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ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
は
、
い
ま
や
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
新
し
い
研
究
段
階
に
は
い
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
注
目
し
て

詳
細
に
展
開
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
分
析
哲
学
」
を
中
心
に
、
こ
の
新
動
向
を
紹
介
・
検
討

し
た
い
。

そ
の
さ
い
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
テ
キ
ス
ト
に
し
っ
か
り
と
内
在
し
、
文
献
学
的
研
究
な

ど
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、こ
の
新
動
向
が
注
目
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
断
定
し
て
し
ま
え
ば
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
正
統
派
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
新
動
向
は
文
献
読
解
の
点
な
ど
で
、
か
な
ら
ず
し
も
確
固
と
し
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
い
す
る
新
読
解
が
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
メ
リ

カ
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
専
門
化
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
に
、
新
し
い
血
を
流
入
さ
せ
る
と
い
う
期
待
を
高
め
て
く
れ
る
。

と
く
に
こ
こ
で
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
と
い
う
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ド
イ
ツ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
が
こ
う
し
た
新
傾
向
に
注
目
し
た
こ
と
に
も
、
一

定
の
意
義
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
私
が
と
く
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
注
目
す
る
由
縁
も
、
ま
た
こ
こ
に
あ
る(
)。
1

以
下
で
は
、
ま
ず
、
新
傾
向
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
を
概
観
し
（
第
一
節
）、
さ
ら
に
そ
の
な
か
で
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
注
目
す
る
、
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
に
お
け
る
三
つ
の
要
素
を
紹
介
・
検
討
し
た
い
。
彼
は
お
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
そ
っ
て
展
開
す
る
が
、
そ

の
な
か
で
第
一
に
、
直
接
的
・
個
別
的
な
感
覚
や
要
素
を
認
識
の
確
実
な
第
一
前
提
と
お
く
分
析
哲
学
へ
の
批
判
を
紹
介
す
る
（
第

二
節
）。
第
二
に
彼
は
、「
分
析
」
哲
学
が
そ
の
当
初
の
立
場
か
ら
反
転
し
て
、「
全
体
論
H
olism
us」
に
至
る
こ
と
を
取
り
上
げ
る

（
第
三
節
）。
第
三
に
彼
は
、「
意
識
と
対
象
の
一
致
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
分
析
哲
学
が

お
の
ず
と
こ
う
し
た
問
題
に
接
近
し
て
き
た
と
い
う
（
第
四
節
）。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
実
際
、
分
析
哲
学
の
中
心
人
物
た
ち
が
、
多
少
の

差
は
あ
れ
、
次
々
と
い
わ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
的
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
を
丁
寧
か
つ
詳
細
に
展
開
す
る
。
こ
う
し
た
哲
学
的
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
数
々
は
、
長
年
ヘ
ー
ゲ
ル
を
研
究
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
も
、
改
め
て
総
括
さ
れ
る
と
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
。
さ
て
、
ヴ
ェ

ル
シ
ュ
は
第
三
の
要
素
に
関
連
し
て
「
言
語
論
的
転
回
」
へ
の
評
価
を
述
べ
る
が
、
こ
の
問
題
へ
の
検
討
を
、
続
い
て
お
こ
な
う
（
第

五
節
）。
実
は
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
分
析
哲
学
内
の
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
」
の
側
面
は
ほ
と
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
さ
ら
に

そ
の
問
題
を
ロ
ー
テ
ィ
ら
に
即
し
て
紹
介
・
検
討
し
た
い
（
第
六
節
）。
以
上
の
展
開
の
な
か
で
、
で
き
る
か
ぎ
り
こ
の
新
傾
向
へ
の

私
自
身
の
評
価
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
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一

従
来
の
傾
向
か
ら
新
傾
向
へ
の
転
換

(
)
分
析
哲
学
と
大
陸
の
哲
学
の
対
立
状
況

1周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
分
析
哲
学
と
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
や
ヘ
ー
ゲ
ル
を
頂
点
と
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
（
お
よ
び
そ
の

継
承
の
立
場
）
と
は
、
い
わ
ば
水
と
油
の
よ
う
な
対
立
関
係
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、「
現
代
の
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
世
界
の
分
析
哲
学
」
が
今
世
紀
の
変
り
目
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ム
ー
ア
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
ら
に
よ
っ
て

観
念
論
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
抗
し
て
発
生
し
て
き
た
と
指
摘
し
つ
つ
、
両
者
の
あ
い
だ
に
、
か
つ
て
深
刻
な
対
立
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、
前
者
は
後
者
に
た
い
し
て
、
彼
ら
が
だ
ら
し
の
な
い
レ
ト
リ
ッ
ク
や
無
責
任
な
、
厳
密
性
の
欠
如
に
よ
っ
て
生
き
延
び

て
い
る
と
非
難
す
れ
ば
、
後
者
は
前
者
に
た
い
し
て
無
味
乾
燥
、
浅
薄
、
瑣
末
主
義
と
応
酬
す
る(
)。
2

さ
て
こ
こ
で
、
ウ
ィ
ー
ン
学
団
が
唱
え
た
論
理
実
証
主
義
、
さ
ら
に
分
析
哲
学
と
い
わ
れ
る
分
野
の
従
来
の
特
徴
に
つ
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
述
べ
て
お
き
た
い
。

「
分
析
哲
学
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
定
義
と
し
て
、
永
井
氏
の
広
義
の
そ
れ
を
掲
げ
て
お
き

た
い
。「
分
析
哲
学
と
は
、
す
べ
て
の
哲
学
問
題
を
解
く
通
路
が
言
語
に
あ
る
と
考
え
る
哲
学
で
あ
る(
)。」
こ
う
し
て
、
こ
の
立
場
は
、

3

言
語
批
判
・
言
語
分
析
が
従
来
の
哲
学
的
問
題
を
解
く
鍵
と
な
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の
言
語
分
析
は
、
ま
ず
は
数
学
的
論
理
学
を
道

具
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
哲
学
に
お
け
る
「
言
語
論
的
転
回
」
が
始
ま
っ
た
。
だ
が
、
永
井
氏
の
紹
介
は
簡
単
す
ぎ
る
の

で
、
そ
の
認
識
論
的
側
面
に
つ
い
て
さ
ら
に
確
認
し
た
い
。
と
く
に
論
理
実
証
主
義
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
立
場
は
、

二
つ
の
大
前
提
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
第
一
は
「
基
礎
定
理
Basistheorem
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
新
し
い
認
識
は
経
験
を
通
じ
て
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の
み
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
「
意
味
定
理
Sinntheorem
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
真
か
偽
か
の
意
味
を
も
つ

命
題
は
、
分
析
的
命
題
か
総
合
的
命
題
に
た
い
し
て
適
応
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断

は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
な
ど
と
い
う
カ
ン
ト
的
問
題
構
成
は
は
じ
め
か
ら
成
立
し
え
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
、
①
形
而
上
学
の

