
〝
通
〟
に

な
る
し
か
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
晩
年
『
精
神
の
現
象
学
』
の
改
訂
に
着
手
す
る
が
、

序
文
の
前
半
部
分
の
若
干
の
文
章
を
推
敲
し
た
だ
け
で
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
勝

手
な
推
測
だ
が
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
や
り
き
る
の
は
、
あ
ま
り
に
憂
鬱
な
作
業
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
や
り
切
っ
た
と
し
た
ら
そ
の
こ
と
自
身
が
〝
味
消
し
〟

に
な
る
の
だ
か
ら
、
生
き
て
い
て
も
途
中
で
き
っ
と
放
棄
し
た
く
な
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。『
精
神
の
現
象
学
』
を
「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
一
部
」
と
す
る
体
系
構
想

が
放
棄
さ
れ
る
一
因
に
、
哲
学
観
の
旋
回
と
い
っ
た
高
尚
な
こ
と
以
前
の
こ
う
し
た

文
体
的
不
整
合
が
強
く
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

そ
こ
で
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
文
章
が
も
つ
岩
場
を
一
度
は
平
坦
に
す
べ
く
読

ん
で
み
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
筆
者
な
り
の
到
達
点
を
示
す
の
が
、
ヘ

ー
ゲ
ル
研
究
で
馬
齢
を
重
ね
た
筆
者
が
あ
え
て
本
稿
を
起
こ
す
目
的、、で
あ
る
。ま
た
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」
に
関
係、、す
る
諸
研
究
へ
の
参
照
は
、
管
見

な
る
が
ゆ
え
に
大
き
な
異
説
と
自
説
補
強
に
か
か
わ
っ
て
示
す
こ
と
で
お
許
し
を
請

い
た
い
。
な
お
、
お
も
に
は
筆
者
の
能
力
の
な
さ
に
よ
り
、
ま
た
折
よ
く
本
誌
紙
数

の
都
合
に
よ
り
、論
考
全
体
を
数
回
に
分
け
て
公
表
す
る
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

 

二
．
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
容
目
次 

 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
精
神
の
現
象
学
』
に
「
目
次 Inhalt

」
を
付
け
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
、「
序
文
」
に
つ
い
て
は
、
下
位
の
小
項
目
を
立
て
る
か
た
ち
で
そ
れ
に
対
応

す
る
ペ
ー
ジ
数
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
文
で
は
、
見
出
し
の
か
た
ち

で
そ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
が
な
い
。
当
然
な
が
ら
一
つ
の
ペ
ー
ジ
に
は
複
数
段
落
の
跨

る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
ど
の
位
置
か
ら
小
項
目
に
対
応
す
る
内
容
が
展
開
さ
れ
る
と

み
る
べ
き
な
の
か
、
文
意
を
検
討
し
て
明
確
に
す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
さ

い
、
段
落
を
単
位
と
し
て
新
項
目
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
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然
な
判
断
で
あ
ろ
う
が（7 ）

、本
文
に
見
出
し
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
事
情
に
照
ら
す
と
、

そ
う
し
た
判
断
で
適
切
な
の
か
ど
う
か
も
予
断
抜
き
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
全
集
版
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
た
現
行
哲
学
文
庫
版
に
お
け
る
「
目
次
」
の
ペ

ー
ジ
付
け
は
、
あ
く
ま
で
当
該
書
籍
で
の
ペ
ー
ジ
の
指
示
で
あ
り（8 ）

、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ

ル
が
校
正
し
た
初
版
の
ペ
ー
ジ
付
け
と
異
な
っ
て
編
集
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
だ
か

ら
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
解
釈
と
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ

の
妥
当
性
の
吟
味
も
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（9 ）

。 

と
こ
ろ
で
、「
序
文
」
の
小
項
目
は
、
そ
の
概
要
を
示
す
も
の
で
、
一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
ま
ず
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
―
―
コ

ン
マ
は
読
点
と
し
て
、
一
文
の
ピ
リ
オ
ド
は
句
点
と
し
て
、
セ
ミ
コ
ロ
ン
は
そ
れ
と

し
て
、
初
版
の
ペ
ー
ジ
参
照
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
―
―
訳
出
し
て
お
こ
う
。 

 

「
序
文、、：
す
な
わ
ち
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と

、
、
、
、
、
、に
つ
い
て
。
真
な
る
も
の
の
エ

レ
メ
ン
ト
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
の
真
な
る
形
態
は
学
問
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

（S. VII.

）。
精
神
の
い
ま
の
立
場
（S. VIII.

）。
形
式
主
義
に
反
し
て
、
原
理
は
完

結
す
る
も
の
で
は
な
い
（S. XV.

）。
絶
対
的
な
も
の
は
主
語
で
あ
る
が
（S. XX.

）

と
こ
ろ
で
主
語
は
な
に
で
あ
る
か
（S. XXI.

）。
知
の
エ
レ
メ
ン
ト
（S. XXIX.
）。

こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
へ
の
高
ま
り
が
精
神
の
現
象
学
で
あ
る
（S. XXXII.

）。
表
象
さ

れ
た
周
知
の
も
の
を
思
考
枠
組
に
変
え
る
こ
と
（S. XXXVI.

）、
ま
た
表
象
さ
れ

た
周
知
の
も
の
を
概
念
に
変
え
る
こ
と
（S. XXXIX.

）。
そ
の
か
ぎ
り
、
精
神
の

現
象
学
は
、
否
定
的
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
偽、を
含
む
（S. XLIV.

）。
物
語
の

真
理
と
数
学
の
真
理（S. XLVIII.

）。哲
学
的
な
真
理
の
自
然
と
そ
の
方
法、、（S. LV.

）、

こ
れ
は
図
式
的
な
形
式
主
義

、
、
、
、に
反
す
る
（S. LIX.

）。
哲
学
を
学
究
す
る
さ
い
の
要

件
（S. LXXI.

）。
否
定
的
に
〈
関
わ
る
〉「
理
屈
を
こ
ね
る
思
考
」
と
（S. LXXII.

）、

肯
定
的
に〈
関
わ
る
〉「
理
屈
を
こ
ね
る
思
考
」と
こ
の
思
考
の
主
語（S. LXXIV.

）。

健
全
な
人
間
悟
性
と
し
て
自
然
的
に
哲
学
す
る
こ
と
と
、
天
才
と
し
て
自
然
的
に

哲
学
す
る
こ
と
（S. LXXXIV.

）。
結
語
、
公
衆
に
対
す
る
著
者
の
〈
関
わ
り
方
〉

（S. LXXXVIII.

）。」（10 ）

 

 

「
序
文
」
は
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
絶
対
知
」
ま
で
の
全
体
が
完
結
し
た
あ

と
に
書
か
れ
た
事
情

（11 ）と
、『
精
神
の
現
象
学
』
が
「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
一
部
」
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
情
、
そ
し
て
「
序
論
」
と
実
際
は
無
題
の
「
導
入
」
と

の
あ
い
だ
に
「
精
神
の
現
象
学
」
の
中
扉
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
情
、
こ
れ
ら
を
あ

わ
せ
て
考
え
た
と
き
、
次
の
著
作
と
な
る
『
論
理
学
』（
一
八
一
二
年
以
降
）
に
橋
渡
し

を
す
る
文
章
と
し
て
こ
の
「
序
文
」
を
読
む
と
い
う
姿
勢
も
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（12 ）

 し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
序
文
」
で
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、 „Vorrede: Vom

 w
issenschaftlichen Erkennen.“ 

と
い
う
か
た
ち
で
、 

„Vorrede“ 

と „Vom
 w

issenschaftlichen Erkennen“ 

が
コ
ロ
ン
で
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
者
は
、「
序
文
」
の
冒
頭
の
小
項
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
序
文、、」
全
体
の
趣
旨
を
総
括
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、と
み
る
こ
と
が
で

き
る（13 ）

。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、「
序
文
」
は
、「
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」

を
主
題
と
す
る
の
だ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
序
文
」
は
、
主
要
に
は
、
学
問
的
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認
識
論
を
展
開
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
課
題
意
識
を
外
し
た
解
釈
は
、
い

わ
ゆ
る
〝
勝
手
読
み
〟
の
〝
外
れ
〟
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

こ
れ
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、「『
精
神
現
象
学
』
の
「
序
文
」
の
「
目
的
」
は
、」

「「
絶
対
知
、
、
、」
を
補
っ
て

、
、
、
、『
論
理
学
』
へ
の
道
を
開
く
こ
と
で
も
あ
る
。」
と
か
、「
概

念
の
努
力
を
自
分
で
引
き
受
け
る
」
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
明
を
取
り
上
げ
て
「
こ
の

序
文
は
、『
精
神
現
象
学
』
の
「
序
文
」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
『
論
理
学
、
、
、』
の
序
文
、
、
、

と
な
っ
て
い
る
。」
と
か
い
っ
た
理
解

（14 ）は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

理
解
で
は
、「
絶
対
知
」
が
不
完
全
な
叙
述
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に

あ
た
か
も
『
精
神
の
現
象
学
』
に
は
概
念
的
に
把
握
す
る
も
の
が
な
い
か
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
い
わ
ゆ
る
序
文
不
要
論
を
示
唆
す
る
「
序
文
」
で
も
っ

て
ま
だ
見
ぬ
『
論
理
学
』
の
「
序
文
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
記
し
て
い
る
と
い
っ
た
二
重

の
不
整
合
を
来
す
読
み
を
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

ま
ず
は
、
著
作
と
し
て
の
『
論
理
学
』
と
の
関
係
を
そ
の
よ
う
に
前
提
と
す
る
こ

と
な
く
、
学
問
的
認
識
論
と
し
て
『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
序
文
」
を
読
み
切
る
必

要
性
を
痛
感
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぜ
ひ
と
も
今
後
の
著
作
と
の
関
係
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、『
論
理
学
』
に
限
定
せ
ず
そ
の
あ
と
に
続
く
べ

き
「
自
然
哲
学
・
精
神
哲
学
」
と
い
っ
た
「
実
在
哲
学
」
を
も
含
ん
だ
「
学
問
の
体

系
」
全
体

（15 ）へ
の
「
序
文
」
と
し
て
学
問
的
認
識
論
を
展
開
す
る
も
の
だ
と
、
素
直
に

受
け
取
っ
て
お
き
た
い（16 ）。 

以
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
容
目
次
ご
と
に
、
そ
の
本
文
の
解
釈
を
与
え
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。
そ
の
さ
い
、「
解
釈
」
に
相
応
す
る
全
訳
を
掲
げ
る
だ
け
の
紙
面
が
な
い

の
で
、
必
要
な
場
合
、
入
手
し
や
す
い
訳
を
頼
り
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
ち
ろ

ん
、
本
論
で
の
訳
文
は
そ
れ
ら
と
は
大
幅
に
異
な
る
が
、
原
文
の
段
落
番
号
お
よ
び

段
落
中
の
独
文
の
文
番
号
は
掲
げ
て
お
く
の
で
、
対
応
さ
せ
る
に
さ
ほ
ど
不
自
由
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

三
．「
序
文
」
の
検
討
―
―
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。 
 

序
文
へ
の
慣
習
的
説
明
要
求 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
序
文
に
対
し
「
慣
習
」
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
㈠
著
作

の
「
目
的、、」
や
「
き
っ
か
け
」
の
「
説
明 Erklärung

」、

（17 ）

㈡
「
前
時
代
」「
同
時
代
」

の
「
論
考
」
と
著
作
と
の
関
係、、の
「
説
明
」
だ
と
す
る
理
解
を
示
す
。
こ
の
二
点
に

つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
は
、
ま
ず
前
者
㈠
〈
目
的
論
〉
は
第
一
段
落
第
二
文
以

下
に
お
い
て
、
次
に
後
者
㈡
〈
関
係
論
〉
は
第
二
段
落
に
お
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
慣
習
」
的
な
「
説
明
」
の
要
求
は
、「
哲
学
的
な
著
作

の
場
合
に
は
余
計
」
で
あ
る
と
か
、「〈
懸
案
の
事
柄 Sache

〉
の
自

（18 ）

然
（N

atur

）
か

ら
し
て
不
適
当
な（unpassend

）
う
え
に
役
立
た
ず
で（zw

eckw
idrig

）
さ
え

（19 ）

あ
る
」

と
か
言
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
、
こ
の
言
明
自
身
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

立
場
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
は
、 „…

 

scheint 
…

 
nicht 

nur 
überflüßig, 

sondern 
…

 
unpassend 

und 

zw
eckw

idrig zu seyn.“ 

と
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
う
し
た
言
明
が
「
見
か

け scheinen
」
で
し
か
な
い
と
示
唆
し
て
い
る（20 ）

。
の
ち
の
第
四
八
段
落
第
十
一
文

（LVIII

）
で
は

（21 ）

、
た
い
て
い
の
「
序
文
」
と
い
う
も
の
が
「
自
由
な
流
儀
」
で
「
好
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奇
心
を
物
語
っ
て
教
え
を
垂
れ
る
さ
い
、
恣
意
や
偶
然
態
と
混
ぜ
合
わ
さ
れ
た
ま
ま

で
い
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
慣
習
的
説
明
要
求
に
応
え
る
水
準
が
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
れ
ば
、
〝
余
計
・
不
適
当
・
役
立
た
ず
〟
と
い
っ
た
理
解
は
、
一
般
の
序
文

で
は
そ
の
実
相
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
で

は
、「
序
文
」
た
る
も
の
の
本
質
が
そ
こ
で
み
ら
れ
る
〝
自
由
・
物
語
・
恣
意
・
偶

然
〟
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
〝
余
計
・
不
適
当
・
役
立
た
ず
〟
で
あ

る
こ
と
を
あ
く
ま
で
「
見
か
け
」
と
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る（22 ）

。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
哲
学
的
な
著
作
」
に
序
文
が
不
要
で

あ
る
と
す
る
積
極
的
な
主
張
を
な
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
か
も
し

れ
な
い
が（23 ）

、
そ
れ
で
も
「
序
文
」
を
記
す
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
は
、
す
く
な
く
と
も
、

こ
の
慣
習
的
説
明
要
求
の
持
つ
意
味
を
明
確
に
し
な
が
ら
、そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、

「
哲
学
的
な
著
作
」
が
こ
の
「
慣
習
」
に
ど
の
よ
う
に
応
接
す
べ
き
か
を
示
そ
う
と

し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。（
以
上
、
第
一
段
落
第
一
文
） 

こ
の
慣
習
的
説
明
要
求
が
「
余
計
」
な
り
「
不
適
当
な
う
え
に
役
立
た
ず
」
だ
と

い
う
「
見
か
け
」
が
生
ず
る
の
は
、
そ
の
「
説
明
」
が
、「
礼
儀 schicklich
」
と
し

て
、「
傾
向
や
ら
立
場
や
ら
、
一
般
的
な
内
容
や
ら
帰
結
や
ら
に
つ
い
て
物
語
風
に

（histolisch

（24 ））
跡
づ
け
る

、
、
、
、（Angabe

（25 ））」
こ
と
を
求
め
た
り
、「
真
な
る
も
の
を
あ
れ

こ
れ
と
話
す
も
ろ
も
ろ
の
主
張（Behauptungen

）や
ら
請
け
あ
い（Versicherungen
）

や
ら
を
結
び
つ
け
る
」
こ
と
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
「
主
張
」
や
「
請

け
あ
い
」は
、第
五
四
段
落
で
、「
独
断
論
」の
表
現
形
式
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る（26 ）

。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
「
跡
づ
け
」
な
ど
は
「
哲
学
上
の
真
理
を
具
現
す

（darstellen

）
べ
き

（27 ）

や
り
方
と
し
て
通
用
す
る
は
ず
が
な
い
」
か
ら
、
こ
れ
ら
が
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
と
し
て
は
、
慣
習
的
説
明
が
不
要
な
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
持
ち
出
し
た
「
哲
学
上
の
真
理
を
具

現
す
べ
き
や
り
方
」
と
は
な
に
か
？ 

こ
れ
は
自
明
な
こ
と
だ
ろ
う
か
？ 

ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
お
お
よ
そ
こ
れ
が
自
明
で
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
。
な
ん
と
も
、
慣
習

的
説
明
要
求
を
斥
け
る
た
め
に
は
、
じ
つ
に
、「
哲
学
上
の
真
理
を
具
現
す
べ
き
や
り

方
」
を
展
開
す
る
よ
う
迫
ら
れ
る
羽
目
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
、「
哲
学
上
の
真
理
を
具
現
す
る
」
と
い
う
み
ず
か
ら
の
著

作
の
「
目
的
」
と
、
こ
れ
を
「
具
現
す
る
」
方
法
を
め
ぐ
る
他
の
著
作
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
み
ず
か
ら
斥
け

て
み
せ
た
慣
習
的
説
明
要
求
に
自
分
な
り
の
仕
方
で
ま
じ
め
に
応
え
ざ
る
を
え
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
！ 

そ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
慣
習
的
説
明
要
求
に
対

し
て
、
そ
の
通
常
の
理
解
を
批
判
し
な
が
ら
、
哲
学
と
し
て
の
ま
と
も
な
説
明
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
責
め
を
塞
ご
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
序
文
」
は
、「
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
」
を
主
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
だ
。

（
以
上
、
第
一
段
落
第
二
文
） 

著
作
の
「
目
的
」
論
―
―
特
殊
の
展
開
不
在
批
判 

慣
習
的
説
明
要
求
の
第
一
は
、
著
作
の
「
目
的
」
や
「
き
っ
か
け
」
の
「
説
明
」

で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
目
的
」
の
概
念
に
焦
点
を
当
て
、「
哲
学
」
と
「
解
剖

学
」
と
を
対
比
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
異
な
っ
た
要
求
が
な
さ
れ
る
不
当

な
取
り
扱
い
を
批
判
す
る
。 

す
な
わ
ち
、
一
方
で
「
哲
学
」
の
場
合
、「
特
殊
な
も
の
を
自
分
の
う
ち
に
含
む

普
遍
態
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
特
殊
な
も
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の
」
が
不
可
欠
で
、
そ
れ
を
「
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
含
む
」
よ
う
「
現
に
成
し
遂
げ

る Ausführung

」
も
の
な
の
に

（28 ）、
慣
習
的
に
は
、
そ
れ
が
「
非
本
質
的
」
だ
と
み
な

さ
れ
、
実
態
と
し
て
は
、「
現
に
成
し
遂
げ
る
」
こ
と
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
「
目
的

や
最
終
帰
結
」
や
「
完
全
な
本
質
」
と
い
っ
た
「
普
遍
態
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
の
み
を

表
現
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
う
い
う
哲
学
も
あ
る
わ
け
で
、
そ

れ
に
対
し
て
は
、
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
第
二
二
段
落
以
降
（XXV f.

）
で
明
確
に
批
判

す
る
こ
と
に
な
る
。（
以
上
、
第
一
段
落
第
三
文
） 

他
方
で
「
解
剖
学
」
の
場
合
、「
生
命
の
な
い
現
存
在
の
面
か
ら
身
体
の
諸
部
分

の
知
見
な
ど
を
考
察
す
る
」
わ
け

（29 ）

だ
が
、「
普
遍
的
な
表
象
」
に
は
価
値
が
な
く
、
む

し
ろ
「
特
殊
な
も
の
に
心
を
砕
く
必
要
が
あ
る
と
だ
れ
も
が
確
信
し
て
い
る
」。
し
か

も
、「
目
的
」
と
い
っ
た
「
普
遍
態
」
が
あ
げ
つ
ら
わ
れ
る
と
き
に
も
、「
こ
の
神
経
、

あ
の
筋
肉
な
ど
」
と
い
っ
た
「
特
殊
な
も
の
」
を
「
概
念
」
抜
き
に
物
語
る
こ
と
で

済
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
生
命
の
な
い
現
存
在
」
を
取
り
扱
う

学
問
で
は
、
こ
う
し
た
方
法
で
十
分
に
通
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
以
上
、
第
一
段
落

第
四
・
五
文
） 

よ
う
す
る
に
、
学
問
の
「
目
的
」
と
し
て
、「
哲
学
」
の
場
合
は
、「
普
遍
態
」
が

求
め
ら
れ
て
「
特
殊
な
も
の
」
が
捨
て
去
ら
れ
、「
解
剖
学
」
の
場
合
は
、
逆
に
「
特

殊
な
も
の
」
が
求
め
ら
れ
て
「
普
遍
態
」
も
そ
れ
に
還
元
さ
れ
て
捨
て
去
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
正
反
対
の
学
問
観
が
あ
り
、「
哲
学
」
の
場
合
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に

は
「
特
殊
な
も
の
」
が
必
要
な
の
だ
か
ら
、「
解
剖
学
」
と
同
様
に
な
る
べ
き
な
の
か

も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、「
解
剖
学
」
の
方
法
は
、「
概
念
を
欠
い
た
物
語
風
の
や
り
方
」

で
あ
る
か
ら
、
実
の
と
こ
ろ
「
学
問
の
名
に
値
し
な
い
知
見
の
集
合
」
を
も
た
ら
す

に
す
ぎ
ず
、「
哲
学
」
が
こ
れ
と
同
じ
轍
を
踏
む
と
な
れ
ば
、
二
重
の
意
味
で
「
真
理

を
把
握
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、「
特
殊
な
も
の
」
は
不
要

な
の
に
そ
れ
が
示
さ
れ
る
と
い
う
世
間
一
般
の
「
哲
学
」
観
の
意
味
で
、
他
方
で
は
、

「
概
念
を
欠
い
た
物
語
」と
い
う
学
問
の
本
質
に
関
わ
る
意
味
で
。こ
れ
は
、「
学
問
」

観
と
し
て „U

ngleichheit“ 

で
あ
る
。
こ
の „U

ngleichheit“ 

に
は
、「
学
問
」

的
尺
度
が
異
な
る
点
で
「
不
平
等
」
の
意
味
と
、「
学
問
」
な
ら
ざ
る
方
法
に
従
う
こ

と
で
「
真
理
を
把
握
で
き
な
い
」
事
態
に
な
る
と
い
う
「
異
常
事
態
」
の
意

（30 ）

味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。（
以
上
、
第
一
段
落
第
六
文
） 

な
お
、「
解
剖
学
」
に
つ
い
て
は
、「
理
性
章
Ａ
節
ａ
自
然
の
観
察
」
に
お
け
る
第

二
七
六
段
落
（209 ff.

）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、「
感

受
性
」、「
反
応
性
」、「
再
生
産
」
の
三
つ
の
モ
メ
ン
ト
へ
の
関
心
が
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ（31 ）

、
キ
リ
ア
ン（32 ）

が
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
「
ｃ
自
己
意

識
を
み
ず
か
ら
の
直
接
的
な
現
実
態
へ
の
関
係
で
観
察
す
る
こ
と
」
の
「
頭
蓋
論
」

第
三
三
〇
段
落
（266 ff.