命
題
が
何
か
深
遠
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
実
は
構
文
論
的
に
い
っ
て
「
見
せ
か
け
の
命
題
」、
も
と
も
と
無
意
味
な
命
題
で

あ
る
こ
と
、
②
哲
学
と
い
う
分
野
は
、
何
か
壮
大
な
世
界
観
を
立
て
る
の
で
は
な
く
て
、
思
想
の
明
晰
化
を
す
る
と
い
う
つ
つ
ま
し

い
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
主
張
が
派
生
的
に
出
て
く
る(
)。
4

こ
の
哲
学
的
立
場
も
け
っ
し
て
統
一
が
取
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
上
の
明
快
な
説
明
は
、
お
お
む
ね
是
認
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
自
身
も
ま
た
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
「
分
析
的
」
と
い
う
名
辞
は
、
徹
底
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁

的
形
而
上
学
へ
の
反
抗
で
貫
か
れ
て
お
り
、「
分
析
的
analytisch」
は
、
そ
の
ま
ま
「
反
ヘ
ー
ゲ
ル
的
antihegelisch」
を
意
味
す

る
と
さ
れ
る(
)。
5

(
)
対
立
の
溶
解

2だ
が
、
英
米
系
の
分
析
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
多
様
な
哲
学
と
の
対
立
と
い
う
図
式
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
へ
の
見
直
し
や
解

決
へ
の
展
望
も
語
ら
れ
て
き
た
。
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
は
、
や
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、

こ
の
対
立
問
題
を
詳
細
に
分
析
し
た(
)。
彼
は
、
大
陸
哲
学
の
特
徴
を
「
非
明
晰
主
義
obscurantism
」
と
、
分
析
哲
学
の
特
徴
を
「
科

6

学
主
義
」（「
科
学
へ
の
心
酔
」）
と
そ
れ
ぞ
れ
名
づ
け
、
両
者
の
あ
い
だ
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
が
、
結
論
は
か
な
ら
ず
し
も
明
快
で

は
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
が
議
論
の
中
心
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
さ
ら
に
、
ゴ
ッ
ト

ロ
ー
プ
・
フ
レ
ー
ゲ
の
研
究
者
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ダ
メ
ッ
ト
は
、
分
析
哲
学
を
一
般
に
「
英
米
系
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
誤
解
を
招
き
、

現代における新ヘーゲル主義の登場
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む
し
ろ
「
英
墺
系
」
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
と
述
べ
、
分
析
哲
学
的
伝
統
の
ル
ー
ツ
を
反
省
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
た(
)。
こ
の
点
で
、

7

彼
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
な
ど
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
広
大
な
文
化
圏
に
注
目
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
分
析
哲
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
フ
レ
ー
ゲ
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
所
属
で
あ
っ
た
し
、
ウ
ィ
ー
ン
学
団
お
よ
び
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
出
自
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ま
た
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
歴
史
意
識
を
希
薄
に

さ
せ
て
き
た
分
析
哲
学
に
た
い
す
る
研
究
方
法
の
反
省
を
迫
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
二
〇
世
紀
の
分
析
哲
学
に
た
い
し
て
、
科
学
理
論

の
形
成
と
生
き
生
き
と
し
た
文
化
的
解
釈
を
期
待
す
る
者
は
、「
か
の
思
想
圏
」
に
依
拠
す
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の
「
思
想
圏
」
に
は

二
つ
の
要
素
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
「
唯
一
の
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
世
界
解
釈
」
で
あ
り
、
他
の
ひ
と
つ
は
、

論
理
実
証
主
義
を
生
ん
だ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
「
一
九
世
紀
の
文
化
理
論
」
で
あ
る(
)。
同
書
で
ま
た
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・

8

ナ
ー
グ
ル
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ク
ワ
イ
ン
、
オ
ー
ス
チ
ン
ら
の
活
動
に
依
拠
し
て
、
い

わ
ゆ
る
分
析
哲
学
が
、
い
ま
や
狭
義
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、「『
ポ
ス
ト
分
析
的
に
』
了
解
す
る
言
語
哲
学
」
へ
と
変
貌
し
た
と
指
摘

す
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
ら
の
活
動
を
念
頭
に
置
き
、
彼
は
、「
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
的
な
言
語
哲
学
の
な
か
か
ら
、
ヘ
ー

ゲ
ル
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
マ
ル
ク
ス
ら
が
ま
す
ま
す
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た(
)」

と
述
べ
る
。

9

明
ら
か
な
よ
う
に
、
言
語
分
析
的
な
哲
学
と
大
陸
的
哲
学
を
分
断
す
る
こ
と
は
、
徐
々
に
不
毛
と
確
信
さ
れ
て
き
た(
)。

以
上
の
よ

10

う
に
描
か
れ
る
変
貌
を
背
景
に
し
て
、
二
〇
世
紀
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
が
ア
メ
リ
カ
で
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る(
)。
11

(
)
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
登
場

3周
知
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
が
唱
え
ら
れ
、
そ
の
後
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
の
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
も
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
標
榜
し
た
。
ム
ー
ア
と
ラ
ッ
セ
ル
は
、
彼
の
影
響
を
強
く
受
け
た
が
、
の
ち
に

一橋社会科学 第5号 2008年12月

6



ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
反
発
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
と
分
析
的
な
明
瞭
性
」を
結
び
付
け
た
第
一
人
者
は
、

ジ
ョ
ン
・
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
（
S.21）
(
)。
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
導
入
に
は
そ
の

12

前
史
が
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
と
、
ま
ず
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
ロ
イ
ス
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ

の
ヘ
ー
ゲ
ル
受
容
が
あ
る
。
そ
し
て
、
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
第
二
の
ペ
ア
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
フ
リ
ッ
ド
・
セ
ラ
ー
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
・

ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
挙
げ
ら
れ
る(
)。
セ
ラ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
が
、
彼
の
影
響
力
の
あ
る
論
文
「
経
験
論
と
心
の
哲
学
」
の
出

13

版
は
一
九
五
六
年
で
あ
り
、
彼
は
す
で
に
一
九
八
九
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
彼
と
現
在
活
躍
中
の
ブ
ラ
ン
ダ
ム
を
並
べ
る
の

は
、
や
や
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
ロ
ー
テ
ィ
は
、
セ
ラ
ー
ズ
と
ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
負
う
の
は
、「
理
性
の
社

会
性
」、
つ
ま
り
人
間
相
互
を
結
合
す
る
社
会
的
関
係
の
問
題
で
あ
る
と
い
う(
)。
ロ
ー
テ
ィ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
に
つ
い
て
は
第
六
節

14

で
再
論
し
た
い
。

さ
て
、
ド
イ
ツ
の
リ
ュ
デ
ィ
ガ
ー
・
ブ
ー
プ
ナ
ー
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
ム
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
ら
に
た
い
し
て
、
そ
の
活
動
す

る
大
学
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
う
し
た
新
動
向
が
「
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
新
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う(
)。

さ
ら

15

に
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
、
テ
リ
ー
・
ピ
ン
カ
ー
ド
、
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ピ
ン
、
マ
イ

ケ
ル
・
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
、さ
ら
に
セ
ラ
ー
ズ
の
研
究
者
で
あ
る
ウ
ィ
レ
ム
・
ド
ゥ
フ
リ
ー
ス
ら
が
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
ブ
ー

プ
ナ
ー
は
、
こ
の
新
し
い
研
究
グ
ル
ー
プ
に
た
い
し
て
強
い
期
待
を
表
明
し
、
彼
ら
の
お
か
げ
で
、
分
析
哲
学
と
大
陸
哲
学
の
分
断

と
い
う
「
収
容
所
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
よ
う
な
知
的
な
悲
惨
さ
」
が
徐
々
に
緩
和
し
は
じ
め
て
い
る
と
い
う(
)。
ま
た
ロ
ー
テ
ィ
自
身

16

は
、
ブ
ラ
ン
ダ
ム
を
念
頭
に
置
い
て
、「
分
析
的
〈
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
〉
(analytic
〈neo-H
egelianism
〉)」
が
登
場
し
て
き
た
と
み

な
し
た(
)。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー
ト
・
ソ
ロ
モ
ン
を
こ
の

17

傾
向
に
入
れ
て
い
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
は
こ
の
新
傾
向
を
よ
く
理
解
し
て
い
る(
)。
こ
う
し
て
、
二
〇
〇
五
年
の
ヘ
ー
ゲ

18
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ル
学
会
（
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
）
で
は
、
会
長
ブ
ー
プ
ナ
ー
の
主
導
の
も
と
、
統
一
テ
ー
マ
「
論
理
か
ら
こ
と
ば
へ
」
に
よ
っ
て

「
言
語
論
的
転
回
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。
第
五
コ
ロ
キ
ュ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
は
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル

主
義
の
回
帰
」
で
あ
っ
た(
)。
19

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
一
九
六
八
年
創
立
の
ア
メ
リ
カ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
出
版
さ
れ
た
共
同
論
文

集
を
見
る
と
、
上
記
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
研
究
者
は
、
こ
こ
に
執
筆
者
と
し
て
参
加
し
て
い
な
い
。
こ
の
両
傾
向
は
、
相
互
に
別

系
統
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
論
文
集
の
ア
ラ
ン
・
パ
ッ
テ
ン
「
ヘ
ー
ゲ
ル
政
治
哲
学
に
お
け
る
社
会
契
約
論
と
承
認
の

政
治
」、
ジ
ョ
セ
ル
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
「
貧
困
問
題
の
解
決
策
を
示
唆
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
」
な
ど
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の

各
種
講
義
録
（
独
文
）
を
参
照
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
ほ
う
が
正
統
派
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い(
)。
20

と
こ
ろ
で
実
は
、
こ
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
は
二
つ
の
要
素
が
存
在
す
る
。

⑴

分
析
哲
学
に
よ
る
「
言
語
論
的
転
回
」
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
摂
取
。
実
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、
お
も
に
こ
の
観
点
か
ら
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
新
解
釈
を
幅
広
く
紹
介
す
る
。

⑵

ロ
ー
テ
ィ
ら
に
よ
る
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
」
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
摂
取
。
こ
う
し
て
彼
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
原
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
立
つ
と
指
摘
す
る
（
S.16）。

こ
の
二
つ
は
一
見
、
別
の
要
素
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ロ
ー
テ
ィ
自
身
に
よ
っ
て
⑴
か
ら
⑵
へ
の
移
動
が
お
こ
な
わ
れ

た
と
い
う
。
⑴
の
「
言
語
論
的
転
回
」
は
、「
言
語
の
世
紀
」
と
い
わ
れ
る
二
〇
世
紀
哲
学
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
の
呼
称
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
の
論
理
実
証
主
義
者
の
グ
ス
タ
フ
・
ベ
ル
ク
マ
ン
、
お
よ
び
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
っ
て
命
名
さ

れ
た
。
そ
の
さ
い
、
言
語
へ
の
注
目
は
、
こ
と
ば
の
曖
昧
で
大
言
壮
語
的
な
利
用
の
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
思
弁
哲
学

や
形
而
上
学
が
批
判
さ
れ
て
き
た
根
拠
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
さ
ら
に
事
態
が
逆
転
し
、
こ
の
「
言
語
論
的
転
回
」
の
理
念
か
ら
ヘ
ー
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ゲ
ル
の
再
評
価
が
い
ま
や
導
か
れ
て
き
た
。

す
で
に
ベ
ル
ク
マ
ン
は
、
一
九
五
三
年
に
お
け
る
論
文
「
論
理
実
証
主
義
、
言
語
お
よ
び
形
而
上
学
の
再
構
築
」
で
、「
論
理
実
証

主
義
者
は
す
べ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
な
か
で
開
始
し
た
言
語
論
的
転
回
（
thelinguisticturn）

を
受
容
す
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
、『
論
理
哲
学
論
考
』
を
彼
ら
な
り
の
や
り
方
で
解
釈
し
、
発
展
さ
せ
る
け
れ
ど
も(
)」

と
述
べ
た
。

21

以
上
の
よ
う
に
概
観
し
た
の
ち
に
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
展
開
を
検
討
し
よ
う
。

二

直
接
性
の
希
望
と
要
素
主
義
の
希
望
の
挫
折

(
)
感
覚
与
件
な
ど
へ
の
懐
疑

1ヘ
ー
ゲ
ル
の
な
か
で
、
何
が
ア
メ
リ
カ
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
の
か
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
論
文
に
即
し
て
紹
介
・

検
討
し
よ
う
。

第
一
に
、
何
か
直
接
的
で
確
実
な
認
識
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
認
識
を
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
、
あ
る
種
経
験
論
的
で

実
証
主
義
的
な
態
度
が
、
論
理
実
証
主
義
や
分
析
哲
学
の
運
動
の
な
か
で
挫
折
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
指
摘
す
る
。

さ
き
に
述
べ
た
「
基
礎
定
理
」
の
基
礎
が
揺
ら
い
で
き
た
の
で
あ
る
。

彼
も
考
察
す
る
ラ
ッ
セ
ル
を
例
示
し
よ
う
。
彼
は
『
哲
学
の
諸
問
題
』
で
、
感
覚
に
お
い
て
直
接
に
知
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
色
、

音
、
匂
い
、
固
さ
、
粗
さ
な
ど
を
「
感
覚
与
件
sense-data」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
直
接
知
覚
し
て
い
る
経
験
は
、

「
感
覚
sensation」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
感
覚
与
件
が
認
識
の
確
実
な
出
発
点
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
た
と
え

ば
、
実
在
の
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
「
物
的
対
象
physicalobject」
が
つ
く
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
褐
色
、
長
方
形
、
滑
ら
か
な
ど
の
感