）
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ガ
ル
が
関

わ
っ
て
い
る（33 ）

。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
の
『
比
較
解
剖
学
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
』
や
ヒ

（34 ）

ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
『
人
間
の
解
剖
学
教
科
書
』
を
所

（35 ）

持
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
も
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
解
剖
学
」
へ
の
言
及
は
、
医
学
の

根
源
と
な
る
基
礎
的
な
学
問
と
い
う
位
置
づ
け
も
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
ラ
ン
ツ
フ
ー
ト
大
学
で
一
八
〇
二
年

「
医
学
名
誉
博
士
」
の
称
号
を
得
て
い
る（36 ）

。（
以
上
、
第
一
段
落
） 
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著
作
の
「
関
係
」
論
―
―
賛
成
・
反
対
の
二
分
論
批
判 

慣
習
的
説
明
要
求
の
第
二
は
、「
前
時
代
」「
同
時
代
」
の
「
論
考
」
と
著
作
と
の

関
係
の
「
説
明
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
説
明
」
に
反
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
由
は
、

「
哲
学
と
は
異
質
な
関
心
を
引
き
入
れ
」、「
真
理
を
認
識
す
る
さ
い
に
な
に
が
肝
要

な
の
か
を
曇
ら
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る（37 ）

。
そ
の
「
異
質
な
関
心
」
の
根
本
は
、

「
現
前
す
る
哲
学
の
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
賛
成
か
反
対
か
」
と
い
う
二
分
法
を
迫
る

「
思
い
つ
き M

eynung

」
の
政

（38 ）

治
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。M

eynung 

は
、「
意

見
」
と
も
訳
し
う
る
が
、
よ
う
す
る
に
、
当
人
に
は
確
た
る
も
の
と
し
て
思
い
浮
か

ん
だ
考
え
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
さ
し
あ
た
り
固
執
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
み
ず

か
ら
が
依
拠
す
る
〝
客
観
的
な
〟
根
拠
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
え
ば
容
易
に
他
の
「
意

見
」に
移
り
う
る
な
に
か
で
あ
る
。こ
れ
に
か
か
れ
ば
、「
哲
学
の
シ
ス
テ
ム
間
の〈
違

い
〉」
は
、
た
ん
な
る
「
矛
盾
」
で
し
か
な
く
、
そ
の
間
に
「
真
理
が
次
の
段
階
に
展

開
す
る
」
あ
り
方
を
「
概
念
的
に
把
握
す
る
」
こ
と
が
な
い
。（
以
上
、
第
二
段
落
第
一

文
～
第
三
文
） 

こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
評
価
は
、「
哲
学
」
の
根
本
問
題
に
触
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、「
哲
学
」
の
固
有
の
方
法
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
倣
っ
て
問
答
で
あ
る
な
ら

ば
、
相
手
の
議
論
を
駁
す
る
こ
と
な
く
み
ず
か
ら
の
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
の
が
「
哲
学
」
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
「
哲
学
の

シ
ス
テ
ム
」
が
存
在
主
張
で
き
る
た
め
に
は
、
ほ
か
の
「
哲
学
の
シ
ス
テ
ム
」
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
間
に
は
否
定
の
か
た
ち
で
あ
る
に
せ
よ
密
接
不
可
分

な
関
係
が
あ
る
わ
け
で
あ
る（39 ）

。 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
が
、
み
ず
か
ら
の
も
の
と
は
異
な
る
「
哲
学
シ

ス
テ
ム
」
で
あ
る
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
に
対
す
る
批
判
が

伴
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
ほ
か
を
捨
て
て
み
ず
か
ら
に
就
け
」
と
い

っ
た
折
伏
の
立
場
を
採
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
よ
く
よ
く
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
り
わ
け
、
こ
の
「
序
文
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
と
し
て
―
―
そ
の
当

の
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
に
よ
っ
て
も
―
―
一
面
的
に
読
ま
れ
る
と
き
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
意
図
せ
ざ
る「
関
心
」を
呼
び
覚
ま
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
言
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
思
い
つ
き
」
し
か
で
き
な
い
手
合
い
に
は
、「
序

文
」
は
書
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
見
か
け
で
は
争
い
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
が
持
つ
形
態
の
な
か
に
、
た
が
い
に
必
要
不
可
欠
な
構
成
要
素
を
認
識
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。」し
か
し
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、「
植
物
」

の
「
流
動
す
る
自
然
」
と
同
様
に
、
ほ
か
の
「
哲
学
の
シ
ス
テ
ム
」
も
「
必
要
不
可

欠
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
哲
学
」
の
「
有
機
的
な
統
一
」、「
全
体
の

生
命
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る（40 ）

。（
以
上
、
第
二
段
落
第
四
文
～
第
七
文
） 

序
文
へ
の
慣
習
的
説
明
要
求
へ
の
応
答
―
―
現
実
的
な
認
識
で
は
な
い 

以
上
、
序
文
へ
の
慣
習
的
説
明
要
求
―
―
「
目
的
」
と
「
関
係
」
の
明
示
―
―
の

批
判
的
検
討
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
認
識
の
〈
は
じ
ま
り
〉
以
上

の
も
の
と
し
て
」「
現
実
的
な
認
識
と
し
て
通
用
す
る
」
こ
と
を
判
断
基
準
と
す
る
。

そ
し
て
、
序
文
へ
の
慣
習
的
説
明
要
求
に
対
し
て
そ
れ
を
愚
直
に
受
け
と
め
て
応
え

る
こ
と
は
、「〈
懸
案
の
事
柄
〉
そ
の
も
の
を
回
避
す
る
」
意
識
的
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
だ

と
断
ず
る
。
こ
こ
に
は
一
部
容
認
的
な
論
理
も
含
ま
れ
て
い
て
、「
認
識
の
〈
は
じ
ま

り
〉」
と
し
て
話
題
を
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
序
文
の
位
置
づ
け
や
そ
れ
へ
の
対
応

は
可
能
だ
、
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。『
論
理
学
』
の
「
始
源
」
論
は
そ
れ
に
あ
た
る
。
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し
か
し
、
慣
習
的
説
明
要
求
が
あ
く
ま
で
目
的
と
関
係
の
明
示
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
以
上
、
哲
学
と
し
て
は
序
文
に
お
い
て
は
や
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
認
識
の

〈
は
じ
ま
り
〉」で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
、哲
学
と
し
て
は「
現
実
的
な
認
識
」

と
し
て
通
用
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、〈
は
じ
ま
り
〉
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
哲
学
と
し
て
は
、「
現
実
的
な
認
識
」
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を

え
ず
、
で
き
も
し
な
い
「
出
鱈
目
」
に
手
を
染
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
以
上
、
第
三
段
落
第
一
文
～
第
三
文
） 

よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、
第
一
の
「
目
的
」
論
に
対
応
し
て
、「
懸
案
の
事
柄
は
、

そ
の
目
的
で
は
な
く
そ
れ
を
現
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
尽
く
さ
れ
る
。」

と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
目
的
」
理
解
、
す
な
わ
ち
、「
目
的
は
、
そ

れ
だ
け
で
独
立
す
る
な
ら
、
生
命
を
欠
い
た
普
遍
的
な
も
の
」
で
し
か
な
い
と
い
う

考
え
が
働
い
て
い
る
。「
目
的
」
が
こ
の
よ
う
に
な
る
と
、「
現
実
態
」
か
ら
「
傾
向
」

が
「
抜
き
去
ら
れ
」、
さ
ら
に
こ
の
「
傾
向
」
す
ら
も
「
抜
き
去
ら
れ
」
て
し
ま
う
。

よ
う
す
る
に
、
そ
こ
に
は
生
命
は
な
く
、
解
剖
学
が
相
手
に
す
る
「
屍
」
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ひ
い
て
は
「
目
的
」
は
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然

で
あ
ろ
う
。「
現
に
成
し
遂
げ
る
」
こ
と
抜
き
に
は
、「
目
的
」
は
達
成
さ
れ
る
は
ず

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
以
上
、
第
三
段
落
第
四
文
） 

ま
た
、
第
二
の
「
関
係
」
論
に
つ
い
て
、
他
の
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
と
の
〈
違
い
〉

は
、「
懸
案
の
事
柄
の
限
界
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
で
は
、
み
ず

か
ら
の
論
は
、
そ
う
し
た
他
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
界
を
具
え
る
が
ゆ
え
に
、
独

自
に
成
り
立
つ
は
ず
な
の
で
あ
る
。（
以
上
、
第
三
段
落
第
五
文
） 

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
第
一
の
「
目
的
」
論
に
し
て
も
、
第
二
の
「
関

係
」
論
に
し
て
も
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
簡
単
で
、
と
い
う
の
も
、「
懸
案
の
事
柄
」
に

取
り
組
む
必
要
が
な
く
、「
自
分
自
身
に
寄
り
添
う
」
だ
け
―
―
つ
ま
り
自
分
勝
手
に

議
論
を
展
開
す
る
だ
け
―
―
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。（
以
上
、
第
三
段
落
第
六
文
・
第

七
文
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
内
実
あ
る
至
純
な
も
の G

ehalt und G
ediegenheit

」
―
―

（41 ）

す
な

わ
ち
だ
れ
が
見
て
も
明
ら
か
な
も
の
―
―
に
つ
い
て
、「
評
価 beurtheilen

」
す
る

態
度
と
「
把
握 fassen

」
す
る
態
度
と
を
対
比
し
て
、「
評
価
」
す
る
よ
り
は
「
把

握
」
す
る
ほ
う
が
難
し
く
、
さ
ら
に
「
評
価
と
把
握
と
を
一
体
化
す
る
」
こ
と
の
困

難
さ
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
、
中
心
的
に
は
、「
把
握
す
る
」
こ
と
に
哲
学
的
な
課

題
が
あ
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
評
価
」
と
は
、「
関
係
」
論
に
か

か
わ
っ
て
、
議
論
に
白
黒
を
つ
け
る
態
度
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
把
握
」
と

は
、「
目
的
」
論
に
か
か
わ
っ
て
、「
現
に
成
し
遂
げ
る
」
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
、『
精
神
の
現
象
学
』
全
体
に
お
い
て
、
当
時
の
諸
議
論
と
の

「
関
係
」
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
「
評
価
」
し
な
が
ら
、「
目
的
」
を
「
現
に
成
し
遂
げ

る
」
と
い
う
「
難
し
い
」
こ
と
を
遂
行
す
る
旨
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
以
上
、

第
三
段
落
第
八
文
） 

「
生
命
」
の
「
教
養
形
成
」
論
―
―
「
目
的
」
論
へ
の
礼
儀 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
四
段
落
で
、「
実
体
的
な
生
命 substantielles Leben

」
に
議
論

を
転
ず
る
。
形
容
詞
と
は
い
え
「
実
体
」
へ
の
論
及
は
こ
こ
が
初
め
て
と
な
る（42 ）

。 
い
ま
、
文
脈
の
転
換
と
し
て
〝
転
ず
る
〟
と
し
た
が
、「
生
命
」
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
第
一
段
落
に
お
い
て
、「
解
剖
学
」
に
関
し
、
こ
れ
が
「
生
命
の
な
い
現
存
在

の
面
か
ら
身
体
の
諸
部
分
の
知
見
な
ど
を
考
察
す
る
」
も
の
と
し
て
否
定
的
に
言
及
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さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
段
落
で
は
、「
植
物
」
の
「
流
動
す
る
自
然
」

に
つ
い
て
触
れ
、「
生
命
」の
全
体
性
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
た
。第
三
段
落
で
は
、

「
目
的
」
論
を
「
生
命
を
欠
い
た
普
遍
的
な
も
の
」
だ
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
理
解
に
よ
る
と
、
死
せ
る
も
の
を
扱
う
「
解
剖
学
」
と
の
対
比
で
、
哲
学
は
、

「
生
命
」
の
あ
る
「
自
然
」を
取
り
扱
う
も
の
な
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、「
生
命
」

は
、
哲
学
に
と
っ
て
議
論
の
土
俵
と
し
て
「
実
体
的
」
で
あ
り
、「
直
接
態
」
な
の
で

あ
る
。 

こ
の
さ
い
、「
生
命 Leben

」
を
人
間
の
〝
生
活
〟
と
し
て
限
定
的
に
理
解
し
て
は

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
金
子
武
蔵
は
、「
人
間
が
絶
対
者
や
神
に
対
し
て
信
頼
を
抱

い
て
い
る
状
態
」
と
し
、「
実
体
的
生
活
と
は
信
仰
の
生
活
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て

い
る
が（43 ）、「
実
体
」
と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
「
絶
対
者
や
神
」
と
理
解
す
る
態
度
に
よ
っ

て
こ
の
解
釈
は
生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
し
ん
ば
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て

も
、「
絶
対
者
や
神
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
〝
人
間
以
外
の
生
命
〟
が
除
外

さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、
哲
学
が
「
生
命
」
を
取
り
扱
う
と
は
い
っ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ

ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
言
明
は
〈
は
じ
ま
り
〉
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
示
し
て
哲
学
が
成
り

立
つ
わ
け
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
「
実
体
的
な
生
命
の
直
接
態
」
か
ら
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
「
教
養
形
成
」
し
て
「
脱
出 H

erausarbeiten

」
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
哲
学
が
死
せ
る
「
解
剖
学
」
を
批
判
す
る
な
ら
、
哲
学
は
「
生
命
」
を
そ
の
も

の
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
直
接
態
」
と
し
て
の
「
生

命
」
か
ら
は
「
脱
出
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（44 ）

。
生
命
が
直
接
態
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
を
超
え
た
も
の
が
指
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
さ

い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
教
養
形
成
」
に
必
要
な
こ
と
と
し
て
主
張
す
る
の
は
、「
懸
案
の

事
柄
の
思
考
枠
組
（G

edanke

）
に
ま

（45 ）

で
労
働
し
て
登
り
つ
め
る
こ
と
」、
そ
し
て
「
根

拠
に
基
づ
い
て
」「
生
命
」
の
「
直
接
態
」
を
甲
論
乙
駁
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
以
上
、

第
四
段
落
第
一
文
） 

こ
の
よ
う
に
、「
生
命
」
を
〈
は
じ
ま
り
〉
と
し
て
こ
れ
を
〈
お
わ
り
〉（
目
的
）

と
す
る
の
が
、
哲
学
の
本
懐
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
序
文
へ
の
慣
習
的
説
明
要
求

に
対
し
て
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
序
文
の
本
義
を
解
明
し
、
よ
っ
て
も
っ
て
、「
学

問
の
シ
ス
テ
ム
」
の
議
論
の
土
俵
を
確
固
と
し
て
築
い
た
。
そ
し
て
、『
精
神
の
現
象

学
』
と
し
て
は
、
哲
学
は
、
死
せ
る
「
解
剖
学
」
と
は
異
な
っ
て
、「
生
命
」
を
そ
の

ま
ま
の
か
た
ち
で
解
明
す
べ
き
な
の
だ
か
ら
、「
生
命
」
自
身
が
「
懸
案
の
事
柄
そ
の

も
の
に
関
わ
る
と
い
う
経
験
を
積
ま
せ
る
場
」
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、「
社
交
界
で
も
礼
儀
に
か
な
っ
た
地
位 in der 

Conversation ihre schickliche Stelle

」
を
獲
得
す
る
方
法
だ
と
の
み
ず
か
ら
の
信

念
を
披
歴
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
序
文
」
は
、
序
文
の
慣
習
的
説
明
要
求
に
お
け
る
「
目

的
」
論
へ
の
「
礼
儀
」
に
か
な
っ
た
応
答
な
の
で
あ
る
。（
以
上
、
第
四
段
落
第
二
文
） 

 

㈠ 

真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
の
真 

 

の
形
態
は
学
問
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。 

 

「
真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
の
真
の
形
態
は
学
問
的
な

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。」
と
の
小
項
目
は
、「
序
文
」
の
下
位
項
目
と
し
て
最
初
の
も
の
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と
も
い
え
る
。『
精
神
の
現
象
学
』
が
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
達
成
す
べ
き
も
の
は
、
こ
の

「
真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
「
概
念
」
に
高
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
『
精
神
の
現
象
学
』
が
「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
の

う
ち
の
第
一
部
」（
第
二
七
段
落
第
一
文
）
―
―
こ
れ
は
一
八
三
一
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

の
改
訂
で
削
除
さ
れ
た

（46 ）―
―
と
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
初
版
出
版
の
時

点
で
は
、「
概
念
」
に
高
ま
る
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
も
「
学
問
」
と
み
な
し
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
さ
い
、『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
「
概
念
」
が
登
場
せ
ず
、
次
の
『
論
理
学
』

で
こ
そ
「
概
念
」
が
登
場
す
る
と
い
っ
た
分
断
的
な
理
解
を
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。『
精
神
の
現
象
学
』
で
も
、
そ
れ
が
「
真
な
る
も
の
」
を
展
開
す
る
か
ぎ
り
、
概

念
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
そ
れ
自
体
で
は
「
概
念
」
に
高
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る
各
種
議
論
の
出
発
点
は
、「
概

念
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
概
念
」
な
ら
ざ
る
表
象
に
あ
る
。
い
ず
れ
本
論
考
で
も

詳
論
す
る
こ
と
に
な
る
が
（
次
号
以
下
）、
こ
の
場
で
は
の
ち
の
小
項
目
で
い
う
「
表

象
さ
れ
た
周
知
の
も
の
を
思
考
枠
組
に
変
え
る
こ
と
」、「
ま
た
表
象
さ
れ
た
周
知
の

も
の
を
概
念
に
変
え
る
こ
と
」
が
『
精
神
の
現
象
学
』
の
基
本
的
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。 

小
項
目
の
開
始
地
点 

と
こ
ろ
で
、「
序
文
」
で
記
さ
れ
た
こ
の
小
項
目
の
開
始
地
点
は
、
ペ
ー
ジ
数
で

い
え
ば
原
書VII

頁
で
あ
り
、
段
落
開
始
を
も
っ
て
小
項
目
も
開
始
す
る
と
す
れ
ば
、

第
六
段
落
に
み
る
の
が
良
さ
そ
う
に
思
う
。
た
し
か
に
、
第
六
段
落
冒
頭
は
、
前
の

第
五
段
落
を
参
照
す
る
か
た
ち
だ
が
、「
真
理
が
み
ず
か
ら
の
現
実
存
在
の
エ
レ
メ
ン

ト
を
た
だ
概
念
の
も
と
に
の
み
持
つ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
六
段
落

の
中
心
的
な
主
張
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
対
面
す
る
「
現
代
」
で
は
、「
概
念
の
形
式
と
正

反
対
の
も
の
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」（
第
六
段
落
第
三
文
）
と
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
小

項
目
を
積
極
的
に
展
開
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
第
六
段
落
で
は
、「
学
問
的

な
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
で
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ

れ
は
、
第
五
段
落
冒
頭
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
た
と
き
、「
真
な

る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
の
真
の
形
態
は
学
問
的
な
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。」
と
の
小
項
目
は
、
す
で
に
第
五
段
落
で
始
ま
っ
て
い
る
、
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う（47 ）

。 

学
問
的
な
シ
ス
テ
ム 

と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
概
念
」
に
先

（48 ）

立
っ
て
、
ま
ず
、「
学
問
的
な
シ
ス
テ

ム
」の
要
求
か
ら
議
論
す
る
。す
な
わ
ち
、「
真
理
が
現
実
存
在
す
る
真
の
形
態
に
は
、

真
理
の
学
問
的
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。」（
第
五
段
落
第
一
文
）
こ
の
さ
い
、

「
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
、「
学
問
」
に
つ
い
て
の
議
論
が

な
さ
れ
る
。「
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
言
及
は
、「
序
文
」
の
範
囲
に
お
い
て
、
こ
れ
以
降

は
、
第
十
七
段
落
、
第
二
四
段
落
、
第
二
五
段
落
、
第
二
七
段
落
、
第
三
八
段
落
、

第
四
八
段
落
、第
七
一
段
落
。い
ず
れ
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、「
シ
ス
テ
ム
」

の
具
体
的
な
内
容
展
開
は
留
保
さ
れ
、
ほ
ぼ
「
学
問
」
と
同
義
な
も
の
と
し
て
語
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
四
段
落
第
一
文
に
お
い
て
、「
知
は
、
学
問
と
し
て
、
つ
ま

り
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
み
現
実
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
具

現
し
う
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
留
保
は
、
序
文
の
場
に
お
い
て
は
当
然
の

こ
と
で
、
内
容
は
、
実
際
の
議
論
展
開
で
は
じ
め
て
提
示
で
き
る
と
す
る
立
場
と
同
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列
で
あ
ろ
う
。 

「
知
へ
の
愛
」
か
ら
「
学
問
」
へ 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
哲
学
」
の
原
義
で
あ
る
「
知
へ
の
愛
（Liebe

）」
か
ら
「
学
問
」

へ
の
哲
学
観
の
転
換
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
（
第
五
段
落
第
二
文
）。「
学
問
」
と
訳
す 

W
issenschaft 

は
、「
知
」
と
訳
す W

issen 

か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
。W

issen 

に
接
尾
辞 -schaft 
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
関
係
・
状
態
・
地
位
・
職
・

行
為
な
ど
」（『
独
和
大
辞
典
』
第
二
版
、
小
学
館
）
の
意
味
を
付
け
加
え
て
い
る
。
哲
学

が「
現
実
的
な
知
」に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
目
標
か
ら
す
れ
ば
、「
学
問
」

は
、「
現
実
的
な
知
」
を
も
た
ら
す
「
行
為
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
達
成
し
た

「
状
態
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る（49 ）

。
先
に
指
摘
し
た
「
学
問
」
と
「
シ
ス
テ
ム
」
の
同

一
視
の
立
場
を
入
れ
込
ん
で
考
え
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
現
実
的
な
知
」
を
「
シ
ス

テ
ム
」
化
す
る
こ
と
を
「
学
問
」
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、「
哲
学
」
が
「
学
問
」
だ
と
す
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
創
見
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、『
知
識
学
の
概
念
―
―
あ
る
い
は
い
わ

ゆ
る
哲
学
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
冒
頭
で
「
哲
学
は
一
箇
の
学
〔W

issenschaft

〕
で

あ
る
」
と
し
て
い
る（50 ）

。「
学
問
」
が
「
現
実
的
な
知
」
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
カ
ン
ト

の
学
問
観
に
も
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
経
験
的
思
考

一
般
の
要
請
」
に
よ
る
と
、「
経
験
の
質
料
的
条
件
（
感
覚
）
と
関
連
す
る
も
の
は
、

現
実
的
で
あ
る
〔w

irklich

〕。」
と
し
て
い
る（51 ）

。「
純
粋
理
性
の
建
築
術
」
で
は
、「
体

系
的
統
一
〔system

atische Einheit

〕
は
、
通
常
の
認
識
を
は
じ
め
て
学

〔W
issenschaft

〕
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
だ
と
さ
れ
る（52 ）

。
カ
ン
ト
は
、
体
系

性
に
親
和
的
で
あ
る（53 ）

。
し
か
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
体
系
的
形
式
〔system

atische 

Form

〕
は
学
に
と
っ
て
は
単
に
偶
然
的
で
あ
ろ
う
。そ
れ
は
学
の
目
的
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
単
に
目
的
に
対
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
す

（54 ）

る
。
シ
ェ
リ
ン
グ

は
、
哲
学
を
学
問
だ
と
は
す
る
が
、「
絶
対
的
全
体
を
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
完
結

し
て
い
る
体
系
〔System

〕
と
し
て
実
在
的
に
と
ら
え
る
〔begreifen

〕」
こ
と
に
は

疑
念
を
挟
ん
で
い
る
。
も
し
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、「
叡
知
〔Intelligenz

〕

は
有
限
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
一
切
〔Alles

〕
を
本
当
に
一
〔Eines

〕
と
し
て
と

ら
え
る
が
、
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
何
物
を
も
特
定
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
な

い
こ
と
に
な
ろ
う

（55 ）」。
よ
う
す
る
に
、
哲
学
が
体
系
と
し
て
実
在
を
全
体
的
に
把
握
し

よ
う
と
し
て
も
、
哲
学
は
「
一
」
以
外
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。 

こ
う
し
た
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
素
志
に
復
帰
し
て
、
哲
学
を
学
問

と
し
て
シ
ス
テ
ム
化
す
る
意
欲
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

「
知
へ
の
愛
」
か
ら
の
脱
却
の
意
図
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
留
意
し
て
お
く
べ
き

は
、
そ
れ
が
「
愛
」
か
ら
の
脱
却
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（56 ）

。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、「
愛
」
に
よ
っ
て
「
知
」
を
曇
ら
せ
る
立
場
へ
の
、
の
ち
の
言
及
を
参
照
す

る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
第
六
段
落
で
「
神
の
愛
」、
第
七
段
落
で
「
宗
教
も
愛
も
」、

第
十
九
段
落
で
「
愛
の
遊
び
」、
第
二
三
段
落
で
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
、
お

も
に
宗
教
的
な
「
愛
」
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
認
識
に
「
愛
」
を
さ
し
は

さ
む
さ
い
の
曇
り
が
問
題
と
さ
れ
る
。 

知
が
学
問
で
あ
る
必
然
態 

「
知
が
学
問
で
あ
る
」
こ
と
に
は
「
必
然
態
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
内
的
な
必
然

態
」（
第
五
段
落
第
三
文
）
と
「
外
的
な
必
然
態
」
に
分
か
た
れ
る
（
第
五
段
落
第
四
文
）。 
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そ
の
「
内
的
な
必
然
態
」
は
、「
知
の
自
然
」
だ
と
さ
れ
、
こ
れ
は
哲
学
が
そ
の

「
満
足
い
く
説
明
」
を「
具
現
す
る
」
と
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
精
神
の
現
象
学
』

全
体
が
、「
知
が
学
問
で
あ
る
こ
と
」
の
「
内
的
な
必
然
態
」
の
「
具
現
」
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。 

そ
の
「
外
的
な
必
然
態
」
は
、「
内
的
な
必
然
態
」
が
「
形
態
の
か
た
ち
で
表
象

さ
せ
る
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
、「
外
的
な
必
然
態
」
は
、
実
際
に
知
を
営
む
「
人

格
の
偶
然
態
と
か
個
体
と
し
て
の
動
機
と
か
と
い
っ
た
こ
と
を
度
外
視
し
て
普
遍
的

な
仕
方
で
把
握
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
個
々
人
の
知
の
あ
り
方

と
は
別
水
準
の
世
間
に
お
け
る
学
問
的
到
達
点
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

そ
れ
に
し
て
も
、「
内
的
な
必
然
態
」
や
「
外
的
な
必
然
態
」
と
は
唐
突
な
表
現

で
あ
り
、
な
に
ご
と
が
「
必
然
態
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
の
ま
ま
で

は
不
分
明
と
す
る
し
か
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
し
て
は
、「
内
的
な
必
然
態
」
は
哲
学
が

具
現
す
る
と
し
た
し
、「
外
的
な
必
然
態
」
は
そ
の
形
態
だ
と
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ

ら
の
必
然
態
は
今
後
の
議
論
で
展
開
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
読
者
に
対
し
〝
乞
う