現代における新ヘーゲル主義の登場
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覚
与
件
が
前
提
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
テ
ー
ブ
ル
」
の
認
識
が
成
立
す
る(
)。
感
覚
与
件
と
物
的
対
象
の
あ
い
だ
の
認
識
論
的
距
離
を

22

深
刻
に
考
え
る
こ
と
は
、
あ
る
種
バ
ー
ク
リ
ー
的
な
問
題
に
な
ろ
う
が
、
感
覚
与
件
、
プ
ロ
ト
コ
ル
命
題
、
原
子
論
的
命
題
な
ど
、

何
か
経
験
論
的
に
、
さ
ら
に
要
素
主
義
的
に
な
い
し
ア
ト
ミ
ズ
ム
的
な
か
た
ち
で
認
識
お
よ
び
思
考
の
確
実
な
基
礎
を
考
え
る
と
い

う
こ
と
は
、
論
理
実
証
主
義
な
い
し
分
析
哲
学
の
第
一
前
提
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
ラ
ッ
セ
ル
、
ム
ー
ア
、
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
ら
の
こ
の
種
の
議
論
は
、
う
ま
く
い
か
ず
、
修
正
さ
れ
、
挫
折
し
て
い

く
。
そ
う
し
た
絶
対
な
所
与
は
確
実
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
の
感
覚
与
件
、
論
理
的
原
子
論
な
ど
の
構
想
は
、
直
接
に
知

ら
れ
う
る
、
確
実
な
「
こ
の
も
の
」
の
認
識
か
ら
出
発
す
る
が
、「
こ
の
も
の
は
白
い
」
と
い
う
さ
い
の
「
こ
の
も
の
」
は
そ
の
さ
い

の
状
況
に
依
存
し
て
曖
昧
さ
を
も
つ
こ
と
ば
で
あ
る
か
ら
、実
は
確
定
は
で
き
な
い（
S.29f.）。
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
で
あ
る
な
ら
ば
、

た
だ
ち
に
こ
こ
に
『
精
神
現
象
学
』
の
「
感
覚
的
確
信
diesinnlicheGew
ißheit」
の
議
論
が
絡
ん
で
く
る
と
予
想
す
る
だ
ろ
う
。

「
だ
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
は
、『
こ
の
も
の
D
ieses』
と
い
う
表
現
を
強
調
す
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
さ
に
、『
こ
の
も
の
』
の
素
朴
な
理

解
を
『
精
神
現
象
学
』
で
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。」（
S.30）
こ
の
点
に
は
の
ち
ほ
ど
立
ち
返
ろ
う
。

(
)
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
「
所
与
の
神
話
」
批
判

2こ
の
点
に
お
け
る
批
判
や
懐
疑
は
、
論
理
実
証
主
義
者
オ
ッ
ト
ー
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
批
判
的
合
理
主
義
者
カ
ー
ル
・
ポ
ッ
パ
ー
ら

に
よ
っ
て
も
遂
行
さ
れ
て
き
た
が
（
S.33-36）、
も
っ
と
も
強
烈
な
内
部
批
判
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。「
感
覚
与
件
の
理
論
と
論
理
的
原
子
論
の
も
っ
と
も
鋭
い
批
判
は
、
分
析
哲
学
の
内
部
で
は
、
一
九
五
六
年
に
セ
ラ
ー
ズ

の
『
経
験
論
と
心
の
哲
学
』
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。『
所
与
の
神
話
』
に
た
い
す
る
彼
の
攻
撃
は
、
有
名
に
な
っ
た
…
。」（
S.31）

ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
セ
ラ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
詳
細
に
は
述
べ
て
は
い
な
い
。
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
セ
ラ
ー
ズ
に
つ
い
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て
補
足
し
よ
う
。

さ
て
セ
ラ
ー
ズ
は
、
論
文
「
経
験
論
と
心
の
哲
学
」
で
、
合
計
四
回
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
前
を
出
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
具
体
的

に
は
論
じ
て
い
ず
、
こ
の
か
ぎ
り
で
彼
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
は
、
背
景
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
独
自
の
煩

瑣
な
議
論
を
私
が
的
確
に
つ
か
め
た
か
自
信
は
な
い
が
、
彼
の
批
判
の
要
点
を
自
分
な
り
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
み
よ
う
。
彼

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
所
与
性
givenness」（
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
す
と
「
直
接
性
im
m
ediacy」）
を
鋭
く
攻
撃
し
た
と
評
価
す
る(
)。
23

「
多
く
の
事
物
が
『
所
与
』
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
感
覚
内
容
、
物
質
的
対
象
、
普
遍
、
命
題
、
実
在
的
結
合
、

第
一
原
理
、
そ
し
て
所
与
性
さ
え
も
所
与
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。」
こ
う
し
て
、
セ
ラ
ー
ズ
は
感
覚
与
件
の
み
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
所
与
の
性
格
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
。
セ
ラ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、「『
直
接
性
』
の
大
敵
」
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
す
ら
も
例

外
で
は
な
い
と
い
う(
)。
た
し
か
に
、
上
記
の
も
の
の
な
か
で
、「
普
遍
」「
第
一
原
理
」
な
ど
の
形
而
上
学
的
要
素
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル

24

バ
ッ
ハ
ら
が
鋭
く
批
判
し
た
よ
う
に
、
実
は
徹
底
し
て
批
判
さ
れ
て
い
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
抜
き
が
た
い
前
提
、
す
な
わ
ち
「
所
与
」

と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う(
)。
25

こ
こ
で
は
と
く
に
、
感
覚
与
件
や
論
理
的
原
子
論
に
か
ぎ
っ
て
、
セ
ラ
ー
ズ
が
な
ぜ
そ
れ
を
直
接
的
所
与
と
み
な
す
べ
き
で
な
い

の
か
を
探
っ
て
い
く
。
彼
の
議
論
を
必
要
な
か
ぎ
り
で
わ
か
り
や
す
く
整
理
す
る
と
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
こ
と
が
取
り
出
せ
る

だ
ろ
う
。「
こ
の
ネ
ク
タ
イ
は
私
に
と
っ
て
緑
に
見
え
る
」
と
い
う
感
覚
は
、
そ
の
色
が
太
陽
光
の
も
と
で
か
電
球
の
も
と
で
か
で
微

妙
に
異
な
る
。
と
す
れ
ば
、
周
囲
の
全
体
的
状
況
へ
の
配
慮
が
な
け
れ
ば
色
に
つ
い
て
の
正
確
な
吟
味
は
で
き
ず
、
そ
こ
で
発
生
す

る
感
覚
与
件
な
ど
は
確
実
で
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、「
緑
で
あ
る
」
と
表
現
で
き
る
な
ら
ば
、
色
の
全
概
念
装
置
を
あ
ら
か
じ
め
主

体
が
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
こ
の
ネ
ク
タ
イ
は
私
に
と
っ
て
緑
に
見
え
る
」
と
い
う
発
言
の
背
景

に
は
、
一
定
の
時
空
内
の
物
理
的
対
象
に
つ
い
て
の
観
察
可
能
性
の
長
い
歴
史
も
条
件
と
な
る(
)。
さ
ら
に
ま
た
、「
こ
の
ネ
ク
タ
イ
は

26

現代における新ヘーゲル主義の登場

11



私
に
と
っ
て
緑
に
見
え
る
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、
一
種
の
観
察
に
た
い
す
る
報
告
を
な
す
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
さ
い
に
当
然
、
そ

こ
で
働
く
言
語
表
現
上
の
規
則
が
前
提
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、直
接
的
経
験
を
支
え
る
何
ら
か
の「
権
威
」（
言
語
規
則
に
従
う
こ
と
）

が
そ
こ
で
働
い
て
い
る
…(
)。

以
上
に
よ
っ
て
、
直
接
的
所
与
と
み
な
さ
れ
る
も
の
が
実
は
真
に
所
与
で
は
な
く
て
、
多
様
に
媒
介
さ

27

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
て
セ
ラ
ー
ズ
は
、「
所
与
の
神
話
」
を
徹
底
批
判
す
る
が
、
と
は
い
え
、
経
験
的
知
識
に
基
礎
が
何
も
な
い
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
知
識
の
円
環
構
造
（「
ヘ
ビ
が
そ
の
尻
尾
を
口
に
く
わ
え
て
い
る
と
い
う
壮
大
な
ヘ
ー
ゲ
ル
的

な
描
写
像
」
(
)）
が
そ
こ
で
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
結
論
に
も
釘
を
刺
す
。
彼
に
と
っ
て
は
、
経
験
的
知
識
は

28

合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ひ
と
は
自
己
の
認
識
を
訂
正
す
る
と
い
う
可
能
性
が
発
生
す
る(
)）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
ヘ
ー

29

ゲ
ル
を
、
限
定
付
き
で
あ
る
に
せ
よ
、
背
景
的
知
識
と
し
て
肯
定
的
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る(
)。
30

(
)
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
「
感
覚
的
確
信
」
と
「
直
接
知
」
へ
の
批
判

3さ
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、
と
く
に
感
覚
与
件
が
自
明
の
直
接
的
所
与
で
は
な
い
こ
と
を
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の

Ａ
「
意
識
」
の
第
一
節
「
感
覚
的
確
信
」
が
体
系
的
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
し
て
検
討
し

た
い(
)。
31ヴ

ェ
ル
シ
ュ
は
、
こ
の
箇
所
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
を
要
約
し
て
、
感
覚
的
確
信
に
見
ら
れ
る
四
つ
の
次
元
を
取
り
出
し
、
そ
れ
ら

が
す
べ
て
他
の
規
定
と
媒
介
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
種
普
遍
性
を
も
つ
と
い
う
（
S.25）。

⑴

「
い
ま
Jetzt」
と
い
う
時
間
的
な
も
の
。
実
は
こ
の
規
定
は
過
去
や
未
来
と
媒
介
さ
れ
て
い
る
。

⑵

「
こ
こ
H
ier」
と
い
う
空
間
的
な
も
の
。
こ
の
規
定
は
、「
そ
こ
」
と
い
う
よ
う
な
他
の
規
定
な
し
に
は
存
在
し
な
い
。
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⑶

事
象
な
い
し
対
象
規
定
の
内
容
的
な
も
の
（
温
か
い
、
明
る
い
、
居
間
、
公
園
な
ど
）。
こ
れ
ら
も
他
の
規
定
と
媒
介
さ
れ
て

こ
そ
存
在
す
る
。

⑷

私
（
自
我
Ich）
と
い
う
人
称
的
な
も
の
。
こ
れ
も
連
続
的
か
つ
普
遍
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。

⑶
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
は
対
象
を
「
こ
の
も
の
D
ieses」
と
規
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
強

調
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
、
こ
う
し
た
四
つ
の
規
定
の
取
り
出
し
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

明
快
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
の
も
の
、
こ
こ
、
い
ま
、
ま
た
は
個
別
的
な
も
の
と
い
う
と
き
、
私
は
す
べ
て
の
こ
の
も
の
、
す

べ
て
の
こ
こ
と
い
ま
、
個
別
的
な
も
の
を
い
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
私
（
自
我
Ich）、
こ
の
個
別
の
私
と
い
う
と
き
、
私
は
一
般
に

す
べ
て
の
私
を
い
っ
て
い
る(
)。」
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
見
、「
感
覚
的
確
信
は
も
っ
と
も
真
な
る
も
の
と
し
て
現
れ
る(
)」
と
い
う
と
き
、
上

32

33

記
の
「
こ
の
も
の
」
に
即
せ
ば
、
こ
れ
を
分
析
哲
学
の
出
発
点
と
さ
れ
る
「
感
覚
与
件
」
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う(
)。
そ

34

し
て
、「
感
覚
的
確
信
の
弁
証
法
dieD
ialektik
dersinnlichen
Gew
ißheit」
(
)

に
よ
っ
て
、
個
別
的
な
も
の
、
直
接
的
な
も
の
が
実

35

は
普
遍
的
な
も
の
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
示
し
た
。
そ
の
さ
い
、
付
加
す
れ
ば
、
そ
の
普
遍
的
媒
介
と

は
実
は
言
語
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
言
語
哲
学
で
も
あ
る
分
析
哲
学
に
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
ろ
う(
)。
36

そ
し
て
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
指
摘
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
広
く
、
す
べ
て
自
明
と
思
わ
れ
る
知
識
（
信
仰
、
道

徳
、
教
養
、
技
術
を
含
め
た
直
接
知
）
も
、
実
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
明
快
に
指
摘
す
る
。
感
覚
与
件
も
一
種

の
直
接
知
と
み
な
せ
よ
う
。「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
知
識
の
直
接
性
は
そ
の
媒
介
を
排
除
し
な
い
ば
か
り
か
、
直
接
知

は
媒
介
知
の
所
産
で
あ
り
結
果
で
あ
る
と
い
う
風
に
、
両
者
は
結
合
さ
れ
て
い
る
。」「
直
接
知
、
つ
ま
り
他
の
も
の
と
も
、
自
己
自

身
の
う
ち
で
自
己
と
も
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
知
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
誤
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
私
は
以

上
の
批
判
の
な
か
で
指
摘
し
た(
)。」
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
た
直
接
知
と
媒
介
知
の
弁
証
法

37
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と
は
、
単
純
に
す
べ
て
の
知
や
現
象
が
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
せ
ば
そ
れ
で
十
分
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
や
は
り
直
接

性
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
不
可
欠
の
契
機
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
結
論
す
る
。「
原
子
論
的
な
個
体
化
の
試
み
お
よ
び
経
験
論
的
な
要
素
化
の
試
み
は
、
そ
れ
ら
の
試
み

が
直
接
的
ま
た
は
要
素
的
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
の
媒
介
的
性
格
に
遭
遇
し
て
、
い
わ
ば
難
破
す
る
。」（
S.37）。