ご
期
待
〟
の
態
度
で
臨
ん
で
い
る
、
と
理
解
す
る
の
が
テ
キ
ス
ト
の
限
界
内
で
の
解

釈
に
な
る
だ
ろ
う
。 

た
だ
、
学
問
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
よ
う
に
内
外
の
必
然
態
を
問
題
と
す
る
発
想
に
は
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の『
学
問
論
』の
議
論
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。す
な
わ
ち
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、「
外
的
な
体
制
の
実
現 Realisirung eines äußern O

rganism
us

」

の
〝
必
然
態
〟
を
次
の
よ
う
に
い
う
。「
現
実
的
な
知
識
は
根
本
知
〔U

rw
issen

〕
の

契
機
的
な
顕
示
〔O

ffenbarung

〕
だ
か
ら
、
必
然
的
に
歴
史
的
な
面
を
も
ち
、
ま
た

一
切
の
歴
史
が
理
念
の
表
現
と
し
て
の
外
的
な
体
制
の
実
現
を
目
指
す
限
り
、
学
問

は
客
観
的
な
現
象
や
外
的
な
存
在
〔Existenz

〕［
一
つ
の
外
的
な
体
制
］
を
自
分
に

与
え
る
必
然
的
な
努
力
を
な
す
の
で
あ
る
。」こ
れ
に
対
し
、哲
学
は
、こ
う
し
た「
外

的
な
体
制
」
と
し
て
現
象
す
る
「
内
的
な
体
制
を
表
現
し
た
も
の der Abdruck des 

innern O
rganism

us

」
だ
と
さ
れ
る（57 ）

。 

と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、「
内
的
な
必
然
態
」
が
「
形
態
」
化
す
る
こ
と
の

類
例
と
し
て
、「
時
間
（Zeit

）
が
み
ず
か
ら
の
モ
メ
ン
ト
（ihrer M

om
ente

）
の
現

存
在
を
表
象
さ
せ
る
」
こ
と
を
参
照
さ
せ
て
い
る
。
金
子
武
蔵
は
、
こ
の „Zeit“ 

を

「
時
代
」
と
読
み
、 „ihrer M

om
ente“ 

を
「
こ
の
必
然
態
の
諸
契
機
」
と
読

（58 ）

む

（
こ
の
読
み
は
、
第
五
段
落
第
五
文
で
の „Zeit“ 

理
解
と
連
動
し
て
い
る
）。
し
か
し
、
こ

れ
は
深
読
み
の
し
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 „w

as die innere, in der 

G
estalt w

ie die Zeit das D
aseyn ihrer M

om
ente vorstellt.“ 

と
い
う
原
文

で
、„w

ie“ 

文
は
、
副
文
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、„w

as die innere, in der G
estalt 

vorstellt.“ 

と „w
ie die Zeit das D

aseyn ihrer M
om

ente vorstellt.“ 

の

二
文
が
、„vorstellt“ 

を
共
有
し
て
縮
約
す
る
修
辞
に
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
縮
約
の
観
点
か
ら
す
る
と
、„ihrer“ 

は
、„Zeit“ 

を
指
示
し
て
い
る
、
と
読
む

べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
時
間
は
、
み
ず
か
ら
の
モ
メ
ン
ト
の
現
存
在
を
表
象

さ
せ
る
」。「
時
間
」
の
「
モ
メ
ン
ト
」
と
は
、
〝
現
在
・
過
去
・
未
来
〟
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、「
内
的
な
必
然
態
は
、
形
態
の
か
た
ち
で
、
な
に
か
を
表

象
さ
せ
る
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
問
的
到
達
点
（
過
去
）
を
踏
ま
え
て
新
た
に
達

成
す
べ
き
課
題
（
未
来
）
が
い
ま
現
在
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
な
に
か
」
が
「
外
的
な
必
然
態
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
問
的
認
識
論
は
、
時
間
の
契
機
に
促
さ
れ
て
課
題
の
明
確
化
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が
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

哲
学
が
学
問
に
高
ま
る
時 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
哲
学
が
学
問
へ
と
高
ま
る
時
が
き
て
い
る
（an der Zeit ist

）」（
第

五
段
落
第
五
文
）
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
の
い
ま
現
在
の
課
題
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。

„Es ist an der Zeit, daß …
“ 

と
い
う
の
は
、『
独
和
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
…

す
べ
き
時
が
き
た
」
と
い
う
一
般
的
な
表
現
で
あ
る
。
金
子
武
蔵
は
、
こ
の 

„Zeit“ 

も
「
時
代
」
と
読
む
。
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
誇
大
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と

は
、
次
の
第
六
段
落
に
お
け
る „U

eberzeugung des Zeitalters“ 

の
理
解
の
仕

方
と
も
連
動
す
る
の
で
、そ
こ
で
ま
た
議
論
し
た
い
。い
ず
れ
に
せ
よ
、„an der Zeit 

ist“ 

の „Zeit“ 

を
「
時
代
」
と
読
む
だ
け
の
意
味
が
な
い
、
と
い
う
平
凡
な
理
解

に
立
て
ば
、
前
文
の „Zeit“ 

も
同
様
に
「
時
代
」
と
読
む
だ
け
の
意
味
が
な
い
こ

と
に
落
ち
着
く
。
こ
こ
で
の
「
時
」
は
、
大
状
況
的
な
「
時
代
」
意
識
―
―
歴
史
意

識
―
―
な
ど
で
は
な
く
、「
内
的
必
然
態
」
が
展
開
す
る
さ
い
の
「
時
」
で
あ
り
、
の

ち
に
小
見
出
し
と
し
て
「
精
神
の
い
ま
の
立
場
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論

壇
意
識
を
も
っ
た
現
在
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
「
時
」
が
き
て
い
る
と
い
う
切
迫
感
を
「
直
示
す
る aufzeigen

」

こ
と
が
、「
哲
学
を
学
問
化
す
る
と
い
う
目
的
を
掲
げ
る
」
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
試
み
を
正

当
化
す
る
唯
一
の
真
な
る
方
法
」
だ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
文
は
、
接
続
法
二
式
の
反
実
仮
想
文
で
、
よ
し
ん
ば
肯
定
的
要
素
が
あ
る

と
し
て
も
淡
い
願
望
程
度
の
こ
と
で
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
す
ら
も
ヘ
ー
ゲ

ル
は
抱
い
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
十
分
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
時
」
を
「
直

示
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
反
駁
さ
れ
る
こ
と
は
、「
感
性
的
確
信
」
の

議
論
の
本
質
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
重
々
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
接
続
法
二
式
な
の
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
試
み
」
を
「
正
当
化
」
す
る
こ
と
に
一
縷
の
望
み
が

あ
る
と
す
れ
ば
、「
学
問
に
高
ま
る
こ
と
が
」、「
哲
学
を
学
問
化
す
る
と
い
う（diesen

）

目
的
」
の
「
必
然
態
を
証
明
し
」、
こ
の
「
目
的
を
現
に
成
し
遂
げ
る
（ausführen

）」

か
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
実
際
に
哲
学
が
「
学
問
に
高
ま
る
」
こ
と
以
外
で
は
な

い
。
だ
か
ら
、「
哲
学
が
学
問
へ
と
高
ま
る
時
が
き
て
い
る
」
と
い
く
ら
「
直
示
」
し

て
み
て
も
、
い
っ
こ
う
に
埒
が
明
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
理

由
づ
け
も
失
格
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
接
続
法
二
式
で
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
以
上
、
第
五
段
落
） 

真
理
の
現
実
存
在
の
エ
レ
メ
ン
ト
―
―
概
念 

「
学
問
」
が
「
真
理
の
真
の
形
態
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
真
理
」
の
「
現
実
存

在
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
が
「
概
念
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
六
段
落
第
一
文
）。
当

然
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
、「
学
問
」
が
「
概
念
」
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
学
問

観
が
は
た
ら
い
て
い
る
。「
概
念
」
を
重
視
す
る
学
問
観
の
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
、

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
概
念
」
の
立

場
は
、「
時
代
の
信
念 U

eberzeugung des Zeitalters

」（
同
）
と
は
「
正
反
対
」（
同

第
三
文
）
の
立
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
「
時
代
の
信
念
」
は
、
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。 

概
念
に
反
対
す
る
直
観
、
直
接
的
な
知
、
宗
教
、
存
在
の
立
場 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
真
な
る
も
の
」
が
、「
絶
対
的
な
も
の
」
の
「
直
観

（59 ）」、「
直
接
的

な
知

（60 ）」、「
宗
教

（61 ）」、「
存
在
」
だ
と
す
る
立
場
を
（
第
六
段
落
第
三
文
）、「
時
代
の
信
念
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に
広
が
っ
て
い
る
大
き
な
思
い
上
が
り
の
表
象
」（
同
第
一
文
）
と
し
て
槍
玉
に
挙
げ

る
。端
的
に
い
え
ば
、「
絶
対
的
な
も
の
の
感
情
と
直
観
」を
標
榜
す
る
立
場
で
あ
る
。

全
集
版
編
集
者
が
指
摘
す
る
に
は
、
こ
の
「
感
情
と
直
観
」
の
立
場
は
、
シ
ュ
ラ
イ

ア
マ
ハ
ー
（Friedrich Schleierm

acher, 1768

―1834

）
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
、

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、「
宗
教
の
本
質
は
、
思
考
で
も
行
為
で
も
な
く
て
、
直
観
と

感
情
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る（62 ）

。 

こ
の
さ
い
、
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
「
存
在
」
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
も
神
の
愛
の

中
心
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
絶
対
的
な
も
の
そ
の
も
の
の
存
在 nicht im

 

Centrum
 der göttlichen Liebe, sondern das Seyn desselben selbst

」（VIII

）
と
い

う
限
定
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

金
子
武
蔵
は
、
こ
こ
で
の „desselben“ 

を „Centrum
“ 

と
読
む
が
、
は
た
し

て
妥
当
だ
ろ
う
か（63 ）。そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
に
は
、「
神
の
愛
の
中
心
に
あ
る
」「
存

在
」
と
、「
中
心
そ
の
も
の
の
存
在
」
と
の
差
が
不
明
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に

留
意
す
べ
き
は
、
前
者
が
否
定
さ
れ
後
者
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者

の
差
が
正
反
対
に
な
る
く
ら
い
の
開
き
が
な
い
と
腑
に
落
ち
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
金
子
も
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
弁
え
て
い
て
、
中
心
に
対
し

て
「
周
辺
」
を
持
ち
出
し
、
お
お
む
ね
、
前
者
を
「
周
辺
」、
後
者
を
「
中
心
」
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
で
こ
の
差
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
こ
ぶ
る

晦
渋
で
あ
る
。こ
こ
は
、金
子
自
身
も
容
認
し
て
い
る
よ
う
に
、 „desselben“ 

は
、 

„das Absolute“ 

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
う
え
で
、「
神
の
愛
の
中
心
に
あ
る
」「
存
在
」
と
は
、
〝
人
間
（
と
く
に
は
人

の
子
イ
エ
ス
）
〟
で
あ
る
と
考
え
、「
絶
対
的
な
も
の
そ
の
も
の
の
存
在
」
と
は
、
そ

の
父
な
る
神
と
考
え
る
の
が
簡
明
な
と
ら
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ヤ

コ
ブ
・
ベ
ー
メ
の
思
想
の
な
か
に
、「
神
の
愛
の
中
心
」
が
個
々
人
に
露
わ
に
な
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
り（64 ）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
ベ
ー
メ
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
こ
う
し
た
ベ
ー
メ
的
な
人
間
の
神
的
存
在
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
隔
絶
し
た
「
絶
対
者
」
に
む
け
て
「
直
観
と
感
情
」
に
よ
り
直
接
に
跳
躍
す
る
発

想
を
批
判
し
た
と
理
解
す
る
な
ら
、
文
脈
に
合
致
す
る
解
釈
と
な
る
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る（65 ）

。（
以
上
、
第
六
段
落
） 

 

㈡ 

精
神
の
い
ま
の
立
場 

 

小
項
目
の
開
始
地
点 

こ
の
「
精
神
の
い
ま
の
立
場
」
に
つ
い
て
も
、
前
と
同
様
に
、
小
項
目
の
内
容
が

ど
の
位
置
か
ら
開
始
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
初
版
の
内
容
目
次
で
の
ペ

ー
ジ
指
示
は
、„VIII“ 

で
あ
る
。
こ
の
頁
は
、VII 

か
ら VIII 

に
跨
る
第
六
段
落

の
う
ち
第
三
文
以
下
（
該
段
落
三
分
の
二
の
分
量
）
と
、
第
七
段
落
第
三
文
中
途
ま
で

を
含
む
（
該
段
落
三
文
の
一
の
分
量
）。
第
七
段
落
第
一
文
で „einer solchen 

Foderung“ 

と
い
う 

„solchen“ 

の
指
示
先
は
、
第
六
段
落
第
三
文
の 

„gefodert“ 

に
対
応
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、「
概
念
の
形
式
と
正
反
対
の
も
の
」

を
「
要
求
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
う
す
る
に
、
第
六
段
落
第
三
文
以
下
は
、
第
七

段
落
と
一
体
の
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
容
目
次

で
い
う
「
精
神
の
い
ま
の
立
場
」
の
議
論
は
、
ま
る
ま
る VIII 

頁
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
と
み
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
え
よ
う
。 
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本
論
考
で
は
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
第
六
段
落
第
三
文
以
下
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
と
一
体
の
も
の
と
し
て
先
に
検
討
し
て
お
い
た
。 

思
考
枠
組
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
営
ん
で
い
た
実
体
的
な
生
命 

「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た（selbstbew

ußte

）精
神

（66 ）

の
現
在
立
っ
て
い
る
段
階
」

は
、
端
的
に
い
え
ば
、「
実
体
的
な
生
命 das substantielle Leben

」（
第
七
段
落
第

一
文
）
の
「
喪
失
」
の
「
意
識
」
の
段
階
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
現
状
認
識

を
踏
ま
え
、「
時
代
の
信
念
に
広
が
っ
て
い
る
大
き
な
思
い
上
が
り
の
表
象
」（
第
六

段
落
第
一
文
）
を
克
服
し
、
み
ず
か
ら
の
〈
概
念
の
立
場
〉
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
す
る

わ
け
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、「
思
考
枠
組
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
営
ん
で
い
た
実
体
的

な
生
命
」
と
い
う
こ
と
で
、
い
っ
た
い
な
に
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
さ
ら

に
、「
信
仰
（G

lauben

）
の
こ
う
し
た
直
接
態
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、「
本
質
と
和
解

し
て
い
る
と
い
う
意
識
、
ま
た
本
質
が
内
的
に
も
外
的
に
も
普
遍
的
に
現
在
し
て
い

る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
確
信
の
満
足
や
安
心
」
と
敷
衍
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
し
て
い
る
事
態
を
明
確
に
描
き
出
す
こ
と
が
案
外

に
難
し
い
。 

も
っ
と
も
、
金
子
武
蔵
の
よ
う
に
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
当
面
の
論
敵
で
あ

る
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
」
を
意
識
し
て
「
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
生
活
が
意
味
さ
れ

て
い
る

（67 ）」
と
理
解
し
て
し
ま
え
ば
、
さ
ほ
ど
困
難
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
古
典
古
代
」
だ
と
す
る
メ
ッ
ツ
ケ
の
理
解
も
あ
り
、
さ
ほ

ど
単
純
で
は
な
い（68 ）

。 

こ
こ
は
、
文
理
的
に
考
え
て
み
よ
う
。「
実
体
的
な
生
命
」
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
第
四
段
落
第
一
文
で
言
及
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
に
は
、
特
段
、
宗

教
生
活
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
な
か
っ
た
（
そ
れ
で
も
、
金
子
武
蔵
は
、
そ
の
さ
い
に
も
「
信

仰
の
生
活

（69 ）」
だ
と
し
て
い
た
）。
そ
こ
で
は
、
む
し
ろ
、「
生
命
」
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、

死
せ
る
「
解
剖
学
」
的
な
道
を
歩
む
の
か
、
そ
れ
と
も
生
命
を
と
ら
え
る
哲
学
の
立

場
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
分
か
れ
道
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
論
で

は
な
く
、「
学
問
的
に
認
識
す
る
」
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
。
金
子
の
解

釈
は
、「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
を
梃
子
に „Leben“ 

を
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
「
生
活
」

と
し
て
解
釈
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、「
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
」
を
主

題
と
す
る
「
序
文
」
の
位
置
づ
け
に
照
ら
し
て
、
筋
違
い
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
と

思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
精
神
の
現
在
立
っ
て
い

る
段
階
」
に
照
ら
し
て
「
哲
学
の
具
現
」（
第
六
段
落
第
三
文
）
の
「
要
求
の
現
象
」（
第

七
段
落
第
一
文
）
を
考
え
る
と
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
、
山
口
誠
一
が
指
摘
す
る
よ

う
に
「
世
界
精
神
の
一
定
の
段
階
と
の
対
応
」
の
「
記
述
」
と
し
て
受
け
と
め
る
必

要
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
「
精
神
」
が
深
く
人
倫
的
な
生
活
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
思
え
ば
、「
実
体
的
な
生
命、、（Leben

）」
で
は
な
く
〝
実
体
的
な
生
活、、（Leben

）
〟

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
第
七
段
落
に
お
け
る
「
実
体
的
な
生
命
」
の
議
論
は
、
こ
の
箇

所
の
み
な
ら
ず
、
先
ほ
ど
参
照
し
た
第
四
段
落
も
そ
う
で
あ
る
が
、
次
の
第
八
段
落

で
の
議
論
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
第
八
段
落
第
二
文
で
は
、「
か
つ
て
人
び
と
は
、
広
大
で
豊
か
な
思
考
枠
組
と

像
と
を
天
空
（H

im
m

el
）
に
ち
り
ば
め
て
い
た
。」
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
も
「
実
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体
的
な
生
命
」
に
関
わ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
天
空
」
を
も
含

む
対
象
が
第
七
段
落
第
一
文
で
い
う「
実
体
的
な
生
命
」に
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
、

も
ち
ろ
ん
「
天
空
」
の
こ
と
も
人
倫
的
な
生
活
に
深
く
関
わ
る
―
―
と
い
う
よ
り
は

そ
の
生
活
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
と
も
い
え
る
―
―
で
あ
ろ
う
が
、「
実
体
的
な
生

命
」は
、人
間
の
生
活
を
超
え
た
万
有
に
関
わ
る
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

実
体
的
な
生
命
と
信
仰
の
直
接
態
へ
の
不
満 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
さ
い
、
注
意
す
べ
き
は
、「
実
体
的
な
生
命
」
や
「
信
仰
の
直

接
態
」
を
拒
否
し
て
い
る
の
が
「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
精
神
」
の
側
だ
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
実
体
的
な
生
命
」
に
せ
よ
、「
信
仰
の
直
接
態
」
に

せ
よ
「
精
神
」
と
の
相
関
で
存
在
す
る
も
の
だ
と
み
れ
ば
、
む
し
ろ
「
実
体
的
な
生

命
」
や
「
信
仰
の
直
接
態
」
の
方
が
「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
精
神
」
を
拒
否
し

て
い
る
、
と
も
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
、「
実
体
」
や「
信
仰
」

の
側
は
旧
態
依
然
で
あ
る
、
と
想
定
し
た
ほ
う
が
一
貫
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
生
じ
て
い
る
事
態
は
、「
実
体
」
や
「
信
仰
」
が
崩
壊
し
た
か
ら
「
自
己
の
真
価
を

意
識
し
た
精
神
」の
側
が
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
の
で
は
な
く
、

旧
態
依
然
た
る
「
実
体
」
や
「
信
仰
」
に
「
精
神
」
の
側
が
嫌
気
を
さ
し
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
精
神
」
が
「
実
体
的
な
生
命
を
超
え
て

し
ま
い
」、「
信
仰
の
直
接
態
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」と
は
、そ
の
こ
と
で
あ
る
。 

と
く
に
、
こ
の
点
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
本
質
的
な
生
命
が
そ
の
精

神
か
ら
失
わ
れ
た
」
で
あ
る
と
か
、「
そ
の
喪
失
を
意
識
」（
第
七
段
落
第
三
文
）
す
る

で
あ
る
と
か
い
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
喪
失
が
「
実
体
」
や
「
信
仰
」
そ
れ
自
体
の
喪

失
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
。「
実

体
的
な
生
命
」
や
「
信
仰
の
直
接
態
」
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
、
第
十
段
落
で
「
実
体
の
〈
腐
敗
し
た
沸
き
返
り G

ähren

〉」
と
も
さ
れ
る
よ

う
に
、
腐
敗
の
極
致
に
あ
る
も
の
と
し
て
。
だ
か
ら
、「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
精

神
」
は
、
臭
気
を
発
す
る
「
実
体
」
や
「
信
仰
」
か
ら
離
反
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、「
精
神
」
は
「
実
体
的
な
生
命
」
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
う
す
る
に
、

「
実
体
」
は
、「
精
神
」
の
外
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
精
神
」
と
の
一
体
性

を
も
っ
て
そ
の
内
に
は
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
腐
敗
せ
る
「
実
体
的
な
生
命
」
や
「
信
仰
の
直
接
態
」
を
拒
否
す
る
こ

と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
含
め
た
多
く
の
者
―
―
お
も
に
啓
蒙
思
想
家
―
―
が
採
る
立
場

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
き
着
く
先
は
正
反
対
の
方
向
に
も
な
り
う
る
と
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
み
て
い
る
。こ
の
点
が
、〝
哲
学
＝
学
問
〟
論
の
根
本
問
題
と
な
っ
て
く
る
。 

概
念
か
、
し
か
ら
ず
ん
ば
恍
惚
か
―
―
哲
学
の
路
線
闘
争 

「
実
体
的
な
生
命
」
や
「
信
仰
の
直
接
態
」
を
拒
否
す
る
の
は
、
そ
れ
と
反
対
の

「
別
の
極
」
に
あ
る
、「
実
体
を
欠
い
た
〈
折
れ
返
り Reflexion

〉」
の
立

（70 ）

場
で
あ
る（71 ）

。

「
折
れ
返
り
」
は
、「
直
接
態
」
を
離
れ
て
、
そ
れ
を
考
え
直
す
も
の
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、「
折
れ
返
り
」
の
立
場
に
留
ま
り
つ
つ
、「
み
ず
か
ら
の
精
神
が
な
に
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
」（
第
七
段
落
第
四
文
）、「
実
体
の
閉
鎖
性
を
開
い
て
そ

れ
を
自
己
意
識
へ
と
高
め
る
」、「
混
沌
と
し
た
意
識
を
思
考
さ
れ
た
秩
序
へ
と
、
ま

た
概
念
の
単
純
さ
へ
と
連
れ
戻
す
」、「
洞
察
」（
同
第
五
文
）
に
立
っ
た
「
哲
学
」
を

志
向
す
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
主
張
す
る
「
学
問
」
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
、「
折
れ
返
り
」の
立
場
を
も
拒
否
す
る
も
の
が
あ
る（72 ）

。そ
れ
は
、「〈
実

体
的
な
あ
り
方
〉
と
存
在
の
至
純
な
も
の
と
を
」「
修
復
す
る
」（
第
七
段
落
第
四
文
）

34



学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 

あ
り
方
で
あ
り
、「
思
考
枠
組
が
分
離
さ
れ
て
い
る
の
を
一
緒
く
た
に
し
、
区
別
立
て

を
し
て
い
く
概
念
を
抑
圧
し
、
本
質
を
め
ぐ
る
感
情
を
回
復
す
る
」、「
敬
虔 

Erbauung
」（
同
第
五
文
）
を
旨
と
す
る
「
哲
学
」
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
も

に
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
の
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
非
学
問
的
な
あ

り
方
で
あ
っ
て
、
宗
教
や
芸
術
を
主
要
な
土
俵
と
す
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
は
、「
学
問
」と
し
て
、「
概
念
」に
よ
り
、「〈
懸
案
の
事
柄 Sache

〉

が
冷
静
に
前
進
す
る
必
然
態
」
を
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
実
体
の
豊
か
さ
を
維
持

し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
遠
く
ま
で
広
げ
て
い
く
」（
第
七
段
落
第
六
文
）
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
の
立
場
は
、
実
体
の
維
持
や
拡
張
を
謳
い
な
が
ら
も
、

「
美
し
く
神
聖
に
し
て
永
遠
の
も
の

（73 ）」
や
「
宗
教
や
愛
」
と
い
っ
た
「
撒
き
餌
」
を

ば
ら
ま
い
て
「
恍
惚
（
法
悦
） Ekstase

」
と
さ

（74 ）

せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
腐

敗
し
て
沸
き
返
る gährende 

〈
精
神
の
吹
き
込
み Begeisterung

〉」
に
堕

（75 ）

す
る
し

か
な
い（76 ）。（
以
上
、
第
七
段
落
） 

「
前
時
代
」「
同
時
代
」
の
思
想
状
況 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
八
段
落
に
お
い
て
、
時
間
を
意
識
し
た
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
経
緯
を
ま
ず
は
整
理
し
て
お
こ
う
。こ
こ
で
は
、慣
習
的
説
明
要
求
の
い
う「
前

時
代
」「
同
時
代
」
の
「
論
考
」
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ど
う
と
ら
え
た
か
が
示
さ
れ

て
い
る
。 

① 

第
八
段
落
第
一
文
で
は
、
第
七
段
落
冒
頭
と
同
様
に
、„D

ieser 

Foderung“ 

（
三
格
）
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。„D

ieser“ 

で
あ
る
か
ら
近
接
と

い
う
こ
と
で
直
前
の
第
七
段
落
に
指
示
対
象
を
求
め
れ
ば
、
第
四
文
の 

„verlangt“ 

の
箇
所
を
考
え
る
か
、
第
五
文
の „D

iesem
 Bedürfnisse“ 

に
求
め

る
か
の
分
か
れ
に
な
る
が
、
内
容
的
に
は
、
第
七
段
落
の
冒
頭
の „einer solchen 

Foderung“ 

と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
七
段
落
で
は
、「
概
念
」
か
「
恍
惚
」