三

「
全
体
論
」
の
提
起

(
)
ク
ワ
イ
ン
の
批
判

1感
覚
与
件
や
原
子
論
的
命
題
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
不
十
分
と
す
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
と
認
識
は
全
体
論
的
に
な
る
。
こ

の
さ
い
も
ち
ろ
ん
、「
全
体
論
H
olism
us」
は
、
政
治
上
の
「
全
体
主
義
T
otalitarism
us」
と
は
異
な
る
。
す
で
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、

ノ
イ
ラ
ー
ト
ら
の
議
論
か
ら
、
感
覚
与
件
な
ど
か
ら
検
証
さ
れ
る
命
題
の
吟
味
が
絶
対
で
な
い
と
す
る
と
、
実
証
主
義
的
な
真
理
対

応
説
は
不
十
分
と
な
り
、
現
実
認
識
の
真
偽
は
認
識
と
対
象
の
一
対
一
の
対
応
関
係
か
ら
で
は
な
く
、
体
系
全
体
の
比
較
に
依
存
す

る
と
い
う
（
S.35）
(
)。

こ
の
全
体
論
の
提
起
は
、「
最
近
の
分
析
哲
学
の
二
つ
の
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
」（
S.42）
と

38

み
な
さ
れ
る
、
ウ
ィ
ラ
ー
ド
・
ク
ワ
イ
ン
と
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
な
さ
れ
る
。
と
く
に
ク
ワ
イ
ン
は
、
古
い
特
色
を

も
っ
た
分
析
哲
学
に
「
と
ど
め
の
一
撃
」
を
与
え
た
と
ま
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
（
S.39）。
周
知
の
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ン
「
経
験
論

の
二
つ
の
ド
グ
マ
」（
一
九
五
一
年
出
版
）
が
そ
の
論
文
で
あ
る
。

「
現
代
の
経
験
論
は
二
つ
の
ド
グ
マ
に
よ
っ
て
大
部
分
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
分
析
的
真
理
（
事
実
問
題
と

は
無
関
係
に
意
味
に
も
と
づ
く
真
理
）
と
総
合
的
真
理
（
事
実
に
も
と
づ
く
真
理
）
と
の
あ
い
だ
に
は
、
あ
る
基
本
的
分
裂
が
あ
る
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と
い
う
信
念
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
ド
グ
マ
は
、
還
元
主
義
（
reductionism
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
意
味
な
言
明

が
、
直
接
的
経
験
を
表
示
す
る
名
辞
か
ら
な
る
あ
る
理
論
的
構
成
物
に
等
値
で
あ
る
、
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
論
じ
て
い

く
が
、
こ
の
二
つ
の
ド
グ
マ
は
根
拠
の
薄
弱
な
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ド
グ
マ
を
放
棄
す
る
と
、
そ
の
結

果
の
ひ
と
つ
は
、
思
弁
的
形
而
上
学
と
自
然
科
学
の
あ
い
だ
に
想
定
さ
れ
る
境
界
を
ぼ
か
す
こ
と
（
blurring）
で
あ
る
。
も
う
ひ
と

つ
の
結
果
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
へ
の
移
行
（
shiftfftow
ard
pragm
atism
）
で
あ
る(
)。」
39

分
析
的
真
理
と
総
合
的
真
理
の
区
別
と
い
う
第
一
の
考
え
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
「
分
析
判
断
」
と
「
総
合
判
断
」

の
峻
別
と
い
う
議
論
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
両
判
断
の
区
分
の
の
ち
に
、
数
学
、
自
然
科
学
な
ど
の
新
し
い
認
識
の

成
立
を
考
慮
し
て
、
思
弁
的
に
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
問
う
た
。
カ
ル
ナ
ッ

プ
は
、
こ
の
両
判
断
の
区
分
を
踏
襲
し
た
が
、
し
か
し
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
な
ど
と
い
う
思
弁
的

認
識
は
成
立
し
な
い
と
批
判
し
た
。
こ
れ
は
従
来
の
分
析
哲
学
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ク
ワ
イ
ン
と
い
う
分
析
哲
学
の
大

御
所
が
以
上
の
よ
う
に
宣
言
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
論
文
は
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
。
だ
が
、
反
論
も
あ
ら
た
に
生
じ
た(
)。
40

さ
て
、
ク
ワ
イ
ン
は
論
理
的
に
真
（
分
析
的
真
理
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
言
明
を
二
つ
に
区
分
し
た
。
第
一
の
そ
れ
は
「
す
べ
て

の
未
婚
の
男
性
は
結
婚
し
て
い
な
い
N
o
unm
arried
m
an
ism
arried.」
と
い
う
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
独
身
男
は

結
婚
し
て
い
な
い
N
obachelorism
arried.」が
第
二
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
第
一
の
言
明
は
、「
す
べ
て
の
…
で
な
い
N
o」「
未
un-」

な
ど
か
ら
成
り
立
つ
「
論
理
詞
logicalparticles」
が
正
確
に
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
他
の
ど
の
要
素
を
い
か
に
解
釈
し
て
も
、
依

然
と
し
て
真
で
あ
る(
)。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
分
析
的
真
理
（
分
析
的
判
断
）
と
い
え
よ
う
。
だ
が
ク
ワ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
言
明

41

で
は
、「
独
身
男
」
が
「
未
婚
の
男
性
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
か
る
か
、
厳
密
に
考
え
る
と
不
明

で
あ
る
と
い
う(
)。
定
義
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
同
義
性
を
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
義
語
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

42
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一
種
の
複
雑
な
言
語
行
動
の
問
題
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
タ
イ
プ
の
言
明
を
分
析
的
真
理
と
呼
ぶ
こ
と
は
疑
わ

し
い
…
。

(
)
ク
ワ
イ
ン
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
論
的
認
識

2以
上
の
よ
う
に
、
ク
ワ
イ
ン
の
批
判
は
、
き
わ
め
て
細
か
い
言
語
の
使
用
法
に
た
い
す
る
批
判
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
さ

て
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
と
ら
え
方
を
紹
介
し
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ら
ば
、
両
方
の
判
断
な
い
し
方
法
を
概
念
的
に
区
分
し
つ

つ
、
こ
の
両
者
の
区
分
が
相
対
的
で
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
弁
証
法
的
発
展
過
程
を
語
る
こ
と
だ
ろ
う
。『
小
論
理
学
』
概
念
論

の
「
認
識
」
の
理
念
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
認
識
作
用
は
、「
分
析
的
方
法
」
か
ら
「
総
合
的
方
法
」
へ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
展
す
る
。

分
析
的
方
法
は
、
与
え
ら
れ
た
具
体
的
な
も
の
を
分
解
し
、
区
分
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
に
抽
象
的
普
遍
性
の
形
式
を
与
え
る
。
こ
の

意
味
で
、
ま
ず
分
析
的
方
法
が
先
行
す
る
。
あ
る
意
味
で
、
分
析
的
方
法
は
、
概
念
の
分
析
の
み
な
ら
ず
、
経
験
論
も
所
与
の
事
物

を
要
素
に
分
析
す
る
と
い
う
意
味
で
、
経
験
世
界
に
も
妥
当
す
る
。
総
合
的
方
法
は
逆
に
、
分
析
的
方
法
か
ら
獲
得
さ
れ
た
定
義
を

出
発
点
と
し
て
、
多
様
な
分
類
（
特
殊
化
）
か
ら
、
証
明
を
へ
て
多
く
の
定
理
（
個
別
）
へ
と
至
る(
)。

こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人

43

間
の
知
的
認
識
の
過
程
の
な
か
で
、
流
動
的
に
分
析
と
総
合
の
方
法
を
位
置
づ
け
た
。

私
自
身
は
、
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
識
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ク
ワ
イ
ン
の
緻
密
な
言
語
分
析
に
よ
る
批
判
と

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
批
判
と
の
間
に
は
、
同
じ
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
か
な
り
距
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

こ
の
問
題
は
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
第
二
に
、
ク
ワ
イ
ン
に
よ
っ
て
「
還
元
主
義
」
の
も
と
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
セ
ラ
ー
ズ
が
痛
烈
に
批
判
し
た
、
感
覚

与
件
な
ど
へ
の
依
拠
の
議
論
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
ろ
う
。
ク
ワ
イ
ン
は
カ
ル
ナ
ッ
プ
を
批
判
し
て
、「
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
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れ
の
言
明
は
個
別
的
に
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
集
合
体
と
し
て
の
み
、
感
覚
―
経
験
の
裁
き
に
直
面
す
る
」（
デ
ュ
エ
ム
・
ク
ワ
イ
ン

テ
ー
ゼ
）
(
)

と
い
う
。
こ
こ
に
ク
ワ
イ
ン
の
全
体
論
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
還
元
主
義
に
よ
っ
て
有
意
味
な
言
明
を
獲
得

44

す
る
と
い
う
態
度
へ
の
否
定
は
、
超
経
験
的
な
も
の
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
「
思
弁
的
形
而
上
学
」
と
「
自
然
科
学
」
の
あ
い
だ
の
区

別
も
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ク
ワ
イ
ン
は
こ
の
区
別
の
相
対
化
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
「
ぼ
か
し
blurring」
に
よ
る
も

の
と
み
な
し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
せ
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
認
識
に
よ
る
区
別
の
相
対
化
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
自
然
科
学
」
も
「
自
然
哲
学
」
の
問
題
と
し
て
、
形
而
上
学
の
枠
内

で
議
論
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ク
ワ
イ
ン
に
よ
っ
て
、
言
語
分
析
を
方
法
と
し
て
遂
行
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
、
リ
ジ
ッ

ド
な
分
析
哲
学
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
化
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
一
種
の
全
体
論
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
が
是
認

す
る
こ
と
で
、
改
め
て
議
論
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
も
ま
た
、「
真
な
る
も
の
は
全
体
で
あ
る
D
as

W
ahreistdasGanze.」
(
)

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
を
引
用
す
る
（
S.45）。
さ
ら
に
、「
そ
の
な
か
で
真
理
が
実
在
す
る
そ
の
真
の

45

姿
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
的
な
体
系
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
(
)

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
表
現
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル

46

に
よ
れ
ば
、
低
次
か
ら
高
次
へ
の
、（
論
理
的
に
い
っ
て
）
抽
象
か
ら
具
体
へ
の
諸
概
念
の
構
築
に
よ
る
学
問
的
体
系
の
展
開
の
な
か

で
、
真
理
の
全
体
性
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
概
念
の
弁
証
法
的
展
開
は
単
な
る
経
験
を
駆
動
力
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、

概
念
自
身
の
思
弁
的
な
自
己
展
開
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
点
で
、
分
析
哲
学
な
ど
か
ら
多
く
の
反
発
を
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー

ゲ
ル
ら
の
形
而
上
学
的
命
題
は
、
真
偽
を
論
ず
る
資
格
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
も
そ
も
「
見
せ
か
け
の
命
題
Scheinsatz」

「
無
意
味
な
命
題
」
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ク
ワ
イ
ン
ら
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
揺
ら
い
で
き

た
の
で
あ
る
。
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(
)
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
批
判

3さ
て
、
分
析
哲
学
を
自
己
崩
壊
さ
せ
た
別
の
大
き
な
契
機
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
論
理
実
証
主
義
は
、
そ
も
そ
も
前
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル

シ
ュ
は
と
く
に
晩
年
の
『
確
実
性
に
つ
い
て
』
の
表
現
、「
わ
れ
わ
れ
の
知
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
体
系
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
個
別

的
な
も
の
は
、
そ
れ
ら
に
付
与
さ
れ
る
価
値
を
、
こ
の
体
系
の
な
か
で
の
み
も
つ
」
な
ど
を
引
用
す
る
（
S.42）
(
)

。
明
ら
か
に
、
こ

47

う
し
た
全
体
論
的
発
想
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
直
接
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
影
響

を
受
け
て
、
み
ず
か
ら
の
見
解
を
提
起
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
は
し
な
い
。
実
は
私
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
と
を
比
較
す
る
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
、
い
わ
ば
こ
の
全
体
論
的
傾
向
に
か

つ
て
注
目
し
た
こ
と
が
あ
っ
た(
)。
ヘ
ー
ゲ
ル
、マ
ル
ク
ス
ら
と
の
比
較
に
関
連
し
て
、と
く
に
私
が
注
目
し
た
研
究
は
、D
anielCook,

48

D
avid
Lam
b,Susan
Easton
ら
で
あ
っ
た
が
、
だ
が
そ
の
当
時
は
、
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
成
立
と
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

を
関
連
さ
せ
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
全
体
論
的
傾
向
を
明
示
す
る
の
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
も
注
目
す
る
よ
う
に
、「
世
界
像
W
eltbild」
の
考

え
で
あ
ろ
う
（
S.43）。
私
見
で
は
、「
言
語
ゲ
ー
ム
」
を
強
調
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
知
（
知
る

こ
と
）、
信
（
信
ず
る
こ
と
）、
行
動
の
三
者
の
根
源
的
な
一
体
性
の
確
立
の
な
か
で
、
疑
う
余
地
の
な
い
「
世
界
像
」
を
人
々
が
も

つ
に
至
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
何
か
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
明
確
に
概
念
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
い
わ
ば
人
々

の
実
践
的
準
拠
枠
で
あ
り
、「
信
念
の
体
系
」
(
)

で
も
あ
ろ
う
。
子
ど
も
は
学
習
と
経
験
に
よ
っ
て
、
こ
の
体
系
を
徐
々
に
獲
得
し
て
き

49

た
の
で
あ
る
。「
世
界
像
」
は
ま
た
、『
哲
学
探
究
』
で
い
わ
れ
る
「
生
活
形
式
Lebensfoffrm
」
と
も
密
接
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
こ
う
し
た
発
想
は
、
全
体
論
的
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
的
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
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い(
)。
こ
れ
は
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
提
起
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
類
似
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
「
世