か
の
路
線
対
立
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の „Foderung“ 

を
内
容
的
に
明

示
す
れ
ば
、「
概
念
の
形
式
と
正
反
対
の
も
の
」
の
「
要
求
」
で
あ
る
か
ら
、
第
八
段

落
の „Foderung“ 

も
、
こ
の
種
の
「
要
求
」、
す
な
わ
ち
「
恍
惚
」
の
「
要
求
」

で
あ
る
と
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
「
恍
惚
」
に
よ
っ
て
実
体
と
存
在
の
修
復
を
し
よ
う
と
す
る
努
力
が

現
在
形
（„entspricht“

）
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
ヘ、

ー
ゲ
ル
と

、
、
、
、「
同
時
代
、
、
、」
の
思
想
状
況

、
、
、
、
、と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
び

と
」
は
、「〔
地
上
に
あ
る
〕
感
性
的
で
あ
り
ふ
れ
て
い
る
個
別
的
な
も
の
（Sinnliche 

G
em

eine und Einzelne

）に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
る
」状
態
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
、

天
空
と
は
切
断
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、「
人
び
と
」の「
ま
な
ざ
し
を〔
天

空
に
あ
る
〕
星
々
へ
と
向
け
さ
せ
る
」
に
は
、「
一
心
不
乱
の
骨
折
り
」
が
必
要
に
な

っ
て
い
る
状
況
で
あ
る（77 ）

。
端
的
に
い
え
ば
、
感
性
的
な
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
無
関
係
な
も
の
と
さ
れ
な
が
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
か
え
っ
て
そ
れ
を
関
係
づ
け
る
努
力
が
な
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
思
想
状
況

、
、
、
、
、
、
、で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
さ
い
、「
人
び
と
」
が
「
神
的
な
も
の
を

ま
っ
た
く
忘
れ
て
（vergessend

）」
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
留
保

も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、「
か
の
よ
う
に als ob

」
の
文
で
、
接
続
法
二
式

の
反
実
仮
想
で
書
か
れ
て
お
り
、「
忘
れ
る
」
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
状
況
認
識
と
異

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、「
恍
惚
」

を
重
ん
ず
る
立
場
の
ほ
う
で
あ
る
。 

② 

第
八
段
落
第
二
文
で
は
、「
か
つ
て
（sonst

）
人
び
と
は
、
広
大
で
豊
か
な
思
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考
枠
組
と
像
と
を
（m

it w
eitläuffigem

 Reichthum
e von G

edanken und Bildern

）

天
空
（einen H

im
m

el

）
に
ち
り
ば
め
て
い
た
（hatten ... ausgestattet

）。」（
第
八

段
落
第
二
文
）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
完
了
形
で
書
か
れ
る
こ
の
文
で
は
、「
か

つ
て
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

、
、
、
、
、「
前
時
代
、
、
、」
の
思
想
状
況

、
、
、
、
、に
つ
い
て
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
文
に
お
い
て
、「
思
考
枠
組 G

edanken

」
と
「
像 Bildern

」
と

は
、
い
ず
れ
も
、
複
数
形
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
一
つ
の
「
天
空
」
に
さ
ま、、

ざ
ま
な
、
、
、〈「
思
考
枠
組

、
、
、
、」
を
担
っ
た

、
、
、
、「
像、」〉
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
に
つ
い
て
（Vom

 allem
, w

as ist

）、

そ
れ（es [= allem

]

）を
天
空（H

im
m

el
）に
結
び
つ
け
る
光
の
糸（
光
線 Lichtfaden

）

に
意
味
が
認
め
ら
れ
（lag die Bedeutung
）」、「
ま
な
ざ
し
は
、
こ
の
光
の
糸
を
た

ど
り
（glitt

）、
こ
の
現
在
を
超
え
出
て
、
神
的
な
本
質
に
、
言
う
な
れ
ば
彼
岸
の
現

在
に
上
昇
し
た
」（
同
第
三
文
）
と
す
る
。
こ
の
第
三
文
は
、
過
去
形
で
表
現
さ
れ
、

第
二
文
と
同
時
期
へ
の
言
及
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。こ
の
文
と
第
二
文
を
合
せ
れ
ば
、

「
地
上、、 das Irdische

」
の
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
存
在
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
そ
れ
ぞ
れ
に

、
、
、
、
、、「
天
空、、」

に
あ
る
、
、
、〈「
思
考
枠
組

、
、
、
、」
を
担
っ
た

、
、
、
、「
像、」〉
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
と
い
う
と

ら
え
方
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
①
と
の
対
比
で
端
的
に
い
え
ば
、
感
性、、

的
な
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の
が
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
む
し
ろ
、
、
、、
感
性
的
な
も

、
、
、
、
、

の
よ
り
は
超
感
性
的
な
も
の
の
方
へ
重
心
が
傾
い
て
い
る
思
想
状
況

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、が
示
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
同
第
四
文
で
は
、「
経
験 Erfahrung

」
が
通
用

す
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
「
地
上
」
に
目
を
向
け
る
た
め
に
は
長
期
間
に
わ
た
る
「
強

制 Zw
ang

」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

第
八
段
落
第
二
文
か
ら
第
四
文
ま
で
が
「
か
つ
て
」
の
時
期
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

そ
の
終
端
は
、
、
、、「
経
験、、」
が
通
用
す
る
時
期

、
、
、
、
、
、
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
経
験
」
は
、「
こ

の
世
の
感
性
が
朧
げ
に
な
り
混
乱
し
て
い
る
状
態
に
」、「
明
晰
さ
を
」「
は
め
込
み
」、

「
現
在
す
る
も
の
そ
の
も
の
へ
と
注
意
を
向
け
る
」（
同
第
四
文
）
の
で
あ
る
。 

③ 

そ
し
て
、
第
八
段
落
第
五
文
で
は
、「
い
ま
で
は Jetzt

」
と
現
在
に
復
帰

、
、
、
、
、す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
思
想
状
況
は
、
①
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
地
上

を
超
え
て
感
性
を
（ihn [= Sinn]

）
高
め
る
た
め
に
は
同
じ
よ
う
な
暴
力
（G

ew
alt

）

が
必
要
な
ほ
ど
、
見
か
け
で
は
（scheint

）
感
性
（Sinn

）
が
地
上
の
も
の
に
根
づ
く

よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
第
六
文
で
は
、「
神
的

な
も
の
に
飢
え
て
い
る
感
情
」
か
ら
、
つ
ま
ら
ぬ
か
た
ち
で
あ
れ
「
神
的
な
も
の
」

を
求
め
て
い
る
と
い
っ
た
「
見
か
け scheint

」
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
「
見
か
け
」
で
あ
っ
て
、
実
相
は
、
こ
れ
と
は
違
っ
た
あ
り
よ
う
を
し
て
い
る
と

示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
①
で
示
さ
れ
た
趣
旨
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。 

感
性
と
超
感
性
の
結
び
つ
き
か
た
と
「
経
験
」
と
い
う
画
期 

こ
の
よ
う
に
、
第
八
段
落
は

、
、
、
、
、、「
経
験、、」
を
画
期
と
し
て

、
、
、
、
、
、、
②
「
前
時
代
、
、
、」（
過
去、、）

と
①
③
「
同
時
代
、
、
、」（
現
在、、）
の
あ
り
よ
う
を
対
比
し
総
括

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、し
て
い
る

、
、
、
、わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
前
時
代
」
は
、
感
性
と
超
感
性
が
結
合
し
、
一
般
に
は
超
感
性
に
傾
斜

し
、
感
性
の
把
握
に
は
努
力
を
要
し
た
の
に
対
し
、「
同
時
代
」
は
、
感
性
と
超
感
性

が
切
断
さ
れ
、
感
性
に
傾
斜
し
、
超
感
性
の
把
握
に
は
努
力
を
要
し
て
い
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
経
験
」
は
、
現
行
哲
学
文
庫
版
の
註
釈
に
よ
る

と
、
な
に
よ
り
も
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
る（78 ）

。 
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天
空
と
地
上
を
結
び
つ
け
る
「
光
の
糸
」 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
前
時
代
」
と
「
同
時
代
」
の
対
比
に
相
当
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル

が
念
頭
に
置
い
た
思
想
は
な
に
か
。 

「
前
時
代
」
に
つ
い
て
は
、「
天
空
」
に
〈「
思
考
枠
組
」
を
担
っ
た
「
像
」〉
が

描
か
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
浅
は
か
な
想
定
と
し
て
は
、
ギ
リ

シ
ア
神
話
の
世
界
に
も
と
づ
く
星
座
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か（79 ）。

そ
し
て
、そ
の
星
座
の
世
界
が
地
上
の
個
々
の
存
在
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

こ
こ
に
は
占
星
術
が
想
定
さ
れ
る（80 ）

。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
惑
星
軌
道
論
文
』
を
著
し
て
ケ

プ
ラ
ー
の
意
義
を
宣
揚
し
て
い
る
経
緯
に
照
ら
せ
ば（81 ）、
ケ
プ
ラ
ー
の
人
と
な
り
、
す

な
わ
ち
ケ
プ
ラ
ー
が
占
星
術
師
で
も
あ
っ
た
事
情
は
、
十
分
に
熟
知
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
論
文
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

篇
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る（82 ）

。
こ
こ
か
ら
推
せ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
こ
で
、
魂
と
星
と

の
関
係
、
ま
た
眼
と
光
の
関
係
を
議
論
し
て
い
る
こ
と
も
、
当
然
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル

の
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う（83 ）

。
ま
た
、
ベ
ー
メ
の
思
想
も
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ベ
ー
メ
は
、『
物
の
記
号
』
に
お
い
て
、「
ひ
と
は
、
天
空

（Firm
am

ent

）
に
七
つ
の
惑
星
を
見
る
し
、
地
球
（Erde

）
に
固
定
し
た
七
つ
の
金

属
を
見
る
。」「
下
界
で
も
、上
界
の
あ
り
方
と
同
様
の
こ
と
が
金
属
の
う
ち
に
あ
る
。」

「
神
自
身
は
、
光
の
も
と
に
宿
る
。」
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
づ
け
る（84 ）

。
こ

の
よ
う
に
「
光
」
に
よ
っ
て
「
天
空
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
こ
そ
、
第
七
段
落
第
一

文
で
い
う
「
本
質
と
和
解
し
て
い
る
と
い
う
意
識
、
ま
た
本
質
が
内
的
に
も
外
的
に

も
普
遍
的
に
現
在
し
て
い
る
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
確
信
の
満
足

や
安
心
」
が
得
ら
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

超
感
性
で
の
「
恍
惚
」 

他
方
、「
同
時
代
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
な
に
よ
り
も
カ
ン
ト
の
哲
学
が
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。カ
ン
ト
に
お
い
て
超
感
性
的
な
も
の
へ
の
努
力
は
、「
自
由
」「
魂

の
不
死
」「
神
」
と
い
っ
た
超
越
論
的
な
理
念
を
要
請
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
に
向
か

う
。
カ
ン
ト
の
努
力
が
概
念
的
な
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
は
、

超
感
性
的
な
も
の
を
感
性
的
な
「
感
情
と
直
観
」
で
達
成
し
よ
う
と
す
る（85 ）

。
す
な
わ

ち
、
現
状
で
は
、「
概
念
」
で
は
な
く「
恍
惚
」
に
陥
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

い
く
ら
「
神
的
な
も
の
に
飢
え
て
い
る
」
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
目
標
達
成
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
い
ず
れ
も
「
精
神
に
と
っ
て
お
つ
ま
み
（Erquickung

）」
程

度
の
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
も
満
足
で
き
る
と
い
う
の
が
現
在
の
精

神
状
況
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
を
「
貧
相
な
姿
」
だ
と
憐
れ
み
、「
精
神
が
な
に
で

十
分
と
思
っ
て
い
る
か
で
、
精
神
の
失
っ
た
も
の
の
大
き
さ
が
測
ら
れ
る
」（
第
八
段

落
第
七
文
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
精
神
の
巨
大
な
損
失
に
ほ
か

な
ら
な
い
。（
以
上
、
第
八
段
落
） 

敬
虔
批
判 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
九
段
落
冒
頭
で
、
前
段
落
の
あ
り
方
を
「
感
受
す
る
こ
と 

Em
pfangen

」
を
「
控
え
た
り
」、「
与
え
る
こ
と G

eben

」
を
「
ケ
チ
っ
た
り
」
す

る
態
度
だ
と
し
、
こ
れ
を
「
学
問
の
作
法
」
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
批
判
す
る
（
第

九
段
落
第
一
文
）。
こ
の
さ
い
、「
感
受
す
る
こ
と
」
は
、「
地
上
」
の
「
経
験
」
で
あ

り
「
感
性
」
を
も
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、「
控
え
」
る
と
は
、
そ
れ
を
無
視
し
て
超
感
性

の
「
天
空
」
に
舞
い
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
与
え
る
こ
と
」
は
、「
天

空
」
の
「
神
的
な
も
の
」
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、「
ケ
チ
」
る
と
は
、
そ
れ
を
真
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な
る
か
た
ち
で
―
―
す
な
わ
ち
「
概
念
」
と
し
て
―
―
与
え
ず
し
て
「
恍
惚
」
と
さ

せ
て
お
茶
を
濁
す
こ
と
あ
ろ
う
。 

„Em
pfangen“ 

と „G
eben“ 

は
、も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
的
に
き
わ
め
て
大
切

な
態
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
山
上
の
垂
訓
」
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は

次
の
よ
う
に
言
う
。「
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
与
え
ら
れ
る
（gegeben

）。
探

し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
見
つ
か
る
。
門
を
た
た
き
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
開

か
れ
る
。
だ
れ
で
も
、
求
め
る
者
は
受
け
（em

pfähet

）、
探
す
者
は
見
つ
け
、
門
を

た
た
く
者
に
は
開
か
れ
る
。〔
中
略
〕
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
、
求
め
る
者
に
良
い

物
を
く
だ
さ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
、
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は

何
で
も
、あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
い
。こ
れ
こ
そ
律
法
と
預
言
者
で
あ
る
。」（『
マ

タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』第
七
章
第
七
～
十
二
節
。訳
は
新
共
同
訳
、原
語
は
ル
タ
ー
版
に
よ
る（86 ）

。） 

こ
の
よ
う
な
『
聖
書
』
的
脈
絡
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
学
問
の
作
法
」
論
が
矛
先

を
変
え
て
滑
ら
か
に
「
敬
虔
さ Erbauung

」
の
批
判
に
向
か
う
こ
と
も
で
き
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
い
う
「
敬
虔
さ
」
と
は
、「
現
存
在
と
思
考
枠
組
が
地
上
に
お
い

て
み
ず
か
ら
多
様
で
あ
る
こ
と
を
霧（N

ebel

）
の
な
か
に
包
み
込
ん
で（einhüllen

）

こ
う
し
た
無
規
定
の
神
性
を
無
規
定
の
ま
ま
享
受
し
よ
う
と
願
う
者
」（
第
九
段
落
第

二
文
）
の
こ
と
で
あ
る
。 

敬
虔
主
義
と
い
う
こ
と
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
（Schleierm

acher

）
が
関
係

す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
名
の Schleier 

は
、
グ
リ
ム
に
よ
る
と
、
本
来
は
透
視

性
の
あ
る
布
の
「
ベ
ー
ル
」
を
意
味
す
る
が
、
比
喩
的
に
も
用
い
ら
れ
、
そ
の
筆
頭

と
し
て「
霧 N

ebel

」と
い
う
の
が
あ
る
。ま
た
、な
に
か
を「
包
み
込
ん
で einhüllen

」

「
覆
い
隠
す verbergen

」も
の
の
喩
え
で
も
あ
る（87 ）

。「
ベ
ー
ル
作
り Schleierm

acher

」

は
、「
地
上
」
で
は
「
現
存
在
と
思
考
枠
組
が
」「
多
様
」
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
「
無

規
定
な
神
性
」
と
い
っ
た
無
規
定
態
に
流
し
込
み
、
そ
れ
を
信
仰
す
る
み
ず
か
ら
の

内
面
を
重
ん
じ
て
、「
お
の
れ
自
身
に
向
か
っ
て
な
に
か
夢
中
に
な
っ
て
語
り
か
け
、

そ
う
や
っ
て
自
慢
の
種
（
手
段 M

ittel

）
を
見
つ
け
る
」
と
揶
揄
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。 

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』
に
よ
れ
ば
、「
宗
教
の
本
質
は
、
思
考
で
も

行
為
で
も
な
く
、
直
観
と
感
情
で
あ
る
。
宗
教
は
万
有
（U

niversum

）
を
直
観
し
よ

う
と
し
、
万
有
独
自
の
具
現
と
行
為
に
お
い
て
信
心
深
く
宇
宙
に
耳
を
傾
け
よ
う
と

す
る
。」
こ
の

（88 ）

さ
い
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
と
っ
て
、「
万
有
」
は
、
宗
教
の
対
象

と
し
て
「
神
」
の
別
名
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る（89 ）

。「
宗
教
は
、
万
有
の
現
存
在
と
行

為
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
経
験
、
す
な
わ
ち
個
々
の
直
観
と
感
情
の
も
と
で
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
ほ
か
の
も
の
と
関
連
す
る
こ
と
も
依
存
す
る
こ
と

も
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
立
す
る
。
導
出
や
結
合
と
い
っ
た
こ
と
に
宗
教

は
関
知
し
な
い
。」
こ
の

（90 ）

よ
う
な
「
万
有
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
「
無
規

定
」
で
あ
る
こ
と
は
、
首
肯
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
「
直
観
と
感
情
」
が
「
万
有
」

を
と
ら
え
た
「
瞬
間
」
を
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
描
く
。「
現
象
や

出
来
事
が
い
つ
も
求
め
て
き
た
愛
す
る
形
態
と
し
て
か
た
ち
に
な
る
と
、
私
の
魂
は

こ
の
形
態
に
逃
げ
込
み
、
私
は
こ
の
形
態
を
影
で
は
な
く
聖
な
る
本
質
そ
の
も
の
と

し
て
抱
き
し
め
る
。
私
は
無
限
な
世
界
の
胸
元
に
顔
を
埋
め
、
こ
の
瞬
間
、
私
は
無

限
な
世
界
の
魂
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
私
は
、
無
限
な
世
界
の
す
べ
て
の
力
を
感

じ
、
そ
の
無
限
な
生
命
を
私
独
自
の
生
命
の
よ
う
に
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
瞬

間
、
無
限
な
世
界
は
、
私
の
肉
体
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
は
、
無
限
な
世
界
の
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筋
肉
と
肢
体
を
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
も
私
独
自
の
も
の
と
し
て
し
ま
い
、
無
限
な
世

界
の
最
内
奥
の
神
経
が
私
の
感
性
や
憧
憬
に
し
た
が
っ
て
私
の
も
の
の
よ
う
に
動
く

か
ら
で
あ
る
。（91 ）」

 

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
は
、
宗
教
と
哲
学
と
を
、
方
法
論
的
に
根
本
的
に
異
な
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
哲
学
が
、
そ
の
本
性
上
、
シ
ス
テ
ム
的
な
も
の

に
な
る
傾
向
を
も
つ
の
と
同
じ
く
ら
い
、
宗
教
は
、
そ
の
本
質
全
体
に
照
ら
し
て
、

シ
ス
テ
ム
的
な
も
の
か
ら
遠
ざ
か
る
」。「
宗
教
は
、〔
超
越
論
的
哲
学
の
よ
う
に
〕
本
質

を
設
定
し
た
り
、自
然
を
規
定
し
た
り
、無
際
限
な
論
証
や
演
繹
に
迷
い
込
ん
だ
り
、

究
極
原
因
を
探
求
し
た
り
、
永
遠
の
真
理
を
宣
言
し
た
り
す
る
傾
向
を
採
っ
て
は
な

ら
な
い
。（92 ）」 

そ
れ
ゆ
え
、「
現
実
的
な
知
」
を
―
―
「
感
情
」
で
は
な
く
―
―
「
概
念
」
に
基

づ
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
そ
れ
を
シ
ス
テ
ム
に
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

は
、「
哲
学
は
、
敬
虔
（erbaulich

）
で
あ
ろ
う
な
ど
と
思
わ
ぬ
よ
う
、
用
心
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」（
第
九
段
落
第
三
文
）
の
で
あ
る
。（
以
上
、
第
九
段
落
） 

規
定
さ
れ
た
あ
り
方
へ
の
反
感
＝
無
節
度
・
恣
意 

こ
う
し
た
第
九
段
落
の
主
張
が
あ
り
、
ま
た
、「
宗
教
」
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

「
最
高
で
も
っ
と
も
価
値
の
高
い
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
シ
ュ
ラ
イ

ア
マ
ハ
ー
の
意
気
込
み
を
踏
ま
え
れ
ば

（93 ）、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
第
十
段
落
冒
頭
で
示
す
「
学

問
を
断
念
す
る
」
立
場
や
「〈
精
神
の
吹
き
込
み
〉（
感
激

（94 ））
や
沈
鬱
（Trübheit

）
が

学
問
よ
り
も
高
級
だ
」
と
み
な
す
立
場
と
し
て
当
て
こ
す
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず

は
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
思
想
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
第
二
文
で
い
う

「
預
言
者
風
の
話
題
（Reden

）」
も
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
の
『
宗
教
論
』
の
副
題

で
あ
る „Reden“ 

が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。「
敬
虔
」が「
慎

ま
し
く
控
え
る
こ
と G

enügsam
keit

」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
宗
教
」
が
「
最
高
で
あ

る
」
と
意
気
込
む
こ
と
も
、「
精
神
の
吹
き
込
み
や
沈
鬱
」
を
「
自
負
す
る
必
要
も
ほ

と
ん
ど
な
い
」（
第
十
段
落
第
一
文
）
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
シ
ュ
ラ

イ
ア
マ
ハ
ー
ら
の
敬
虔
主
義
が
、
じ
つ
は
敬
虔
さ
を
欠
い
て
い
る
無
節
度
・
恣
意
で

あ
る
こ
と
も
暴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ

う
に
掘
り
下
げ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
規
定
さ
れ
た
あ
り
方 Bestim

m
theit

」
を
わ
ざ
わ
ざ
「
ホ
ロ
ス 

H
oros

」
と
言
い
換
え
る
。
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
語 Ὁ

ρos 

の
音
写
で
、「
境
界
（a 

boundary, lim
it, frontier, border

）」（Liddell and Scott

）
の
意
味
が
あ
る
。
な
お
、

現
行
哲
学
文
庫
版
の
註
で
は
、こ
れ
を「
概
念
的
な
規
定
」の
意
味
だ
と
し
、「
目
標
、

終
わ
り
、目
的
と
い
っ
た
限
界
や
限
度
（M

aß

）」の
含
意
が
あ
る
と
す
る（95 ）。こ
こ
で
、 

„H
oros“ 

を
持
ち
出
す
の
は
、
第
八
段
落
で
「
天
空
」
と
「
光
の
糸
」
に
つ
い
て
語

っ
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。「
ホ
ー
ロ
ス
（H

oros

）」
は
、「
エ
ジ
プ

ト
の
神
」
で
あ
っ
て
、「
イ
ー
シ
ス
と
オ
シ
ー
リ
ス
の
子
」
と
さ
れ
、「
ギ
リ
シ
ア
で

は
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ー
ス
」
と
し
て
現
れ
る
と
さ
れ
、
と
き
に
「
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
ラ
ク

レ
ー
ス
、
ア
ポ
ロ
ー
ン
、
エ
ロ
ー
ス
」
と
同
一
視
さ
れ
る
と
い
う（96 ）

。
こ
の
う
ち
、「
ア

ポ
ロ
ー
ン
」
と
の
同
一
視
と
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
れ
が
「
音
楽
、
医
術
、
弓
術
、

予
言
、
家
畜
の
神
。
ま
た
光
明
の
神
と
し
て
ポ
イ
ボ
スPhoibos

《
輝
け
る
》
な
る

呼
称
を
有
し
、
と
き
に
太
陽
と
同
一
視
さ
れ
る
」
と
い
う（97 ）

。
こ
う
し
た
含
意
を
踏
ま

え
れ
ば
、「
光
」
に
よ
っ
て
「
規
定
さ
れ
た
あ
り
方
」
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
「
規
定
さ
れ
た
あ
り
方
」
が
学
問
に
関
わ
る
こ
と
を
、H

oros 

に
託
し
て
い
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る
の
で
あ
る
。「
光
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
多
用
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
や
敬
虔
主
義
―
―

こ
れ
は
啓
蒙
主
義
も
同
様
で
あ
ろ
う
―
―
が
、「
光
」
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
当
然
に

し
て「
規
定
さ
れ
た
あ
り
方
」が
生
じ
る
だ
ろ
う
と
当
て
こ
す
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
規
定
さ
れ
た
あ
り
方
（
ホ
ロ
ス
）
を
軽
蔑
の
目
で
眺
め
て
、

概
念
や
必
然
態
を
た
だ
有
限
態
に
だ
け
住
ま
う
〈
折
れ
返
り
〉
だ
と
み
な
し
て
、
概

念
や
必
然
態
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
意
固
地
に
な
る
」（
第
十
段
落
第
二
文
）
の
が
当
世
の

支
配
的
な
思
想
だ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
喝
破
す
る（98 ）

。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
が
「
節
度
と
規

定
さ
れ
た
あ
り
方
と
を
軽
蔑
す
る
こ
と
」（
同
第
五
文
）
だ
と
批
判
す
る
。
そ
の
思
想

の「
節
度
」の
な
さ
を
い
う
た
め
に
、そ
の
量
的
な
規
定
に
関
わ
る「
外
延 Extension

」

と
「
内
包 Intensität

」、「
広
が
り
（
横
幅 Breite
）」
と
「
深
さ
（
奥
行 Tiefe

）」
に

言
及
し
て
「
浅
薄
」
を
指
摘
し
（
同
第
三
・
四
文

（99 ））、
も
っ
て
「
恣
意
」（
同
第
五
文
）

で
あ
る
そ
の
思
想
は
、
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
「
神
聖
」
や
「
神
」
を
唱

え
な
が
ら（100 ）じ
つ
は
こ
れ
を
冒
瀆
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

「
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
実
体
」
の „G

ähren“ 

（
第
十
段
落
第
六
文
）
は
、
そ

れ
に
「
身
を
ゆ
だ
ね
た
人
び
と
」
の
「
自
己
意
識
に
覆
い
を
か
け
て
悟
性
を
放
棄
す

る
」
あ
り
方
に
照
ら
せ
ば
、
芳
香
を
も
た
ら
す
〝
醗
酵
〟
で
は
な
く
、
や
は
り
、
饐

え
て
異
臭
を
放
つ
「
腐
敗
し
た
沸
き
返
り
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、「
眠
り
の
う
ち
に
神
か
ら
知
恵
を
お
授
け
い
た
だ
け
る
」 „die Seinen“ 

と
は
、

『
詩
編
』
第
一
二
七
章
第
二
節
の
「
朝
早
く
起
き
、
夜
お
そ
く
休
み
／
焦
慮
し
て
パ

ン
を
食
べ
る
人
よ
／
そ
れ
は
、
む
な
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
／
主
（ers

）
は
愛
す
る

者
（seinen Freunden

）
に
眠
り
を
お
与
え
に
な
る
の
だ
か
ら
。」（
新
共
同
訳
。
原
語

は
ル
タ
ー
訳
）
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
で
「
愛
す
る
者 die 

Seinen

」
と
所
有
代
名
詞
が
大
文
字
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
所
有
主
体
が
「
神
・
主
」

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
た
し
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
に
、「
眠
り
」
の
う
ち
で

生
ま
れ
る
も
の
は
「
夢
」
で
し
か
な
い
に
ち
が
い
な
い
。（
以
上
、
第
十
段
落
） 

誕
生
の
時
代 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
み
ず
か
ら
が
生
き
る
「
時
代 Zeit

」
を
「
誕
生
の
時
代
」
と
呼
び
、

「
新
し
い
時
期
（Periode

）
へ
の
移
行
の
時
代
」（
第
十
一
段
落
第
一
文
）
だ
と
す
る
。

こ
の
さ
い
、「
精
神
」
は
「
み
ず
か
ら
が
現
存
在
し
表
象
す
る
世
界
と
縁
を
切
り
、
そ

れ
を
葬
り
去
っ
て
過
去
の
も
の
と
す
る
」
と
い
っ
た
「
み
ず
か
ら
を
改
造
す
る
労
働

を
し
て
い
る
」「
最
中
で
あ
る steht im

 Begriffe

」
と
す
る
が
、
そ
の
さ
い
に
、
慣

用
句
の
構
成
部
分
で
は
あ
る
が Begriff 

を
用
い
て
い
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の

意
味
が
あ
る
（
同
第
二
文
）。
端
的
に
い
え
ば
、「
過
去
」
か
ら
未
来
を
拓
い
て
い
く
た

め
に
、
こ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
〈
概
念
的
に
把
握 begreifen

〉
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
感
情
に
対
す
る
概
念
の
優
位
の
主
張
と

も
い
え
る
が
、
こ
の
概
念
的
な
把
握
自
体
が
「
精
神
」
の
あ
り
方
で
も
あ
る
、
と
い

う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
さ
い
、「
移
行
の
時
代
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
解
釈
の
伝
統
に

流
さ
れ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
政
治
的
・
社
会
的
な
変
革
を
最
初
に
想
定
し
が
ち

で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
あ
る
と
し
て
も
、「
序
文
」
と
し
て
第
一
義
的
に
は
そ

の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（101 ）

。 
「
精
神
」
は
、
み
ず
か
ら
の
あ
り
方
を
静
止
さ
せ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、「
生
命
」

と
し
て
当
然
に
し
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
精
神
」
は
、「
不
断
の

前
進
運
動
を
続
け
て
い
る
」（
第
十
一
段
落
第
三
文
）。
だ
と
す
れ
ば
、「
精
神
」
の
〈
概
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念
的
な
把
握
〉
も
、
解
剖
学
的
に
静
止
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
動
的
な
生
き
た

あ
り
方
を
哲
学
的
に
表
現
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
新
生
児
の
出

生
」（
同
第
四
文
）
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
精
神
」
も
「
み
ず
か
ら
を
形
成
」
し
て
「
新
し

い
形
態
」
に
な
る
と
す
る（102 ）

。
こ
の
比
喩
は
、「
精
神
」
が
「
生
命
」
で
あ
る
と
納
得
で

き
る
な
ら
ば
、
と
っ
て
つ
け
た
こ
じ
つ
け
の
比
喩
で
は
な
く
、
事
の
真
実
を
抉
っ
た

も
の
と
し
て
腑
に
落
ち
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

「
退
屈
だ
！
つ
き
あ
い
き
れ
る
か
！
」 

も
っ
と
も
、
こ
の
新
た
な
「
精
神
」
が
い
ま
だ
「
胎
児
」
の
あ
り
方
を
し
て
い
る

と
き
に
は
、「
以
前
の
精
神
の
世
界
が
持
つ
構
造
」
が
「
部
分
的
に
は
続
々
と
解
体

し
」
て
は
い
る
も
の
の
、
な
お
も
全
体
的
に
は
残
存
し
て
い
て
、「
精
神
」
が
「
新

し
い
形
態
」
に
な
る
た
め
の
「
世
界
の
動
揺
」
が
「
個
々
の
徴
候
に
よ
っ
て
示
唆
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
る
（
第
十
一
段
落
第
四
文
）。 

で
は
、
そ
の
「
個
々
の
徴
候
」
と
は
な
に
か
？ 

そ
れ
は
、
な
に
か
前
衛
的
な
活

動
だ
ろ
う
か
？ 

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

ヘ
ー
ゲ
ル
が
着
目
す
る
の
は
、
個
々
の
魁
で
は
な
く
、
全
体
的
な
「
動
揺
」
の
あ
り

方
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、「
存
立
し
続
け
て
い
る
も
の
の
な
か
に
蔓
延
す
る
退
屈
（Langew

eile
）」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。„Langew

eile“ 

は
、
原
義
的
に
は
「
長
い
間
」
で
あ
る
か
ら
、

新
し
い
も
の
と
の
関
係
で
は
ま
ず
は
〈
待
た
さ
れ
て
い
る
〉
感
覚
の
も
の
だ
ろ
う
。

〝
待
た
さ
れ
て
、
待
た
さ
れ
て
、
待
ち
ぼ
う
け
て
い
る
…
〟
、
そ
う
し
た
「
退
屈
」
！ 

こ
れ
こ
そ
が
「
世
界
の
動
揺
」
の
「
個
々
の
徴
候
」
な
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
「
退
屈
」
の
な
か
で
生
ま
れ
る
「
軽
快
な
感
性 Leichtsinn

」
は
、

こ
の
「
退
屈
」
に
「
つ
き
あ
い
き
れ
る
か
！
」
と
拒
絶
す
る
「
移
り
気 Leichtsinn

」

で
あ
っ
て
、「
未
知
の
も
の
へ
の
漠
然
た
る
予
感
」
で
あ
り
、「
そ
れ
ま
で
と
は
な
に

か
別
の
も
の
が
接
近
す
る
前
触
れ
」
な
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
「
退
屈
」
と
「
移
り
気
」
と
し
て
現
れ
る
全
体
の
「
漸
次
的
な
崩
壊
」

は
、
さ
し
あ
た
り
「
全
体
の
相
貌
を
変
え
る
に
は
至
ら
な
い
」
と
し
て
も
、
い
ず
れ

「
一
瞬
に
し
て
新
し
い
世
界
の
形
成
物
を
据
え
つ
け
る
閃
光
の
ご
と
き
日
の
出
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
」、
新
し
い
世
界
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
（
第
十
一
段
落
第
五
文
）。

だ
か
ら
、「
退
屈
」
と
「
移
り
気
」
は
、
現
体
制
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
危
険
な
兆
候

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
現
れ
て
し
ま
う
と
、
い
ず
れ
現
体
制
は
一
挙

に
崩
壊
す
る
。
学
問
と
て
同
様
で
あ
る
。「
退
屈
」
な
哲
学
は
、
ま
ず
も
っ
て
あ
く
び

を
誘
う
が
、
軽
薄
で
浅
薄
な
哲
学
を
横
行
さ
せ
る
元
凶
で
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
と

き
、
真
正
の
新
た
な
哲
学
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
把
握
は
、
の
ち
の
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
の
議
論
の
原
型
で
あ
ろ
う
。（
以
上
、
第
十
一
段
落
） 

子
供
と
ド
ン
グ
リ
―
―
概
念
を
教
養
展
開
す
る
権
利 

「
世
界
の
新
し
い
形
成
物 diß N

eue

」（
第
十
二
段
落
第
一
文
）
は
、
学
問
が
生
み

出
し
た
「
精
神
」
の
「
新
し
い
世
界
」
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
外
面
的
に
は
、

「
出
生
し
て
き
た
ば
か
り
の
子
供
」
が
「
完
全
な
現
実
態
を
ほ
と
ん
ど
具
え
て
い
な

い
」
の
と
同
様
の
ひ
弱
な
姿
し
か
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
と
も
な

親
で
あ
れ
ば
い
た
い
け
な
我
が
子
を
か
わ
い
が
っ
て
育
て
る
は
ず
だ
し
、
こ
れ
と
同

様
に
、
〝
正
し
い
学
問
〟
で
あ
れ
ば
こ
う
し
た
脆
弱
な
「
新
し
い
形
成
物
」
を
教
養

形
成
し
て
い
き
た
い
わ
け
で
あ
る
。
い
や
、
そ
う
す
る
保
護
責
任
が
あ
る
。
こ
の
新

し
い
「
形
成
物 diß
」
を
「
無
視
し
て
放
置
す
る außer Acht lassen

」
わ
け
に
い
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か
な
い
。
そ
の
責
任
を
果
た
す
〝
義
務
〟
は
、
学
問
の
〝
権
利
（
正
し
さ
）
〟
な
の
で

あ
る
。 

こ
の
「
新
し
い
形
成
物
」
は
、
〝
新
し
い
〟
か
ら
に
は
「
直
接
的
な
あ
り
方 

U
nm

ittelbarkeit
」（
第
十
二
段
落
第
二
文
）
を
し
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
先
に
示
し
た

「
真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
」（
第
六
段
落
第
一
文
）と
し
て「
到
達
し
た（erreicht

）

概
念
」
で
あ
る（103 ）

。
し
か
し
、
い
か
に
こ
の
「
概
念
」
が
勘
所
を
お
さ
え
て
い
る
と
し

て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
凝
縮
し
た
ま
ま
で
「
全
体
」
が
展
開
し
た
姿
を
見
せ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
つ
ま
ら
な

さ
を
、「
全
体
」
と
し
て
の
「
樫
の
木 Eiche
」
が
見
た
い
の
に
「
概
念
」
と
し
て
の

「
ド
ン
グ
リ Eichel

」が
示
さ
れ
る
不
満
の
比
喩
で
示
す（
第
十
二
段
落
第
四
文

（104 ））。「
学

問
」
は
、「
概
念
」
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
と
し
て
も
、
当
た
り
前
だ
が
そ
れ
で
「
完

結
す
る vollendet

」（
同
第
五
文
）
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

感
性
・
時
空
の
リ
セ
ッ
ト
―
―
概
念
展
開
の
永
劫
回
帰 

『
精
神
の
現
象
学
』
は
、「
概
念
」
へ
の
高
ま
り
を
作
り
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
完
結
し
て
「
概
念
」
に
「
到
達
し
た
」
と
た
ん
に
、
そ
の
「
直
接
態
」

で
あ
る
「
概
念
」
は
、
新
た
に
ま
た
展
開
を
要
求
す
る
わ
け
で
あ
る
。「
学
問
の
シ
ス

テ
ム
第
一
部
」
で
あ
る
『
精
神
の
現
象
学
』
の
成
果
と
な
る
「
概
念
」
の
エ
レ
メ
ン

ト
が
、さ
ら
に
次
の「
第
二
部
」以
降
と
し
て
展
開
を
必
要
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

展
開
の
出
発
点
と
な
る「
概
念
」、す
な
わ
ち「
新
し
い
精
神
の〈
は
じ
ま
り Anfang

〉」

は
、「
多
様
な
教
養
形
成
形
式
の
広
範
な
変
革
の
産
物
で
あ
り
、
た
び
か
さ
な
る
紆
余

曲
折
と
骨
折
り
に
よ
っ
て
購
わ
れ
た
も
の
」（
第
十
二
段
落
第
六
文
）で
あ
る
。こ
の「
教

養
形
成
」
と
「
紆
余
曲
折
」「
骨
折
り
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
『
精
神
の
現
象
学
』

の
展
開
の
あ
り
よ
う
―
―
す
な
わ
ち
「
哲
学
」
の
「
内
的
な
必
然
態
」
―
―
で
あ
る

と
と
も
に
、
〝
世
間
に
お
け
る
学
問
的
到
達
点
〟
と
い
う
「
外
的
な
必
然
態
」
の
姿

で
も
あ
る
（
第
五
節
第
四
文
）。 

「
教
養
形
成
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
概
念
」
は
、
新
た
な
〈
は
じ
ま
り
〉

で
あ
る
が
、
い
わ
ば
感
性
的
な
時
空
内
容
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
て
「
延
長
〔
空
間
〕
か

ら
も
継
起〔
時
間
〕か
ら
も
み
ず
か
ら
に
戻
っ
て
行
っ
た
全
体
」（
第
十
二
段
落
第
七
文
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
全
体
」
は
、
成
果
の
終
端
と
し
て
無
時
空
・
無
感
性
の
あ

り
方
を
し
て
お
り
、「
概
念
」
も
し
か
り
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、『
論
理
学
』

が
そ
う
し
た
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
ド
ン
グ
リ
」
は
、「
全
体
」
が
凝

縮
し
「
生
成
し
た
単
純
な
概
念
」
だ
が
、
そ
の
「
現
実
態
」
は
、「
諸
形
態
」
を
「
新

た
に
」「
展
開
」
し
て
（
同
第
八
文
）、「
力
強
い
幹
を
持
ち
枝
を
広
げ
て
葉
を
こ
ん
も

り
と
茂
ら
せ
て
い
る
樫
の
木
」（
同
第
四
文
）
と
な
っ
て
い
く（105 ）

。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ

ル
自
身
の
学
問
構
想
に
か
ま
せ
る
と
、「
概
念
」
は
、「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
一
部
」

の
『
精
神
の
現
象
学
』
に
よ
っ
て
「
生
成
し
た
感
性

（106 ）

 gew
ordenen Sinne

」
だ
が
、

内
容
が
凝
縮
さ
れ
て
無
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
第
二
部
」

で
こ
れ
を
新
た
に
展
開
し
て
、
ま
ず
は
〝
無
時
空
〟
の
「
概
念
」
を
議
論
し
（『
論
理

学
』）、
そ
の
後
〝
時
空
〟
に
解
放
さ
れ
た
「
概
念
」
を
展
開
し
て
（「
実
在
哲
学
」）、

そ
の
豊
か
な
内
容
を
示
す
こ
と
に
な
る
。（
以
上
、
第
十
二
段
落
） 

し
か
も
、
こ
れ
ら
が
終
結
し
て
も
、
哲
学
の
「
現
象
」
は
、
ま
た
新
た
な
展
開
を

要
求
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（107 ）

。「
概
念
」
は
こ
う
し
て
永
劫
回
帰
す
る
。 （

つ
づ
く
） 
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註 

(
1) 
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
の
底
本
は
、System

 der W
issenschaft von G

e. W
ilh. 

Fr. H
egel, D

. u. Professor der Philosophie zu Jena, der H
erzogl. M

ineralog. 

Societät daselbst Assessor und andrer gelehrten G
esellschaften M

itglied. – 

Erster Theil, die Phänom
enologie des Geistes. – Bam

berg und W
ürzburg, 

bey Joseph Anton G
oebhardt, 1807 

で
あ
る
。
底
本
に
は
、
一
橋
大
学
社
会
科
学
古

典
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
も
の
二
冊
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
を
用
い
た
。
そ
の
一
冊
は
、

中
山
伊
知
郎
文
庫
の
も
の
（
請
求
番
号N

akayam
a O

-15. 

以
下
「
中
山
」
と
い
う
）
で

あ
り
、
も
う
一
冊
は
、
八
十
島
誠
之
氏
の
寄
贈
本
（
請
求
番
号G

ierke-A227. 

以
下
「
ギ

ー
ル
ケ
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
底
本
の
い
わ
ゆ
る
「
導
入 Einleitung

」（
実
際
は
無
題
）

の
前
に
は
、
中
山
の
場
合
、「
第
一
部
。
精
神
の
現
象
学
と
い
う
学
問 I. W

issenschaft der 

Phänom
enologie des G

eistes.

」と
い
う
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ（
裏
白
）が
あ
る
の
み
だ
が
、

ギ
ー
ル
ケ
の
場
合
は
、
同
様
の
「
第
一
部
。
精
神
の
現
象
学
と
い
う
学
問
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
ペ
ー
ジ
に
続
い
て
さ
ら
に
「
第
一
部
―
―
意
識
の
経
験
と
い
う
学
問 Erster Theil. – 

W
issenschaft der Erfahrung des Bew

usstseyns.

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
（
裏

白
）
が
加
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
今
日
で
は
、
グ
ー
グ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
で
同
様
の
諸
版
の
Ｐ

Ｄ
Ｆ
版
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

本
稿
は
、
石
川
伊
織
（
新
潟
県
立
大
学
）、
柴
田
隆
行
（
東
洋
大
学
）、
早
瀬
明
（
京
都
外

国
語
短
期
大
学
）
と
の
共
同
研
究
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を

記
し
て
お
き
た
い
。 

(

2) 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
の
現
象
学
』
上
巻
、
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
（
以

下
「
金
子
訳
」）。 

(

3) 

山
口
誠
一
「『
精
神
現
象
学
』
序
説
冒
頭
の
解
明
」、『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
六

号
、
一
～
一
四
頁
。
同
「『
精
神
現
象
学
』「
序
説
（Vorrede

）」
第
三
節
・
第
四
節
の
解
明

―
《
絶
対
知
は
事
象
（Sache

）
と
取
り
組
む
》
―
」、
同
第
六
一
号
、
五
九
～
七
一
頁
。
同

「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
五
節
・
第
六
節
の
解
明
」、
同
第
六
二
号
、
三
一

～
四
一
頁
。
同
「『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
七
節
～
第
一
〇
節
の
解
明
」、
同
第
六
五
号
、

一
～
一
四
頁
。
同
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
一
一
節
～
第
一
三
節
の
解
明
」、

同
第
六
七
号
、
一
三
～
二
五
頁
。 

(

4)
 

今
日
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
グ
リ
ム
の
辞
典
を
容
易
に
参
照
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
次
の
サ
イ
ト
で
あ
る
。http://w

oerterbuchnetz.de/D
W

B /

（
二
〇
一
五
年

二
月
七
日
ア
ク
セ
ス
現
在
）Vgl. Deutsches W

örterbuch von Jacob und W
ilhelm

 
Grim

m
, 16 Bde. in 32 Teilbänden, Leipzig 1854-1961. 

以
下
、GRIM

M
. 

と

略
す
。 

(

5)
 

参
照
す
べ
き
も
の
が
多
岐
に
及
び
紛
れ
が
生
ず
る
懸
念
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
明
示
的
な
批
判
的
論
及
が
人
間
関
係
や
学
問
的
生
命
に
致
命
傷
を
与
え
か
ね
な
い
と
懸

念
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
侍
僕
的
態
度
」
で
忖
度
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ

な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
無
神
論
論
争
で
イ
エ
ナ
の
教
壇
を
追
わ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
精
神

の
現
象
学
』
を
出
版
準
備
し
た
と
き
、
ま
だ
イ
エ
ナ
の
私
講
師
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
韜

晦
は
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
な
真
理
が
人
び
と
の
生
活
感
覚
を
脅
か
す
こ
と
を
率
直
に
理
解

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
死
を
招
か
な
い
た
め
の
苦
渋
の
策
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
公
刊
物
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
著
作
と
し
て
は
失
敗

す
る
。
だ
か
ら
、
読
者
が
十
分
推
量
で
き
る
程
度
の
当
て
こ
す
り
は
与
え
て
お
く
。
な
ど
と

い
っ
た
今
日
で
も
よ
く
あ
り
そ
う
な
執
筆
態
度
。 

(

6)
 

初
版
に
附
さ
れ
た
正
誤
表
は
三
ペ
ー
ジ
に
及
び
、
そ
こ
で
は
六
五
項
目
の
修
正
が
な
さ

れ
て
い
る
。 

(

7)
 

周
知
の
よ
う
に
、
金
子
訳
は
こ
う
し
た
方
針
で
あ
る
。 

(
8)
全
集
版: Georg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, Gesam
m

elte W
erke, In Verbindung 

m
it der Deutschen Forschungsgem

einschaft, H
rsg. von der Rheinisch-W

estfäli-

schen Akadem
ie der W

issenschaften, Bd. 9: Phänom
enologie des Geistes, H

rsg. 

von W
. Bonsiepen und R. H

eede, Felix M
einer, H

am
burg 1980. Vgl. S. 5—

7. 

現
行
哲
学
文
庫
版: G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, Phänom

enologie des 
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Geistes, N
eu hrsg. von H

ans-Friedrich W
essels u. H

einrich Clairm
ont, M

it e. 

Einl. von W
olfgang Bonsiepen, (Philosophische Bibliothek, Bd. 414), Felix 

M
einer Verlag, H

am
burg 1988. Vgl. S. 2a. 

(

9)
 

金
子
訳
、
四
五
五
頁
以
下
で
は
、「
小
見
出
し
」
の
「
最
初
の
も
の
は
『
真
な
る
も
の
の

場
面
は
概
念
で
あ
り
、
そ
う
し
て
概
念
の
真
実
の
形
態
は
学
的
体
系
で
あ
る
こ
と
』
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
そ
の
頁
づ
け
は
我
々
の
テ
キ
ス
ト
で
は
九
頁
で
は
な
く
、
一
二
頁
と
な
っ
て

い
る
。」
と
す
る
。
そ
の
「
九
頁
」
と
は
、
序
文
の
開
始
ペ
ー
ジ
の
こ
と
。
金
子
訳
の
「
台
本
」

は
、「
ラ
ッ
ソ
ン
―
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
の
第
四
版
（
一
九
三
七
年
）」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

本
書
未
見
で
あ
る
が
、
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
第
六
版
（
一
九
五
二
年
）
で
は
、
た
し
か
に
「
一

二
頁
」と
な
っ
て
い
る
。金
子
が
主
張
し
た
い
の
は
、「
真
な
る
も
の
の
場
面
は
概
念
で
あ
り
、

…
」の
小
見
出
し
が
出
る
ま
で
の
間
は
、「
序
文
中
の
序
文
と
で
も
言
う
べ
き
箇
所
で
あ
っ
て
、

序
文
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（
四
五
六
頁
）
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版: G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, Phänom

enologie des 
Geistes , 

N
ach 

dem
 

Texte 
der 

O
riginalausgabe, 

hrsg. 
von 

Johannes 

H
offm

eister, (Philosophische Bibliothek, Bd. 114), Verlag von Felix M
einer, 

H
am

burg 61952. 
(

10)
 

括
弧
内
の
頁
数
は
、
初
版
の
も
の
。
頁
数
指
示
の
コ
ン
マ
と
文
の
コ
ン
マ
が
兼
ね
て
い

る
箇
所
が
あ
る
が
と
く
に
示
さ
な
い
。
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
は
、
傍
点
で
示
す
。 

(

11)
 

こ
れ
は
、
初
版
本
で
「
序
文
」
の
直
後
に
正
誤
表
が
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
容
易
に
判

断
で
き
る
。
ま
た
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
製
本
指
示
を
参
照
の
こ
と
。
現
行
哲
学
文
庫
版
、

五
四
七
頁
以
下
参
照
。 

(

12)
 

イ
ポ
リ
ッ
ト
は
言
う
。「
こ
の
序
文
は
、
と
り
わ
け
、『
現
象
学
』〔
中
略
〕
と
『
論
理
学
』

〔
中
略
〕
と
が
関
連
の
あ
る
こ
と
を
断
言
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
。」
イ
ポ
リ
ッ
ト
『
ヘ
ー

ゲ
ル
精
神
現
象
学
の
生
成
と
構
造
』
上
巻
、
市
倉
宏
祐
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三

頁
。Cf. Jean H

yppolite, Genèse et Structure de la Phénom
énologie de l’esprit 

de H
egel, Aubier, Paris 1946, p. 9. 

(

13)
 

金
子
は
言
う
。「
目
次
に
は
」「
序
文
」
と
い
う
「
こ
の
語
に
す
ぐ
次
い
で
「
学
的
認
識

に
つ
い
て
」Vom

 w
issenschaftlichen Erkennen

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
序
文
全
体
の
趣

意
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
金
子
訳
、
四
五
五
頁
。
三
浦
和
男
の
理
解
も
し
か
り
。
ヘ

ー
ゲ
ル
『
精
神
の
現
象
学
序
論
＊
学
問
的
認
識
に
つ
い
て
』
三
浦
和
男
訳
、
未
知
谷
、
一
九

九
五
年（
以
下「
三
浦
訳
」）参
照
。ミ
ラ
ー
の
英
訳
で
は
、本
文
に
お
い
て
、 „Vorrede“ 

を

内
容
目
次
に
し
た
が
っ
て
、“PREFACE: O

N
 SCIEN

TIFIC CO
G

N
ITIO

N
” 

と
敷
衍

し
て
い
る
。Cf. H

egel’s Phenom
enology of Spirit, Tr. by A. V. M

iller w
ith 

Analysis of the Text and Forew
ord by J. N

. Findlay, et al., O
xford U

niversity 

Press, O
xford 1977. 

ベ
イ
リ
ー
の
英
訳
現
行
版
で
も
同
様
（
第
二
版
第
七
刷
一
九
六
六
年

の
扱
い
と
異
な
る
）。Cf. G

. W
. F. H

egel, The Phenom
enology of M

ind, Tr., w
ith 

an Introduction and N
otes, by J. B. Baillie, D

over Publications, M
ineola / 

N
ew

 York, 2003; G
eorg Allen &

 U
nw

in, London 71966. 

こ
れ
ら
は
、
一
つ
の
見
識

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
次
も
参
照
。 Frank-Peter H

ansen, Vom
 wissenschaftlichen 

Erkennen: Aristoteles – H
egel – N

. H
artm

ann , K
önigshausen &

 N
eum

ann, 

W
ürzburg 2005, S. 11. 

(

14)
 

田
中
芳
美
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
「
序
文
」
研
究
」、『
大
阪
教
育
大
学
紀
要
』

第
Ⅰ
部
門
第
三
六
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年
、
七
七
頁
。
な
お
、
傍
点
は
神
山
の
も
の
。 

(

15)
 

原
崎
道
彦
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
一
八
〇
五
―
〇
六
年
の
体
系
構
想
」
と
し
て
、「
体
系
第

一
部
」
が
『
精
神
現
象
学
』、「
体
系
第
二
部
」
が
『
論
理
学
』『
自
然
哲
学
・
精
神
哲
学
』
か

ら
な
っ
て
い
た
こ
と
を
実
証
的
に
解
明
し
て
い
る
。原
崎
道
彦『
へ
ー
ゲ
ル「
精
神
現
象
学
」

試
論 

埋
も
れ
た
体
系
構
想
』、
未
来
社
、
一
九
九
四
年
、
五
四
～
五
七
頁
参
照
。 

(

16)
 

山
口
は
、「『
精
神
現
象
学
』
の
序
説
が
、
結
論
部
た
る
絶
対
知
の
章
の
あ
と
に
、
哲
学、、

体
系
全
体
へ
の
前
書
き

、
、
、
、
、
、
、
、
、と
し
て
書
か
れ
た
」（
傍
点
神
山
）
と
指
摘
す
る
。
山
口
、「『
精
神
現

象
学
』
序
説
冒
頭
の
解
明
」、
六
頁
。 

(

17)
 

「
説
明
」
は
、「
悟
性
」
か
ら
「
自
己
意
識
」
に
転
換
す
る
さ
い
に
鍵
に
な
る
認
識
態
度

44



学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 

で
あ
る
。
第
一
六
三
段
落
参
照
。 

(
18) Sache 

の
訳
と
し
て
「
懸
案
の
事
柄
」
と
す
る
の
は
、
そ
の
語
の
成
り
立
ち
が
「
紛
争 

Streitigkeit

」
の
対
象
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。Vgl. GRIM

M
., Bd. 14, Sp. 1592 ff. 

(

19)
 

金
子
訳
は
「
目
的
に
反
す
る
」。
三
浦
和
男
も
同
様
。
三
浦
訳
、
九
八
頁
参
照
。
山
口
訳

は
「
害
に
さ
え
な
る
」（
山
口
、
前
掲
論
文
）。
以
下
、
訳
文
の
指
摘
は
、
い
ず
れ
も
容
易
に

参
照
可
能
な
の
で
、
頁
数
を
省
略
。Vgl. GRIM

M
., Bd. 32, Sp. 970. „ZW

ECK
W

ID
-

RIG
, adj., seinen zweck verfehlend, unsinnig, falsch, schädlich“.  

(

20)
 

牧
野
紀
之
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の scheinen  

は
ほ
と
ん
ど
常
に
「
～
と
見
え
る
が
実
際
は

そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
含
み
を
持
っ
て
い
る
。」
と
す
る
。
け
だ
し
慧
眼
で
あ
る
。
Ｇ
・
Ｗ
・

Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』牧
野
紀
之
訳
、未
知
谷
、二
〇
〇
一
年
（
以
下「
牧
野
訳
」）、

二
七
頁
。
山
口
も
、
こ
の scheinen 

に
着
目
し
、「
学
の
叙
述
を
理
解
す
る
人
々
に
と
っ

て
そ
の
よ
う
に
「
思
わ
れ
る
」（scheinen

）
と
い
う
言
葉
で
結
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
学
の

叙
述
を
理
解
し
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
に
「
思
わ
れ
る
」
が
、
実
は
そ
う
で
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
し
て
い
る
。
山
口
、
前
掲
論
文
、
四
頁
。 

(

21)
 

『
精
神
の
現
象
学
』
へ
の
言
及
は
、
お
も
に
冒
頭
か
ら
の
段
落
番
号
と
段
落
中
の
文
番

号
に
よ
っ
て
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
初
版
そ
の
も
の
の
ペ
ー
ジ
付
け
で
行
う
。
な
お
、
三
浦

訳
と
ミ
ラ
ー
訳
は
、
段
落
番
号
を
冒
頭
に
附
し
て
い
る
。 

(

22)
 

山
口
は
、「
ふ
つ
う
の
序
説
［Vorrede

］
は
説
明
で
あ
り
」、「
説
明
が
哲
学
的
真
理
の

叙
述
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
」、「
序
文
」
不
要
論
が
生
ず
る
と
考
え
る
。
山
口
、
前
掲
論

文
、
三
～
六
頁
参
照
。 

(

23)
 

金
子
は
言
う
。「
哲
学
的
著
作
は
普
通
の
意
味
で
の

、
、
、
、
、
、
、序
文
を
か
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。」
金
子
訳
、
四
五
六
頁
。
加
藤
尚
武
は
言
う
。「
哲
学
的
な
著
作
に
と
っ
て
本
来
は
、
、
、ま

え
が
き
は
不
要
だ
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。」
加
藤
尚
武
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
「
精
神
現
象

学
」
入
門
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
四
八
頁
。「『
序
文
は
い
ら
な
い
』
と
語
る

『
序
文
』
が
あ
る
と
い
う
不
整
合
」
と
も
い
わ
れ
る
。
同
、
五
〇
頁
。「
普
通
の
意
味
で
の
」

と
「
本
来
は
」
と
の
懸
隔
は
甚
だ
し
い
。
な
お
、
引
用
文
の
傍
点
は
い
ず
れ
も
神
山
の
も
の
。 

(

24)
 historisch 

あ
る
い
は H

istory  

に
つ
い
て
は
、Geschichte

「
歴
史
」
と
の
対
比
で
、

「
物
語
」「
史
伝
」
と
で
も
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
金
子
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
ヒ
ス

ト
ー
リ
エ
と
は
、
内
的
連
関
の
明
か
で
な
い
事
実
あ
る
い
は
事
項
を
羅
列
し
記
述
し
物
語
る

も
の
」
と
す
る
。
金
子
訳
、
四
五
八
頁
参
照
。
山
口
は
、historisch

を
「
並
べ
立
て
て
」

と
訳
す
。山
口
、前
掲
論
文
、二
、八
頁
参
照
。ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、“a narrative, a storytelling 

statem
ent, or sim

ply an em
pirical one.” 

だ
と
す
る
。G

eorg W
ilhelm

 Friedrich 

H
egel, H

egel’s Preface to the Phenom
enology of Spirit, Translation and 

Running Com
m

entary by Yirm
iyahu Yovel, Princeton U

niversity Press, 

Princeton 2005, p. 63. 

グ
リ
ム
は
、
ゲ
ー
テ
の
文
を
引
き
、
そ
こ
に
あ
る 

„historisch“ 

を „enthält nur bericht, keine reflexion“ 

と
釈
義
し
て
い
る
。Vgl. 

GRIM
M

., Bd. 10, Sp. 1580. 
(

25)
 

グ
リ
ム
に
よ
る
と „AN

G
ABE, f. indicatio, designatio“ (GRIM

M
., Bd. 1, Sp. 

336

）
で
あ
り
、designatio 

で
考
え
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
わ
ざ
わ
ざ
イ
タ
リ
ッ
ク
で
こ
の

語
を
強
調
し
て
用
い
た
の
か
が
よ
く
分
る
。
す
な
わ
ち
、designatio 

は
、
動
詞 designo 

の
名
詞
形
で
、designo  

に
は
、
英
語
と
し
て “to m

ake out, point out, trace, 

designate, define” 

の
意
味
が
あ
り
、
こ
の
う
ち “trace” 

に
は
、「
…
の
跡
を
た
ど
る
［
つ

け
る
］」と
い
う
意
味
が
あ
る
。 Cf. An Elem

entary Latin Dictionary, by C. T. Lew
is, 

O
xford U

niversiy Press, O
xford 1891. 

『
新
英
和
大
辞
典
』
第
六
版
、
研
究
社
、
二

〇
〇
二
年
参
照
。 

(

26)
 

「
主
張
す
る
独
断
論
（behauptender D

ogm
atism

us

）
に
代
わ
っ
て
、
請
け
あ
う

独
断
論
（versichernder D

ogm
atism

us

）
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
自
身
を
確
信
す
る
独
断

論
（D

ogm
atism

us der G
ew

issheit seiner selbst

）
と
し
て
姿
を
み
せ
た
例
の
観
念

論
」（
第
五
四
段
落
第
八
文 LXIII f .

）。
こ
の
議
論
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
関
連
す
る
。「
主
張
す

る
独
断
論
」は
、独
断
論
の
一
般
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。キ
ー
ゼ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
（1766 —

 1819

）

は
、„dogm

atisch (behauptend)“ 

と
し
て
、「
独
断
的
」
と
「
主
張
す
る
」
と
を
等
し
い

も
の
と
み
な
し
、
こ
れ
を
「
懐
疑
的 skeptisch

」
に
対
置
す
る
。Vgl. J. G

. C. C. 
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K
iesew

etter, Grundriß einer reinen allgem
einen Logik nach Kantischen 

Grundsätzen, zum
 Gebrauch für Vorlesungen, begleitet m

it einer weitern 
Auseinandersetzung für diejenigen, die keine Vorlesungen darüber hören 
können , 2. völlig um

gearbeitet und verm
ehrte Aufl., Berlin 1795 (G

oogle), S. 

141, 557. 
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
存
在
」
を
「
第
一
の
根
源
的
な
概
念
」
と
み
な
す
従
来
の
「
独

断
論
」
が
、
そ
れ
以
外
の
考
え
方
が
で
き
な
い
と
「
請
け
あ
う Versicherung

」
以
外
に

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
体
系
の
ほ
う
が
「
じ
つ
に
よ

く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
」「
請
け
あ
う Versicherung

」、
さ
ら
に
、「
た
ん
に
主

観
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
み
ず
か
ら
の
無
能
力
を
請
け
あ
う
こ
と
（Versicherung

）
し
か

独
断
論
者
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
ま
と
め
る
。Vgl. Johann G

ottlieb Fichte, 
„Zw

eite Einleitung in die W
issenschaftslehre, für Leser, die schon ein phi-

losophisches System
 haben (1797)“, in: Fichtes W

erke, hrsg. von I. H
. Fichte, 

Bd. 1, W
alter de G

ruyter &
 Co., Berlin 1971, S. 499. 

フ
ィ
ヒ
テ
「
知
識
学
へ
の
第

二
序
論
」
鈴
木
琢
真
訳
、『
全
集
』
第
七
巻
、
晢
書
房
、
一
九
九
九
年
、
四
五
〇
頁
以
下
。
な

お
、
鈴
木
訳
で
は
、Versicherung

は
「
断
言
す
る
」
で
あ
る
。
議
論
の
内
容
の
真
理
性
を

議
論
す
る
者
が
主
観
的
に〈
保
証
す
る Versichrung

〉の
が「
請
け
あ
う
独
断
論
」で
あ
る
。 

(

27)
 

ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、“darstellen, D

arstellung” 

を
、「
理
性
的
本
質
を
感
性
的
な
い
し
経

験
的
媒
体
に
翻
訳
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
し
、 “exhibiting, exhibition” 

で
訳

す
べ
き
と
す
る
。Cf. tr. by Yovel, op. cit. 

(

28)
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、そ
の『
学
問
論
』で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
学
問
や
芸
術
に
お
い
て
も
、

特
殊
な
も
の
は
、
普
遍
的
な
も
の
や
絶
対
的
な
も
の
を
、
己
の
う
ち
に
宿
す
限
り
に
お
い
て

の
み
価
値
を
も
つ
。」
シ
ェ
リ
ン
グ
『
学
問
論
』、
勝
田
守
一
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
、

十
二
頁
。 Vgl. Schelling, Vorlesungen über die M

ethode des akadem
ischen 

Studium
s, 1803, in: Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schellings säm

m
tliche 

W
erke , Abt. 1, Bd. 5, Stuttgart / Augsburg 1859 (G

oogle), S. 212. 

メ
ッ
ツ
ケ
は
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
根
本
確
信
」
と
し
て
、「
普
遍
的
な
も
の
が
存
在
す
る
の
は
、
本
質
の
モ
メ
ン

ト
で
あ
る
と
同
時
に
生
成
の
モ
メ
ン
ト
で
も
あ
る
具
体
的
な
特
殊
化
が
あ
っ
て
の
み
の
こ
と

で
あ
る
。」
と
註
釈
す
る
。Erw

in M
etzke, H

egels Vorreden, m
it Kom

m
entar zur 

Einführung in seine Philosophie , H
eidelberg 1949, S. 141. 

(

29)
 

こ
う
し
た
「
生
命
の
な
い
現
存
在
」
を
対
象
と
す
る
学
問
と
し
て
「
解
剖
学
」
は
格
好

の
例
で
あ
る
が
、こ
れ
は
数
学
を
範
と
す
る
学
問
に
も
通
用
す
る
。た
と
え
ば
、第
四
二
段
落
。 

(

30) „U
ngleichheit“ 

に
は
、„anom

alia, diversitas“ 

の
意
が
あ
る
。Vgl. GRIM

M
., 

Bd. 24, Sp. 980. 
(

31) Schelling, „Erster Entw
urf eines System

s der N
aturphilosophie“, in: 

Friedrich W
ilhelm

 Joseph von Schellings säm
m

tliche W
erke, 1. Abt., Bd. 3, 

Stuttgart u. Augsburg 1858 (G
oogle), S. 198 f., 204. 

(

32) C. I. K
ilian, Entwurf eines System

s der Gesam
m

ten M
edizin, Zum

 
Behuf seiner Vorlesungen und zum

 Gebrauch für praktizirende Aerzte, 
Erster oder fundam

entaler Theil darstellend die Allgem
eine H

eilkunde oder 
generelle Physiologie, N

osologie, Therapie und Arzneym
ittellehre , Jena 

1802 (G
oogle). S. 54 ff. 

(

33) F. J. G
all, „D

es H
errn D

r. F. J. G
all Schreiben über seinen bereits 

geendigten Prodrom
us über die Verrichtungen des G

ehirns der M
enschen 

und der Thiere an H
errn Jos. Fr. von Retzer“, in: Der N

eue Teutsche 
M

erkur vo m
 Jahre 1798, hrsg. v. C. M

. W
ieland, Bd. 3, W

eim
ar 1798 

(G
oogle), S.314, 317 f., 322 f. 

(

34) J. F. Blum
enbach, H

andbuch der vergleichenden Anatom
ie, G

öttingen 

1805 (G
oogle). 

(

35) G
. Friederich H

ildebrandt, Lehrbuch der Anatom
ie des M

enschen, Bd. 
1—

2, Braunschw
eig 1789; Bd. 3, 1791; Bd.4, 1792 (G

oogle). 

な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
蔵
書
を
知
る
う
え
で
の
資
料
は
、次
の
も
の
を
加
藤
尚
武
氏
に
参
看
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

Vgl. Verzeichniß der von dem
 Professor H

errn Dr. H
egel und dem

 Dr. H
errn 
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学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 
Seebeck, hinterlassenen Bücher-Sam

m
lungen; ..., Berlin 1832, S. 61. 

今
日

で
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
参
看
で
き
る
。http://picus.sns.it/index.php?page=TO

C&
id 

=38&
lang=it 

（
二
〇
一
五
年
二
月
七
日
ア
ク
セ
ス
現
在
） 

(

36)
 

『
世
界
の
名
著
43 

フ
ィ
ヒ
テ 

シ
ェ
リ
ン
グ
』、
岩
崎
武
雄
編
、
中
央
公
論
社
、
一
九

八
〇
年
、
六
三
七
頁
。 

(

37)
 

イ
ポ
リ
ッ
ト
は
言
う
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
時
代
の
哲
学
者
た
ち
の
な
か
に
自
分
を
位
置

づ
け
、
自
分
自
身
の
哲
学
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。」
イ
ポ
リ
ッ
ト
、
前
掲
邦
訳
、

三
頁
。Cf. H

yppolite, op. cit., p. 9.  
(

38)
 M

eynung

を
「
思
い
つ
き
」
と
訳
す
の
は
、
グ
リ
ム
の
理
解
か
ら
す
る
。
グ
リ
ム
は
、

カ
ン
ト
の
用
例
も
参
考
に
、「
な
に
も
の
か
に
関
し
て
信
じ
た
り
表
象
し
た
り
す
る
こ
と
に
関

係
し
て
、
そ
れ
と
見
な
す
（dafür halten
）、
幻
想
す
る
（w

ähnen

）」
の
意
だ
と
し
て
い

る
（M

EIN
EN

 6

）
。Vgl. GRIM

M
., Bd. 12, Sp. 1931. 

そ
の
カ
ン
ト
の
用
例
の
一
つ

は
、
次
の
箇
所
か
ら
一
部
取
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
言
う
。「
信
憑
〔Fürw

ahrhalten

真
と
み
な
す
こ
と
〕、
す
な
わ
ち
判
断
の
主
観
的
妥
当
性
は
、
確
信
〔Ü

berzeugung

〕（
こ

れ
は
同
時
に
客
観
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
）
と
の
関
係
で
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
段
階

を
持
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
臆
見
〔M

einen

〕、
信
仰
〔G

lauben
〕、
知
識
〔W

issen

〕

が
そ
れ
で
あ
る
。
臆
見
［
臆
見
す
る
こ
と
］
と
は
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
不
十
分
で
あ

る
と
意
識
し
て
い
る
信
憑
で
あ
る
。
信
憑
が
主
観
的
に
だ
け
十
分
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
客

観
的
に
不
十
分
と
見
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
信
仰
［
信
じ
る
こ
と
］
と
よ
ば
れ
る
。

最
後
に
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
十
分
な
信
憑
は
、
知
識
［
知
る
こ
と
］
と
よ
ば
れ
る
。

主
観
的
に
十
分
で
あ
る
こ
と
は
確
信
（
私
自
身
に
と
っ
て
の
）
と
よ
ば
れ
、
客
観
的
に
十
分

で
あ
る
こ
と
は
確
実
性
〔G

ew
ißheit

〕（
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
の
）と
よ
ば
れ
る
。」

『
純
粋
理
性
批
判
』
下
巻
、
宇
都
宮
芳
明
監
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
八
六
九
頁
以
下

（B.850

）。
グ
リ
ム
は
、「
言
葉
の
意
味
の
な
か
に
あ
る
よ
ろ
め
い
て
不
充
分
な
も
の
が
し

ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
」
と
す
る
。 M

eynung 

に
充
て
う
る
訳
語
と
し
て
、
前
掲
の
カ
ン
ト

の
訳
の
よ
う
に
、「
自
分
ひ
と
り
の
考
え
。私
見
。」（『
角
川
漢
和
中
辞
典
』）を
意
味
す
る「
臆

見
」
も
あ
り
え
よ
う
が
、
こ
の
語
は
、
グ
リ
ム
の
い
う
浮
遊
性
よ
り
も
推
測
性
に
傾
く
と
思

わ
れ
る
。
石
川
文
康
の
「
憶
測
」
も
同
様
。『
純
粋
理
性
批
判
』
下
、
石
川
文
康
訳
、
筑
摩
書

房
、
二
〇
一
四
年
、
四
六
九
頁
。
け
だ
し
、
の
ち
に M

eynung 

が
主
題
化
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ

ル
の
「
感
性
的
な
確
信
（G

ew
ißheit

）」
に
と
っ
て
、
こ
の
浮
遊
性
は
決
定
的
に
重
要
で
あ

り
、
し
か
も
推
測
性
は
む
し
ろ
端
的
に
斥
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
語
を
「
思
い
こ
み
」
と
訳
す
と
い
う
の
も
、「
①
そ
う
だ
と
ば
か
り
信
じ
き
っ
て
い

る
こ
と
。」「
②
そ
れ
以
外
に
は
な
い
と
固
く
心
に
決
め
る
こ
と
。」（『
大
辞
林
』
第
三
版
）
の

意
味
と
な
り
、
た
し
か
に
客
観
的
に
は
不
充
分
か
も
し
れ
な
い
が
、
主
観
的
に
は
充
分
に
不

動
で
あ
っ
て
不
適
切
で
あ
る
。
な
お
、「
思
い
つ
き
」
に
は
、「
①
ふ
と
心
に
浮
か
ん
だ
こ
と
。」

「
②
よ
い
考
え
。
よ
い
工
夫
。
着
想
。」「
③
あ
る
も
の
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
。
ひ
い
き
に
す

る
こ
と
。」（
同
）
の
意
味
が
あ
り
、
第
一
の
意
味
に
解
す
れ
ば
、
そ
の
考
え
の
直
接
性
の
み

な
ら
ず
浮
遊
性
も
伝
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 

 

な
お
、 M

eynung 

を
「
思
い
つ
き
」
と
訳
す
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の δοξα 

の
訳
語

と
し
て
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。た
と
え
ば
、リ
ー
マ
ー
の『
希
独
辞
典
』

で
は
、δοξα 

の
第
一
義
と
し
て „M

eynung, W
ahn, G

edanke, den m
an sich von 

einer Sache m
acht; Einbildung von einer zukünftigen; auch Erw

artung.“ 

が

挙
げ
ら
れ
、
広
範
で
あ
る
。Vgl. Friedrich W

ilhelm
 Riem

er, Griechisch-Deutsches 
H

and-W
örterbuch für Anfänger und Freunde der griechischen Sprache, 

Erster Theil, A—
K

, 3. neu bearbeitete und verm
ehrte Aufl., Jena und 

Leipzig 1819 (G
oogle), S. 467. 

お
そ
ら
く
、
こ
の
う
ち
、
日
本
語
の
「
思
い
込
み
」
に

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
ド
イ
ツ
語
は
、„W

ahn“ 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

(
39)

 

山
口
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
一
つ
の
哲
学
体
系
に
対
す
る
反
対
論
を
自
由
に
保
持
す

る
こ
と
と
、
対
立
し
た
か
に
み
え
る
哲
学
体
系
の
両
者
を
相
互
に
必
然
的
で
あ
る
と
認
識
す

る
こ
と
と
が
同
じ
事
態
で
あ
る
。」
山
口
、
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。 

(

40)
 

本
邦
中
等
教
育
の
教
科
書
・
参
考
書
等
で
は
、
弁
証
法
の
説
明
と
し
て
、
こ
こ
に
記
さ

れ
た
次
の
テ
キ
ス
ト
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
多
い
。「
つ
ぼ
み
が
消
え
て
花
が
に
わ
か
に
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咲
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、
つ
ぼ
み
が
花
に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
仮
に
許

さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
伝
で
い
く
と
、
果
実
に
よ
っ
て
花
は
植
物
の
偽
の
現
存
在
で
あ
る
こ
と

が
説
明
さ
れ
る
し
、
果
実
は
花
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
植
物
の
真
理
と
し
て
姿
を
見
せ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
ら
の
形
式
は
、
相
互
に
区
別
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
た
が
い
に
相
容
れ
な

い
も
の
と
し
て
排
斥
し
あ
っ
て
も
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
植
物
に
は
流
動
す

る
自
然
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
形
式
が
同
時
に
有
機
的
な
統
一
の
構
成
要
素
と
な
る
の
で

あ
っ
て
、こ
の
統
一
の
点
で
、こ
れ
ら
の
構
成
要
素
は
決
し
て
抗
争
し
あ
わ
な
い
ば
か
り
か
、

ど
の
要
素
も
他
の
要
素
同
様
に
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
者
が
対
等
に
必
要

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
全
体
の
生
命
が
成
り
立
っ
て
い
る
。」（
第
二
段

落
第
四
文
～
第
六
文
）
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
力
点
は
、「
有
機
的
な
統
一
」
で
あ
り
「
全
体

の
生
命
」
で
あ
っ
て
、「
論
駁
」
は
こ
の
「
統
一
」
に
収
斂
し
、
し
か
も
「
統
一
」
は
「
論
駁
」

を
要
求
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
植
物
の
成
長
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ゲ

ー
テ
の
『
植
物
変
態
論
』
か
ら
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
規
則
的
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、

前
進
的
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
名
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ

ー
ゼ
は
、最
初
の
子
葉
か
ら
、果
実
と
い
う
最
終
の
完
成
（Ausbildung

）に
い
た
る
ま
で
、

つ
ね
に
段
階
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
あ
る
形
態
か
ら
順
次
に
他
の
形
態
へ
と
変

形
し
、
い
わ
ば
精
神
的
な
〔geistigen

〕
梯
子
の
上
を
、
両
性
の
よ
る
生
殖
と
い
う
自
然
の

頂
上
を
め
ざ
し
て
昇
っ
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」ゲ
ー
テ「
植
物
学
」「
植
物
変
態
論
」、

野
村
一
郎
訳
、『
ゲ
ー
テ
全
集
』
14
、
潮
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
第
六
節
、
五
五
頁
以
下
。

Vgl. J. W
. von G

öthe, Versuch die M
etam

orphose der Pflanzen zu erklären, 
G

otha 1790 (G
oogle), S. 3. 

な
お
、〔
亀
甲
〕
の
補
足
は
神
山
の
も
の
。Vgl. Verzeichniß 

der von dem
 Professor H

errn Dr. H
egel ..., a. a. O

., S. 57.  
(

41)
 

い
ず
れ
も
鉱
物
用
語
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
鉱
物
学
会
員
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。 „G

ehalt“ 

は
、「
内
実
」
と
訳
す
が
、
含
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
含
有
量
に
多
寡
が
あ
る
な
か
で
、 „G

ehalt“ 

も
当
該
物
質
に
着
目
す
る
点
で
は「
純
度
」

と
も
い
え
る
の
だ
が
、
そ
の
純
度
の
高
さ
を
明
確
に
語
る
も
の
が „G

ediegenheit“ 

「
至

純
な
も
の
」
で
あ
る
。Vgl. Rudolf Augustin Vogel, Practisches M

ineralsystem
, 

Leipzig 1762 (G
oogle). 

そ
れ
は
そ
う
と
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
い
た
い
こ
と
は
次
の

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
目
の
前
の
現
ナ
マ
が
、「
金
」
と
し
て
評
価
に
値
す

る
と
明
白
に
分
か
る
と
し
て
、「
金
」
が
い
か
に
成
り
立
つ
の
か
を
理
解
し
て
い
る
の
か
？ 

そ
し
て
、
そ
う
し
た
成
り
立
ち
の
も
の
が
、「
金
」
と
し
て
評
価
に
値
す
る
の
か
？ 

ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
こ
う
し
た
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

(

42)
 

『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る „substantielles Leben“ 

へ
の
言
及
は
、
こ
の
箇
所

と
第
七
段
落
に
お
け
る
も
の
の
二
例
に
限
ら
れ
る
。
な
お
、
本
文
で
の „substantiell“, 

„Substanz“ 

へ
の
言
及
は
、「
第
三
章 

力
と
悟
性
」
の
第
一
三
六
段
落
を
初
出
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、「
力
」
を
「
実
体 Substanz

」
と
し
て
、「
力
の
区
別
項
」
を
「
実
体
的
な
も

の substantiell

」
と
し
て
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
を
説
く
。
こ
の
用
例
に
し
た
が
え

ば
、「
実
体
的
な
も
の
」
と
は
、
〝
実
体
そ
の
も
の
〟
と
い
う
よ
り
は
、
〝
実
体
に
属
す
る
、

な
い
し
含
ま
れ
る
な
に
か
〟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

(

43)
 

金
子
訳
、
四
六
〇
頁
。
な
お
、
三
浦
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ

う
し
た
表
現
〔das substanzielle Leben

〕
に
よ
っ
て
、
環
境
に
ど
っ
ぷ
り
漬
か
り
込
ん

で
い
る
よ
う
な
精
神
的
態
度
、
つ
ま
り
、
外
部
世
界
と
個
人
の
内
面
と
の
あ
い
だ
に
何
の
葛

藤
も
緊
張
関
係
も
生
じ
て
こ
な
い
で
、
し
た
が
っ
て
何
の
反
省
思
惟
も
入
り
込
ん
で
く
る
余

地
の
な
い
意
識
の
状
態
を
想
定
し
て
い
る
。」
三
浦
訳
、
一
〇
六
頁
。
こ
れ
は
、
金
子
の
解
釈

の
系
だ
と
思
わ
れ
る
。 

(

44)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
み
ず
か
ら
の
学
問
的
な
教
養
形
成
の
経
歴
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
人
間
の

下
位
の
欲
求
か
ら
始
ま
っ
た
」と
し
、現
状
と
し
て
は
、「
折
れ
返
り
の
形
式 Reflexionsform

」

を
と
っ
て「
シ
ス
テ
ム
」へ
と
変
貌
し
て
い
る
が
、今
後
の
課
題
と
し
て
、「
人
間
の
生
命
（Leben

）

に
立
ち
戻
っ
て
そ
れ
に
関
与
す
る
（Eingreifen

）」
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。 „H

egel an 

Schelling, Frankfurt am
 M

ain, den 2. N
ov. 1800.“ in: Brief von und an H

egel, 
H

rsg. v. J. H
offm

eister, Bd. 1, (Philosophische Bibliothek, Bd. 235), Felix 

M
einer Verlag, H

am
burg 1952, S. 59 f. 

『
ヘ
ー
ゲ
ル
書
簡
集
』、
小
島
貞
介
訳
、
日
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学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 

進
堂
書
店
、
一
九
七
五
年
、
三
九
頁
参
照
。 

(
45)

 G
edanke

を
「
思
考
枠
組
」
と
訳
す
。
グ
リ
ム
に
よ
れ
ば
、「
い
ま
の
時
点
で
支
配
的

な
意
味
」
は
、「
思
考
す
る
こ
と
の
、
あ
る
い
は
思
考
す
る
感
性
の
産
物
（erzeugnis

）、
素

材
（arbeitsstoff

）、
道
具
（w

erkzeug

）」（G
ED

AN
K

E II.2.

）
で
あ
り
、
哲
学
的
に

は
、
こ
れ
を
「
障
害
物
で
あ
る
像
や
感
覚
か
ら
解
放
し
て
」「
純
粋
な
思
考
を
確
立
す
る
努

力
」
の
こ
と
に
な
る
（II. 5.

）。Vgl. GRIM
M

., Bd. 4, Sp. 1943, 1949. 

こ
の
語
は
、

「
思
想
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
日
本
語
と
し
て
の
一
般
的
な
意
味
は
、「
⑴
人

が
も
つ
、
生
き
る
世
界
や
生
き
方
に
つ
い
て
の
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
見
解
。
多
く
、
社
会
的
・

政
治
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
を
い
う
。」「
⑵
〔
哲
〕〔thought

〕
単
な
る
直
観
の
内
容
に
論

理
的
な
反
省
を
施
し
て
得
ら
れ
た
、ま
と
ま
っ
た
体
系
的
な
思
考
内
容
。」「
⑶
考
え
る
こ
と
。

考
え
つ
く
こ
と
。」（『
大
辞
林
』
第
三
版
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
言
う
「
ま
と
ま
り
の
あ
る

見
解
」
な
い
し
「
ま
と
ま
っ
た
体
系
的
な
思
考
内
容
」
と
い
う
の
が
、
無
内
容
に
傾
く
「
純

粋
な
思
考
」
に
反
す
る
の
で
、 G

edanke 

を
「
思
想
」
と
訳
す
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

な
お
、
の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「G

edanke 

が
客
観
的
な G

edanke 

と
し
て
世
界
の
内
的

な
も
の
を
な
し
て
い
る
と
言
う
と
、
見
か
け
と
し
て
、
自
然
の
も
ろ
も
ろ
の
〈
も
の
〉
に
意

識
を
帰
す
る
か
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
は
、
人
間
が
思
考
（D

enken

）
に

よ
っ
て
自
然
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、〈
も
の
〉
の
内
的
な
活
動

を
思
考
だ
と
受
け
取
り
理
解
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
我
々

は
、
意
識
を
欠
い
た G

edanke 

の
体
系
と
し
て
自
然
を
話
題
と
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
う

よ
う
な
化
石
化
し
た
叡
智
を
話
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、Gedanken 

と
い
う
表
現
を
使
う
か
わ
り
に
、
思
考
規
定

、
、
、
、

（Denkbestim
m

ung

）と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。」と
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。Vgl. G

. 
W

. F. H
egel, W

erke in zwanzig Bänden, Theorie W
erkausgabe, Bd. 8, 

Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaften im

 G
rundrisse (1830), 

Erster Teil, D
ie W

issenschaft der Logik, M
it den m

ündlichen Zusätzen, Auf 

der G
rundlage der W

erke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe, Redaktion 

Eva M
oldenhauer und K

arl M
arkus M

ichel, Frankfurt am
 M

ain 1970, §24 

Zusatz 1, S. 81. 

ヘ
ー
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』（
上
）、
松
村
一
人
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五

一
年
、
一
一
六
頁
以
下
参
照
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
明
に
照
ら
し
て
、 Bestim

m
ung 

を

「
規
定
」
と
訳
す
こ
と
と
区
別
し
、
無
内
容
な
「
枠
組
」
を
用
い
て G

edanke 

を
「
思
考

枠
組
」
と
す
る
の
は
、「
純
粋
な
思
考
」
を
い
さ
さ
か
表
現
し
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。 

(

46)
 

現
行
哲
学
文
庫
版
、
二
一
頁
参
照
。 

(

47)
 

こ
の
小
項
目
の
開
始
位
置
の
理
解
に
は
曰
く
が
あ
る
。
初
版
で
は
、
当
該
開
始
位
置
を

VII

頁
と
し
、
そ
こ
で
は
、
第
五
段
落
中
途
か
ら
始
ま
り
、
第
六
段
落
に
続
く
。
こ
の
版
で

は
、
第
五
段
落
と
第
六
段
落
の
間
に
空
行
は
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、。『
友
の
会
版
全
集
』
初
版
、
第
二
版
と
も

（Freundesvereins-Ausgabe. Bd. 2, Berlin 11832, 21841

）
で
は
、
当
該
開
始
位
置

を
六
頁
と
し
、
そ
こ
で
は
、
第
四
段
落
中
途
か
ら
始
ま
り
、
第
五
段
落
、
第
六
段
落
と
続
く
。

こ
の
版
で
は
、
第
五
段
落
と
第
六
段
落
の
間
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
空
行
は
な
い

、
、
、
、
、
。
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版

、
、
、
、
、
、
、
、
で
は
、

当
該
開
始
位
置
を
十
二
頁
と
し
、
第
四
段
落
中
途
か
ら
始
ま
り
、
第
五
段
落
、
第
六
段
落
と

続
く
が
、
第
五
段
落
と
第
六
段
落
と
の
間
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
空
行
を
設
け

、
、
、
、
、
、
あ
た
か
も
第
六
段
落
か
ら
が
こ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
小
項
目
の
開
始
だ
と
理
解
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版

、
、
、
、
、
、
、
、（Theorie 

W
erkausgabe, Frankfurt a. M

. 1970

）
で
は
、
当
該
開
始
位
置
を
十
四
頁
と
し
、
空、

行
の
処
置
も
含
め

、
、
、
、
、
、
、
基
本
的
に
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
に
倣
っ
て
い
る
。
全
集
版
お
よ
び
現
行
哲

学
文
庫
版
で
は
、
当
該
開
始
位
置
を
六
頁
と
し
、
そ
こ
で
は
第
四
段
落
中
途
か
ら
始
ま
り
、

第
五
段
落
、
第
六
段
落
と
続
く
。
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
や
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版
の
よ
う
に
、

第
五
段
落
と
第
六
段
落
と
の
間
に
空
行
を
設
け
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
（
第
四
版
）
に

し
た
が
う
メ
ッ
ツ
ケ
も
、
第
六
段
落
か
ら
こ
の
小
項
目
が
始
ま
る
と
考
え
る
。Vgl. M

etzke, 
a. a. O

., S. 147. 

な
お
、
こ
の
場
合
で
も
、
メ
ッ
ツ
ケ
は
、
第
五
段
落
で
第
六
段
落
の
議
論

が
始
ま
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
。Vgl. a. a. O

., S. 149. 

金
子
は
、「
ラ
ッ
ソ
ン
‐
ホ

フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
第
四
版
（
一
九
三
七
年
）」
に
依
拠
し
て
訳
し
て
い
る
が
、
第
五
段
落
を
も

っ
て
こ
の
小
項
目
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
（
金
子
訳
、
七
頁
）。
牧
野
は
、
こ
の
第
五
段
落
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と
第
六
段
落
と
の
間
の
空
行
を
重
視
し
、
第
六
段
落
を
こ
の
小
項
目
の
開
始
と
理
解
す
る
。

牧
野
訳
、
三
七
頁
参
照
。 

(

48)
 

「
哲
学
的
認
識
は
概
念
か
ら
の
理
性
認
識
で
あ
り
、
数
学
的
認
識
は
概
念
の
構
成
に
よ

る
理
性
認
識
で
あ
る
。」
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
下
巻
、「
Ⅱ 

超
越
論
的
方
法
論
」「
第

一
章 

純
粋
理
性
の
訓
練
」、
宇
都
宮
監
訳
、
七
七
九
頁
（B. 741

）。 
(

49)
 

な
お
、
こ
の
点
は
、
こ
の
当
時
の
学
問
観
に
即
し
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
グ
リ

ム
の
辞
書
で
は
、
そ
の
多
義
を
説
明
し
て
い
る
が
、「
知
ら
せ
（nachricht, kunde

）、〔
個

人
的
な
〕知
識
（kenntnis
）、知
（w

issen

）」、「
客
観
的
な
知
、専
門
知
（w

issenszw
eig

）」、

「
学
問
分
野 disciplin

」
と
大
分
類
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が W

issenschaft 

を
用
い
た
背

景
と
し
て
、「
学
問
」
が
「
価
値
概
念
」
と
な
り
、
十
八
世
紀
初
め
に
は
、„gute, hohe, edle, 

kluge, rechte w
i ssenschaft(en)“ 

と
い
う
言
葉
の
繋
が
り
が
普
通
の
も
の
と
な
り
、
十

八
世
紀
中
頃
に
は
、「
学
問
の
要
求
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
意
味
の w

issenschaftlich 

と
い
う
言
葉
が
成
立
す
る
。「
人
間
精
神
が
た
ん
な
る
経
験
や
思
弁
を
超
え
て
合
法
則
的
な
連

関
の
認
識
に
迫
る
と
こ
ろ
」で W

issenschaft 

が
用
い
ら
れ
る
。Vgl. GRIM

M
., Bd. 30, 

Sp. 796 f. 
(

50)
 

フ
ィ
ヒ
テ
「
知
識
学
の
概
念
―
―
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
哲
学
の
概
念
に
つ
い
て
」（
一
七

九
四
年
）、
隈
元
忠
敬
訳
、『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』
第
四
巻
、
晢
書
房
、
一
九
九
七
年
、
二
二
頁
。

Vgl. Fichte, „U
eber den Begriff der W

issenschaftslehre oder der sogenannten 

Philosophie, 1794“, in: Fichtes W
erke, Bd. 1, S. 38. 

ち
な
み
に
、
「
こ
の
学

〔W
issenschaft

〕
が
ひ
と
た
び
学
と
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
決
し
て
過
度
で
は
な
い

謙
遜
か
ら
し
て
従
来
も
っ
て
い
た
名
称
―
―
す
な
わ
ち
、
物
知
り
〔K

ennerei

〕、
道
楽

〔Liebhaberei

〕、
物
好
き
〔D

ilettantism

〕
と
い
う
名
称
―
―
を
こ
の
学
が
脱
ぎ
す
て

る
の
は
正
当
だ
と
言
え
よ
う
」。
前
掲
訳
書
、
二
九
頁
。Vgl. a. a. O

., S. 45. 

原
語
の
〔
補

足
〕
は
神
山
の
も
の
（
以
下
同
様
）。 

(

51)
 

カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
上
巻
、
宇
都
宮
監
訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
三
〇
八

頁
（B. 266

）
参
照
。 

(

52)
 

『
純
粋
理
性
批
判
』
下
巻
、
宇
都
宮
監
訳
、
八
七
九
頁
（B. 860

）。 
(

53) 

「
一
切
の
哲
学
的
認
識
の
体
系
〔System

〕
が
哲
学
で
あ
る
。」
前
掲
訳
書
、
八
八
三

頁
（B. 866

）。 

(

54)
 

フ
ィ
ヒ
テ
、
前
掲
訳
書
、
二
三
頁
。Vgl. a. a. O

., S. 39. 
(

55)
 

シ
ェ
リ
ン
グ
『
学
問
論
』、
前
掲
訳
書
、
九
六
頁
以
下
。Vgl. Schelling, Vorlesungen 

über die M
ethode des akadem

ischen Studium
s, in: a. a. O

., S. 280. Vgl. 

M
etzke, a. a. O

., S. 146. 
(

56)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
反
感
は
け
だ
し
愛
が
当
時
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
の
合
言
葉
で
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。」
金
子
訳
、
四
六
〇
頁
。 

(

57)  

シ
ェ
リ
ン
グ
、
前
掲
訳
書
、
九
七
頁
。Vgl. Schelling, a. a. O

. 

原
語
の
補
足
は
神

山
の
も
の
。
邦
訳
中
の
〔
亀
甲
〕
を
［
大
括
弧
］
に
改
め
た
。 

(

58)
 

金
子
訳
、
七
頁
、
四
六
一
頁
参
照
。 

(

59)
 

金
子
は
、「
シ
ェ
リ
ン
グ
」
を
さ
す
と
い
う
。
金
子
訳
、
四
六
一
頁
参
照
。 

(

60)
 

金
子
は
、「
直
接
知
と
い
う
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ャ

ー
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
な
ど
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
の
立
場
全
体
を
さ
す

表
現
」
だ
と
す
る
。
前
掲
箇
所
参
照
。 

(

61)
 

金
子
は
、「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヒ
ャ
ー
」
を
さ
す
と
い
う
。
前
掲
箇
所
参
照
。 

(

62) Friedrich D
aniel Ernst Schleierm

acher, Ü
ber die Religion, Rede an die 

Gebildeten unter ihren Verächtern , M
it einer Einleitung hrsg. v. Andreas 

Arndt (Philosophische Bibliothek, Bd. 563), Felix M
einer Verlag, H

am
burg 

2004, S. 29. 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
『
宗
教
論
』、
佐
野
勝
也
・
石
井
次
郎
訳
、
岩
波
文

庫
、
一
九
四
九
年
、
四
九
頁
参
照
。 

(

63) 
金
子
訳
、
四
六
二
頁
参
照
。
山
口
誠
一
も
同
様
。
山
口
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』

「
序
説
」
第
五
節
・
第
六
節
の
解
明
」、
三
六
頁
参
照
。 

(

64)
 

「
書
物
に
し
た
が
っ
て
心
と
精
神
を
探
求
し
て
、
そ
の
精
神
が
汝
ら
に
生
ま
れ
つ
い
て

い
て
汝
ら
に
神
の
愛
の
中
心
（Centrum

 der göttlichen Liebe

）
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
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る
こ
と
が
分
か
る
な
ら
、
汝
ら
は
神
を
認
識
す
る
だ
ろ
う
。」Jacob Böhm

e, D
e triplici 

vita hom
inis, oder: H

ohe und tieffe G
ründe vom

 dreyfachen Leben des 

M
enschen durch die Principia, ... (1620), in: Theosophia Revelata, Das ist: 

Alle Göttliche Schriften des Gottseligen und H
ocherleuchteten Deutschen 

Theosophi Jacob Böhm
ens , T. 1, 1715 (G

oogle), Sp. 829. 

本
書
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

所
有
し
た
も
の
と
同
様
。 

(

65)
 

山
口
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
思
想
で
こ
の
文
脈
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
晦
渋
で
あ

る
。
山
口
、
前
掲
論
文
、
三
八
頁
以
下
。 

(

66)
 s elbstbew

ußt

を
「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
」
と
訳
す
の
は
、「
自
己 selbst

」
が

後
続
の
被
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
趣
旨
に
よ
る
。「
真
価
」
と
い
う
語
が
な
け
れ

ば
、「
自
己
」
が
被
修
飾
語
と
切
り
離
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
グ
リ
ム
に
よ

る
と
、selbstbew

ußt

は
、「
自
分
独
自
の
価
値
を
意
識
す
る
者
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

Vgl. GRIM
M

., Bd. 16, Sp. 463. 
(

67)
 

金
子
訳
、
四
六
二
頁
。 

(

68)
 

イ
ポ
リ
ッ
ト
は
、「
直
接
的
な
状
態
」
と
し
て
「
中
世
の
素
直
な
信
仰
」
を
想
定
す
る
。 

Cf. G
. W

. F. H
egel, La Phénom

énologie de l’Esprit, Tr. de Jean H
yppolite, T. I, 

Paris 1941, p. 9. 

ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、「
中
世
文
化
」、
あ
る
い
は
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

の
よ
う
な
伝
統
志
向
の
文
化
」で
は
な
い
か
と
す
る
。Cf. Yovel, op. cit., p. 76. 
し
か
し
、

メ
ッ
ツ
ケ
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
は
す
で
に
分
裂
の
時
代
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
実
体

的
生
命
の
統
一
」
が
あ
る
の
は
古
典
古
代
だ
と
す
る
。Vgl. M

etzke, a. a. O
., S. 150. 

山

口
誠
一
は
、「
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
主
義
の
時
代
ま
で
を
大
雑
把
に
整
理
し

て
い
る
」
と
す
る
。
山
口
、「『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
七
節
～
第
一
〇
節
の
解
明
」、
一
頁
。 

(

69)
 

金
子
訳
、
四
六
〇
頁
。 

(

70) Reflexion 

は
、「
反
省
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、『
大
辞
林
』（
第
三
版
）
で
も
「
反

省
」
の
第
二
義
と
し
てreflexion

を
挙
げ
つ
つ
「
注
意
・
感
覚
・
思
考
な
ど
、
意
識
の
作

用
を
自
分
の
内
面
、
自
己
自
身
に
向
け
る
こ
と
。
何
ら
か
の
目
的
や
基
準
に
照
ら
し
つ
つ
行

わ
れ
る
判
断
で
あ
り
、普
遍
原
理
の
窮
極
的
把
握
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
な
ど
の
哲
学
を
、
現
実
の
具
体
性
に
い
ま
だ
媒
介
さ
れ
て

い
な
い
抽
象
的
な
内
省
、
理
性
に
至
ら
ぬ
悟
性
的
思
惟
に
よ
る
反
省
哲
学
と
呼
ん
だ
の
は
そ

の
意
味
に
よ
る
。」
と
説
明
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
常
一
般
に
「
反
省
」

は
、『
大
辞
林
』
で
い
う
第
一
義
「
振
り
返
っ
て
考
え
る
こ
と
。
過
去
の
自
分
の
言
動
や
あ
り

か
た
に
間
違
い
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
よ
く
考
え
る
こ
と
。」
と
し
て
考
え
る
以
外
に
な
く
、

つ
ね
に
道
徳
的
な
意
味
が
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
書
に
あ
る Reflexion 

を

そ
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
ま
た
、「
術
語
」
と
心
得
て
前
掲
第
二
義
を

参
照
し
て
理
解
し
て
い
く
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
で
一
貫
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
ラ
テ
ン
語
と
し
て
の
「
反
射
・
反
映
」
の
原
義
に
た
ち
戻
り
、Reflexion

を
「
折
れ
返
る
」「
折
れ
返
り
」
と
訳
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
翻
訳
書
で
こ
の
よ

う
な
訳
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
「
法
の
哲

学
」（『
世
界
の
名
著
44 

ヘ
ー
ゲ
ル
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
、
所
収
）
が
あ
る
。 

(

71)
 

メ
ッ
ツ
ケ
に
よ
る
と
、「
啓
蒙
思
想
」、
具
体
的
に
は
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
。Vgl. 

a. a. O
., S. 150.  

(

72)
 

メ
ッ
ツ
ケ
に
よ
る
と
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
立
場
。Vgl. a. a. O

., S. 150 f. 
(

73)  

イ
ポ
リ
ッ
ト
に
よ
る
と
、「
美
」
は
シ
ラ
ー
、「
神
聖
に
し
て
永
遠
」
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の

『
ブ
ル
ー
ノ
』
へ
の
当
て
こ
す
り
。Cf. Tr. de H

yppolite, op. cit., p. 10. 
(

74)
 

山
口
に
よ
る
と
、「
恍
惚
」
は
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
。
山
口
、
前
掲
論
文
、
七
頁
参
照
。
な
お
、

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
、「
理
性
の
状
態
は
恍
惚
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 D

er État de Raison 

ist ekstatisch.

」
と
の
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。 N

ovalis, Das Allgem
eines Brouillon, 

M
aterialien zur Enzyklopädistik 1798/99, M

it einer Einl. von H
ans-Joachim

 
M

ähl, (Philosophische Bibliothek, Bd. 450), Felix M
einer, H

am
burg 1993, S. 

208. 
な
お
、
こ
の
ノ
ー
ト
は
、
一
九
〇
一
年
に
初
刊
行
の
た
め
、
そ
れ
と
し
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル

は
未
見
。 

(

75) „gähren“ 
は
、h 
を
取
っ
て gären 

で
引
く
。Vgl. GRIM

M
., Bd. 4, Sp. 1151. 
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gären 

は
、「
醗
酵
」
が
本
義
だ
が
、「
腐
敗
」
に
よ
る
も
の
も
意
味
す
る
。 „Begeiste-

rung“ 

は
、
も
と
の
動
詞 begeistern 

が
他
動
詞
で
「
感
激
さ
せ
る
」
な
ど
と
い
う
意
味
だ

か
ら
、
能
動
的
意
味
を
も
ち
う
る
。begeistern  

は
、 „spiritus indere, inspirare“ 

で

あ
る
。Vgl. GRIM

M
., Bd. 1. Sp. 1291. 

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
は
言
う
。「
宗
教
の
生

命
全
体
は
、
自
然
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
全
体
と
い
う
―
―
つ
ま
り
一

に
し
て
全
と
い
う
―
―
無
限
の
自
然
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
宗
教
は
、
す
べ
て
の
個
別
的

な
も
の
と
人
間
が
こ
う
し
た
自
然
の
な
か
で
値
す
る
も
の
を
、
ま
た
そ
の
帰
趨
を
、
個
々
の

形
式
と
本
質
が
自
然
に
お
い
て
永
遠
に
醗
酵
す
る
こ
と
（G

ärung

）
の
う
ち
に
直
観
す
る
。」

Schleierm
acher, a. a. O

., S. 29. 
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
、
前
掲
訳
書
、
五
〇
頁
参

照
。 

(

76)
 

現
行
哲
学
文
庫
版
の
註
に
よ
る
と
、
以
上
は
、
Ｃ
・
Ａ
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ
ー
、
Ｊ
・

ゲ
レ
ス
、
Ｆ
・
Ｈ
・
ヤ
コ
ー
ビ
、
Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、
Ｆ
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
、
Ｊ
・

Ｊ
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
へ
の
当
て
こ
す
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
三
浦
訳
、
一
九
一
頁

以
下
参
照
。 

 

「
神
性
」・「
永
遠
」
に
つ
い
て
は
、
エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ
ー
の
次
を
参
照
。「
§
三
三 

そ

れ
ゆ
え
、
認
識、、が
届
く
程
度
に
応
じ
て
思
弁、、の
届
く
程
度
も
あ
る
が
、
認
識
は
絶
対
的
な
も

の
の
な
か
で
は
じ
め
て
消
尽
す
る
。
絶
対
的
な
も
の
の
な
か
で
は
、
認
識
は
認
識
さ
れ
る
も

の
と
同
一
で
あ
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
絶
対
的
な
も
の
は
、
思
弁
に
と
っ
て
の
南
中
点
で

あ
る
。
／
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
は
、
も
は
や
認
識、、で
は
あ

り
え
ず
、
む
し
ろ
予
感、、な
い
し
祈
り、、で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
象
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
、
あ
ら
ゆ

る
理
念
を
超
え
て
、
そ
し
て
一
般
に
思
弁
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
は
、
祈
り
が
や
は
り
念
頭
に

置
く
も
の
で
あ
る
。
―
―
す
な
わ
ち

、
、
、
、、
神
性
で
あ
る

、
、
、
、
、―
―
。
こ
の
ポ
テ
ン
ツ
は
、
無
限
に
高

い
と
こ
ろ
に
あ
る
浄
福
で
あ
り
、
永
遠
な
も
の
と
し
て
あ
る
」。C. A. Eschenm

ayer, Die 
Philosophie in ihrem

 U
ebergang zur N

ichtphilosophie, Erlangen 1803 
(G

oogle), S. 25. 
 

ま
た
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
次
を
参
照
。「
し
か
し
、
悟
性
が
我
々
の
魂
の
有
限
態
の
一
側
面
で

あ
る
か
ぎ
り
、ま
た
こ
の
魂
の
本
質
の
完
璧
さ
に
と
も
に
入
り
込
も
う
と
す
る
か
ぎ
り
、我
々

は
、
も
ち
ろ
ん
、
悟
性
に
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
―
―
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ

て
は
、
つ
ね
に
、
永
遠
の
も
の
だ
け
が
神
聖
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
そ
れ
自
身
な

に
か
と
し
て
通
用
し
よ
う
と
す
る
有
限
な
も
の
は
、
軽
蔑
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」Johann 

Jakob W
agner, System

 der Idealphilosophie, Leipzig 1804 (G
oogle), S. 28. 

 

「
精
神
の
吹
き
込
み
」
に
つ
い
て
は
、
ゲ
レ
ス
の
次
を
参
照
。「
し
た
が
っ
て
、
純
粋
な
知

性
の
か
た
ち
を
し
た
理
性
だ
け
が
、
よ
り
高
次
の
世
界
を
直
接
的
に
眺
め
る
だ
ろ
う
。
彼
岸

か
ら
降
り
て
く
る
光
は
、
地
上
の
精
神
で
あ
る
悟
性
に
と
っ
て
は
、
た
だ
理
念
の
ベ
ー
ル
を

通
っ
て
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
し
て
放
射
す
る
だ
ろ
う
。
地
上
の
精
神
で
あ
る
悟
性
は
、
隠

さ
れ
た
神
的
な
も
の
を
、
た
だ
カ
バ
ー
を
通
っ
て
予
感
す
る
こ
と
で
見
つ
け
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
隠
さ
れ
た
神
的
な
も
の
は
、
最
高
の
精
神
の
吹
き
込
み
（
感
激
）
と
い
う
モ
メ

ン
ト
の
か
た
ち
で
理
性
の
光
雲
を
裂
い
て
、理
性
の
理
念
の
か
た
ち
で
地
上
の
言
葉
を
話
し
、

死
す
べ
き
も
の
た
ち
に
み
ず
か
ら
を
聴
こ
え
る
よ
う
に
す
る
。」「
し
た
が
っ
て
、
神
秘
の
国

が
恩
寵、、（
親
切、、）
の
国
で
あ
る
の
は
、
芸
術
（
人
為
）
と
学
問
の
領
域
が
天
才
の
国
で
あ
る

の
と
同
じ
で
あ
り
、
天
才
が
あ
り
ふ
れ
た
悟
性
に
と
っ
て
よ
り
高
級
な
賜
物
で
あ
る
の
と
同

じ
で
あ
る
。
あ
り
ふ
れ
た
悟
性
は
、
こ
の
高
級
な
賜
物
を
概
念
的
に
把
握
し
て
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
よ
り
高
級
な
活
動
は
、
あ
り
ふ
れ
た
悟
性
の
か
た
ち
で
は
精
神

が
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
を
独
自
の
恣
意
に
し
た
が
っ
て
扱
い
、
あ
り
ふ
れ
た
悟
性
が
預
言
者

の
精
神
で
〈
も
の
〉
を
言
い
形
成
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。」 I. G

örres, Glauben 
und W

issen , M
ünchen 1805 (G

oogle), S. 108, 111. 
(

77)
 

山
口
は
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
ま
た
そ
れ
が
参
照
す
る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
が
想
定
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
山
口
、
前
掲
論
文
、
八
頁
参
照
。 

(

78)
 

現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
五
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
山
口
は
、
カ
ン
ト
哲
学
以
降
の
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
山
口
、
前
掲
論
文
、
九
頁
参
照
。
ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ

い
て
し
ば
し
ば
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
反
対
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
経
験
を
軽
ん
じ
て
い

な
い
。」
と
す
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、
ベ
ー
コ
ン
の
ほ
か
に
、
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ガ
リ
レ
イ
と
ロ
ッ
ク
の
名
前
を
挙
げ
る
。Cf. Yovel, op. cit., p. 79. 

(
79)

 

三
浦
は
、「
周
知
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
古
典
古
代
の
世
界

で
は
、
夜
空
を
美
し
く
飾
る
星
々
に
は
星
座
の
形
で
さ
ま
ざ
ま
の
形
象

イ
マ
ー
ジ
ュ

が
読
み
こ
ま
れ
て

お
り
、現
世
の
出
来
事
は
こ
れ
ら
に
深
く
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
出
来
事
の
本
質
や
意
味
は
こ
の
現
世
の
出
来
事
そ
の
も
の
の
中
に
は
な
く
、
こ
の

彼
岸
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
思
想
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に

い
た
っ
て
も
な
お
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
形
で
生
き
て
い
る
。」
と
指
摘
す
る
。

け
だ
し
慧
眼
で
あ
る
。
三
浦
訳
、
一
一
三
頁
以
下
。 

(

80)
 

山
口
は
、
こ
の
時
期
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
時
代
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

で
の「
思
想〔G

edanken

〕」を「
キ
リ
ス
ト
教
に
使
え
る
哲
学
」、ま
た「
形
象〔Bildern

〕」

を
「
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
や
マ
リ
ア
な
ど
の
表
象
」
だ
と
す
る
。
山
口
、
前
掲
論
文
、
八

頁
参
照
。〔
補
足
〕
は
神
山
の
も
の
。
な
お
、
山
口
は
、
第
七
段
落
第
一
文
の
「
実
体
的
生
命
」

を「
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
の
ス
ト
ア
主
義
の
時
代
」の
も
の
と
解
す
る
わ
け
だ
が（
註

（
68
））、「
経
験
」
を
画
期
と
し
た
こ
こ
で
の
「
前
時
代
」の
解
釈
は
、そ
れ
と
ず
れ
て
い
る
。 

(

81)
 

「
ケ
プ
ラ
ー
の
精
神
的
素
質
と
才
能
が
ど
れ
ほ
ど
純
粋
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。」

Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
惑
星
軌
道
論
』、
村
上
恭
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
一

年
、
三
六
頁
参
照
。Vgl. G

e. W
ilh. Frid. H

egel, Dissertatio Philosophica de 
Orbitis Planetarum

, Jena 1801 (G
oogle), S. 20. 

(

82)
 

ヘ
ー
ゲ
ル
、
前
掲
訳
書
、
六
四
頁
以
下
。Vgl. a. a. O

., S. 32. 
(

83)
 

プ
ラ
ト
ン
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」
種
山
恭
子
訳
、『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
12
、
岩
波
書
店
、
一

九
七
五
年
、
五
八
頁
、
六
五
頁
以
下
。「
全
体
を
構
成
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
を
星
と
同
じ
数

だ
け
の
魂
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
を
そ
れ
ぞ
れ
の
星
に
割
り
当
て
、
ち
ょ
う
ど
馬
車
に

で
も
乗
せ
る
よ
う
に
し
て
乗
せ
る
と
、
こ
の
万
有
の
本
来
の
相
を
示
し
て
、
か
れ
ら
に
運
命

と
し
て
定
め
ら
れ
た
掟
を
告
げ
た
の
で
す
。」「
火
の
う
ち
に
は
、
焼
く
力
は
持
っ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
、
穏
や
か
な
（
ヘ
ー
メ
ロ
ン
）
光
―
―
つ
ま
り
、
日
ご
と
の
昼
間
（
ヘ
ー
メ
ラ
ー
）

に
固
有
な
光
―
―
を
も
た
ら
す
と
い
う
性
質
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
神
々
は
、
お
よ
そ
そ
う

い
っ
た
も
の
が
一
つ
の
身
体
に
な
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ
わ
け
な
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
わ

れ
わ
れ
の
内
部
に
も
そ
れ
と
兄
弟
分
の
純
粋
な
火
が
あ
る
の
で
、
神
々
は
そ
れ
が
眼
を
通
っ

て
流
れ
る
よ
う
に
し
た
」
の
で
す
。
な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
「
占
星
術
の
正
当
性
に
つ

い
て
も
詳
し
く
語
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ニ
コ
ラ
ス
・
キ
ャ
ン
ピ
オ
ン
『
西
洋
史
と

西
洋
占
星
術
』、
鏡
リ
ュ
ウ
ジ
監
訳
、
柏
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
頁
参
照
。  

(

84) Jacob Böhm
e, „D

e Signatura Rerum
, Von der G

eburt und Bezeichnung 

aller W
esen“, in: Theosophiæ Revelatæ, Das ist, Alle Göttliche Schriften des 

Gottseligen und H
ocherleuchteten Deutschen Theosophi Jacob Böhm

ens, 
D

er 2. Teil, [H
olle] 1715 (H

erzog August Bibliothek W
olfenbüttel), Cap. 4-16, 

27, Cap. 8-46, Sp. 2206, 2209, 2262. 

「
シ
グ
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
・
レ
ー
ル
ム
―
―
万
物
の

誕
生
と
し
る
し
に
つ
い
て
―
―
」、
南
原
実
訳
、『
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作
集
』
第
十
三

巻
、
教
文
館
、
一
九
八
九
年
、
四
一
、
四
五
、
一
〇
二
頁
参
照
。
な
お
、
原
書
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
所
有
し
た
も
の
と
同
様
。「
聖
な
る
も
の
の
の
源
」
へ
の
「
回
帰
と
は
、
魂
が
天
空
を
文

字
通
り
移
動
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
に
向
か
う
こ
と
で
心
の
中
で
達
成
さ
れ
る
。

愛
や
光
が
天
か
ら
流
出
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
中
に
あ
る
光
や
愛
と
の
接
触

を
つ
う
じ
て
、
聖
な
る
結
合
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
」。
キ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、
前
掲
訳
書
、
二

八
六
頁
。 

(

85)
 

山
口
は
、
お
も
に
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
思
想
と
の
関
連
性
を
主
張
す
る
。
山
口
、
前
掲
論

文
、
八
頁
以
下
参
照
。 

(

86)
 

イ
エ
ス
が
十
二
信
徒
を
布
教
に
遣
わ
す
と
き
に
命
じ
た
言
葉
に
次
の
も
の
が
あ
る
。「
行

っ
て
、『
天
の
国
は
近
づ
い
た
』
と
宣
べ
伝
え
な
さ
い
。
病
人
を
い
や
し
、
死
者
を
生
き
返
ら

せ
、
重
い
皮
膚
病
を
患
っ
て
い
る
人
を
清
く
し
、
悪
霊
を
追
い
払
い
な
さ
い
。
た
だ
で
受
け

た
（em

pfangen

）
の
だ
か
ら
、
た
だ
で
与
え
（gebt

）
な
さ
い
。」（『
マ
タ
イ
に
よ
る
福

音
書
』
第
十
章
第
七
～
八
節
）
な
お
、
同
第
二
〇
章
第
一
～
十
六
節
の
「
天
の
国
」
の
例
と

し
て
「
ぶ
ど
う
園
の
主
人
」
が
「
労
働
者
」
に
異
な
る
労
働
時
間
に
同
一
の
賃
金
を
与
え
る

説
話
も
参
照
。「
後
に
い
る
者
が
先
に
な
り
、
先
に
い
る
者
が
後
に
な
る
。」
な
お
、
ル
タ
ー
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版
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。Vgl. Die Bibel, oder die ganze H

eilige Schrift des 
Alten und N

euen Testam
ents, verdeutscht von D

. M
artin Luther, N

ach der 

O
riginal-Ausgabe von 1545, Stereotypendruck 7. Aufl., Stuttgart 1858 

(G
oogle). 

(

87)
 Vgl. GRIM

M
., Bd. 15, Sp. 580. 

(

88) Vgl. Schleierm
acher, a. a. O

., S. 29. 

前
掲
訳
書
、
四
九
頁
参
照
。 

(

89)  

「
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
と
っ
て
宇
宙
と
は
存
在
及
び
生
起
の
全
体
、即
ち
世
界
、

自
然
、
人
類
、
歴
史
な
ど
を
意
味
す
る
。」
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
、
前
掲
箇
所
、
訳
註
。

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ハ
ー
に
お
い
て
「
宇
宙
」
と
「
神
」
と
を
同
一
視
で
き
る
か
ど
う
か
の
問
題

が
生
ず
る
が
、
こ
れ
は
、そ
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
関
連
さ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。Vgl. 

M
ichael Roth, Gott im

 W
iderspruch? : M

öglichkeiten und Grenzen der 
theologischen Apologetik, Berlin 2002, S. 58 f. 

(

90)
 Vgl. Schleierm

acher, a. a. O
., S. 33. 

前
掲
訳
書
、
五
五
頁
参
照
。 

(

91) Schleierm
acher, a. a. O

., S. 41 f. 

前
掲
訳
書
、
六
八
頁
参
照
。 

(

92)
 A. a. O

., S. 16, 24. 

前
掲
訳
書
、
三
一
、
四
三
頁
参
照
。 

(

93) Vgl. a. a. O
., S. 11.  

前
掲
訳
書
、
二
四
頁
参
照
。 

(

94)
 

ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、 „Begeisterung“ 

が
、
カ
ン
ト
の
批
判
す
る „Schw

ärm
erei“ 

に

通
ず
る
と
す
る
。 Cf. Yovel, op. cit., p. 79. 

(

95)
 

現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
〇
頁
参
照
。 

(

96)
 

高
津
春
繁
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
辞
典
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
二
六
九
頁

参
照
。 

(

97)
 

前
掲
書
、
二
六
頁
。「
ポ
イ
ボ
ス
」
は
、
第
七
三
七
段
落
で
登
場
す
る
。 

(

98)  

ヤ
コ
ー
ビ
は
言
う
。「
人
間
に
は
、
そ
の
理
性
に
よ
っ
て
、
真
な
る
も
の
の
学
問
の
力
能

が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
み
ず
か
ら
が
無
知
で
あ
る
こ
と
の
感
情
と
意
識
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
真
な
る
も
の
の
予
感
し
か
な
い
の
で
あ
る
。」Friedrich H

einrich 

Jacobi, Jacobi an Fichte, H
am

burg 1799 (G
oogle), S. 28. 

エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ

ー
と
ゲ
レ
ス
つ
い
て
は
、
註
（
76
）
参
照
。 

(

99)
 

メ
ッ
ツ
ケ
に
よ
る
と
、「
空
虚
な
広
が
り
」
は
「
啓
蒙
」
の
立
場
の
も
の
で
あ
り
、「
預

言
者
風
の
話
題
」
は
、
こ
れ
に
対
立
し
て
、
か
え
っ
て
「
空
虚
な
深
み
」
と
い
う
「
一
面
的

な
極
」
に
至
っ
て
い
る
と
読
む
。Vgl. M

etzke, a. a. O
., S, 151 f.  

(

100)
 

エ
ッ
シ
ェ
ン
マ
イ
ヤ
ー
は
言
う
。「
表
象
や
理
念
の
か
た
ち
で
の
認
識
に
も
人
間
の
行
為

に
も
一
切
関
係
な
い
も
の
が
、
神
聖
な
も
の

、
、
、
、
、で
あ
る
。
私
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り

し
な
い
な
ら
、
次
の
こ
と
を
熟
慮
し
て
み
る
と
よ
い
。
君
の
な
か
で
同
じ
直
観
や
同
じ
感
情

を
覚
醒
さ
せ
る
た
め
に
は
、
私
が
意
の
ま
ま
に
で
き
る
の
は
空
虚
な
言
葉
で
し
か
な
く
、
最

高
の
も
の
を
見
出
す
た
め
に
は
、
私
は
、
低
次
な
も
の
や
従
属
的
な
も
の
か
ら
な
に
か
を
ま

っ
た
く
借
り
る
必
要
も
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
す
べ
て
の
も
の
を
最
高
の
も
の
か
ら
遠
ざ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
で
あ
る
。」C. A. Eschenm

ayer, Der Erem
it 

und der Frem
dling, Gespräche über das H

eilige und die Geschichte, 
Erlangen 1806 (G

oogle), S. 25. 
(

101)
 

シ
ュ
テ
ー
ク
ラ
ー
は
、
こ
れ
と
の
関
わ
り
で
、
十
九
世
紀
に
化
学
、
生
物
学
、
人
類
学
、

電
磁
気
学
、
心
理
学
な
ど
が
進
展
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。Vgl. Pirm

in Stekler, H
egels 

Phänom
enologie des Geistes, Ein dialogischer Kom

m
entar, Bd. 1, (Philo- 

sophische Bibliothek, Bd. 660a), Felix M
einer, H

am
burg 2014, S. 207 f. 

ヨ
ヴ

ェ
ル
は
、
カ
ン
ト
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
関
係
を
指
摘
す
る
。Cf. Yovel, op. cit., p. 82. 

(

102)  

ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
（1728

―1801

）
は
、『
人
間
に
関
す
る
経
験
と
探
究
』
の
「
§
一
九

二
．
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
と
文
化
の
真
の
衝
動
ば
ね
に
つ
い
て
。」
の
節
で
、
次
の
よ
う
に

言
う
。「
自
然
は
、
そ
の
は
た
ら
き
の
点
で
一
様
で
あ
る
。
自
然
の
計
画
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
っ

て
、
自
然
の
手
段
は
単
純
で
あ
る
。
自
然
は
、
し
ば
し
ば
、
最
大
の
革
命
を
、
見
か
け
た
と

こ
ろ
わ
ず
か
で
し
か
な
い
衝
動
ば
ね
の
漸
次
的
な
展
開
に
よ
っ
て
惹
き
起
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
自

然
が
進
め
る
こ
の
進
行
は
、
概
し
て
ゆ
っ
く
り
と
し
た
隠
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
わ
り

そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
確
実
な
の
で
あ
る
。」K

arl Franz von Irw
ing, Erfahrungen und 

U
ntersuchungen über den M

enschen, Bd. 3, Berlin 1779 (G
oogle), S. 153. 
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学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 
Vgl. G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, Dokum

ente zu H
egels Entwicklung, 

hrsg. v. J. H
offm

eister, from
m

ann-holzboog, 1936, S. 425. Vgl. M
etzke, a. a. 

O
., S. 153. 

(

103)
 

メ
ッ
ツ
ケ
は
、「
直
接
的
な
あ
り
方
」
が
「
概
念
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
対
象
が

廃
棄
さ
れ
て
概
念
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る das begriffene Aufgehobensein des 

G
egenstandes

」
と
説
明
す
る
。Vgl. M

etzke, a. a. O
., S. 154. 

(

104)
 

こ
う
し
た
植
物
の
成
長
の
比
喩
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
植
物
変
態
論
』
と
深
く
関
係
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。「
八
七 

こ
の
よ
う
な
芽
が
そ
の
作
用
に
お
い
て
は
、
成
熟
し
た
種
子
と
ひ

じ
ょ
う
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
将
来
の
植
物
の
全
形
態
は
し
ば
し
ば
種
子
よ
り
も

芽
の
な
か
で
ず
っ
と
よ
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。」「
九
三
〔
…
〕
種
子
は
、

そ
の
閉
じ
込
め
ら
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
芽
と
区
別
さ
れ
、
そ
の
形
成
と
母
体
か
ら
の
分
離
の

原
因
が
明
白
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
性
芽
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
種
子
は
芽
お
よ
び
無
性
芽
と
近
親
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。」
ゲ
ー
テ
、
前
掲
訳

書
、
九
二
頁
以
下
。Vgl. G

öthe, a. a. O
., S. 54, 57. 

な
お
、
註
（
40
）
参
照
。 

(

105)
 

イ
ポ
リ
ッ
ト
は
、
こ
の
点
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
絶
対
者
」
を
批
判
し
て
い
る
と
す
る
。 

Cf. Tr. de H
yppolite, op. cit., p. 13. 

山
口
は
、
こ
の
第
十
二
段
落
第
八
文
を
、「
普
遍

的
個
人
」
と
「
特
殊
的
個
人
」
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
晦
渋
で
あ
る
。
山
口
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』「
序
説
」
第
十
一
節
～
十
三
節
の
解
明
」、
二
〇
頁
参
照
。 

(

106) Sinn 

は
、『
精
神
の
現
象
学
』
で Bedeutung 

と
同
文
で
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
、「
意

味
」な
い
し「
意
義
」の
訳
は
回
避
し
た
い
。Vgl. S. 61, 274. 309, 358 f., 370, 593, 648. 

Sinn, sinnlich, Sinnlichkeit 

の
系
列
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
感
性
」
と
訳
す
の
が

道
理
で
あ
ろ
う
。「
感
官
」、「
官
能
」
で
は
あ
る
ま
い
。 

(

107)
 

神
山
伸
弘「
自
然
と
和
解
す
る
精
神
―
―
成
熟
期
ヘ
ー
ゲ
ル
精
神
哲
学
の
一
根
本
問
題
」、

加
藤
尚
武
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
六
～

一
三
二
頁
参
照
。 
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