50界
像
」
が
個
々
の
知
の
基
盤
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
命
題
の
真
偽
は
、
事
実
と
の
単
純
な
一
対
一
の
関
係
で
は
決
ま
ら
な
い
し
、
世
界

像
と
は
、
そ
も
そ
も
全
体
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
全
体
論
的
発
想
は
、
た
し
か
に
も
は
や
分
析
的
と
は
い
え
な
い
。

さ
て
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
考
察
で
注
目
す
べ
き
は
、
ク
ワ
イ
ン
や
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
比
較
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
全
体
論
の
ほ
う
が
総
合
的
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
S.48f.）。

⑴

ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
知
の
構
造
と
対
象
の
構
造
の
相
関
に
関
し
て
深
い
考
察
が
あ
る
。

⑵

実
は
ク
ワ
イ
ン
は
二
元
論
を
免
れ
て
い
ず
、
十
分
な
全
体
論
に
な
っ
て
い
な
い
。

⑶

ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
際
に
体
系
の
展
開
を
し
て
い
る
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
世
界
像
」
や
「
生
活
形
式
」
は
、
し
っ

か
り
と
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
指
摘
に
賛
成
し
た
い
。
こ
う
し
て
分
析
哲
学
は
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
そ
れ
は
、

ク
ワ
イ
ン
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
セ
ラ
ー
ズ
の
三
人
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
一
九

五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
、
と
き
お
り
ひ
と
は
、
五
〇
年
代
以
後
分
析
哲
学
は
終
わ
り
を
告
げ
た
と
い
う
。
よ
り
適

切
に
は
、
そ
れ
以
後
分
析
哲
学
は
、
伝
統
的
・
分
析
的
な
局
面
か
ら
ポ
ス
ト
分
析
的
局
面
（
einepost-analytischePhase）
に
移

行
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
局
面
で
、
か
つ
て
の
対
立
者
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
新
し
い
指
導
者
と
し
て
戻
っ
て
く
る
。」

（
S.22）

何
と
、
い
ま
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
変
貌
し
た
分
析
哲
学
の
「
新
し
い
指
導
者
」
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。
ま
こ
と
に
印
象
深
い
主
張

で
は
あ
る
。
と
こ
ろ
で
い
ま
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
す
ぐ
れ
た
点
の
第
一
と
し
て
、
知
の
構
造
と
対
象
の
構
造
の
相
関
関
係
の
深
い
洞
察
が

挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
注
目
す
る
大
き
な
第
三
の
論
点
と
な
る
。
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四

意
識
と
対
象
の
一
致

真
理
の
全
体
的
認
識
が
す
べ
て
の
個
別
的
な
認
識
を
網
羅
す
る
こ
と
で
は
な
い
以
上
、
い
か
に
し
て
そ
れ
は
確
保
で
き
る
の
か
。

ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
錯
綜
し
た
議
論
を
整
理
す
る
と
、
彼
は
、
お
お
む
ね
そ
こ
で
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
あ
る
事
物
を
十
分
に
全
体
的
に
と
ら
え
た
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
対
立
し
た
も
の
と
の
関
係
で
総
合
的
に
と
ら
え
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
「
概
念
の
網
の
目
Begriffffsffraster」（
S.44）
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た

し
か
に
こ
う
し
た
認
識
方
法
こ
そ
、
安
定
し
た
全
体
認
識
を
確
保
す
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
知
が
認
識
の
歩
み
を
進
め
る
と
き
、
概
念
が
対
象
に
一
致
し
、
対
象
が
概
念
に
一
致
し
、
知
が
そ
れ
以
上
み
ず
か
ら
を

超
え
て
進
む
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
全
体
的
認
識
が
獲
得
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、『
精
神
現
象
学
』
的
表

現
を
使
え
ば
、
主
観
的
な
意
識
の
形
態
の
吟
味
と
客
観
的
な
対
象
の
形
態
の
吟
味
の
両
方
を
合
致
さ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
を
要
求
す

る
こ
と
と
な
る
。「
現
実
的
総
体
性
（
w
irklicheT
otalität）
は
両
方
を
、
つ
ま
り
客
観
的
な
も
の
お
よ
び
主
観
的
な
も
の
を
と
も
に

包
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
S.46）

だ
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
対
象
と
概
念
の
一
致
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
的
構
想
は
、「
絶
対
者
」
や
「
世
界
精
神
」
な

ど
の
考
え
を
か
な
ら
ず
し
も
前
提
し
な
く
て
も
、
成
立
可
能
で
あ
る
と
い
う
（
S.47）。
私
は
こ
う
し
た
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
ま
と
め
に

全
体
的
に
賛
成
し
た
い
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
。「
絶
対
者
」「
世
界
精
神
」
な
ど
の
用
語
に
関
し
て
は
ま

た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
哲
学
や
社
会
哲
学
、
歴
史
哲
学
な
ど
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
、
さ
ら
に
大
き
な
問
題
が
関
わ
る
だ
ろ
う

が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
総
括
と
し
て
は
是
認
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
内
在
す
る
場
合
、
彼
が
お
の
ず
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
は

与
し
な
い
と
い
う
態
度
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
に
去
勢
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
論
的
要
求

と
し
て
の
総
体
性
（
T
otalität）」
と
い
う
節
に
明
示
さ
れ
る
（
S.45）。
あ
え
て
結
論
的
に
い
う
と
、
彼
が
分
析
哲
学
の
変
貌
に
さ
い

し
て
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
」に
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
も
し
そ
う
な
ら
ば
、「
総

体
性
」「
止
揚
A
ufhffebung」
な
ど
の
表
現
に
は
積
極
的
に
触
れ
る
の
に
、
彼
が
ほ
と
ん
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
弁
証
法
」
の
概
念
に
言
及

し
な
い
の
は
、
ど
う
も
合
点
が
行
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
認
識
が
事
実
上
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
に
、『
大
論
理
学
』
の
引
用
は
な
く
は
な
い
が
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
は
弁
証
法
へ
の
改
ま
っ
た
説
明
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ

は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
と
、
い
ま
は
述
べ
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
、
意
識
と
対
象
と
の
密
接
な
関
連
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
以
下
の
三
点
が
総
括
さ
れ
る
（
S.46f.）。

⑴

意
識
の
類
型
と
対
象
の
類
型
に
厳
密
な
相
関
関
係
が
あ
る
。

⑵

意
識
の
諸
形
態
は
、
発
生
的
・
継
起
的
な
関
係
に
あ
る
。
低
い
形
態
は
高
次
の
そ
れ
の
な
か
で
「
止
揚
」
さ
れ
る
。

⑶

意
識
と
対
象
の
相
関
関
係
の
完
全
な
形
式
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、意
識
と
対
象
の
関
係
が
透
明
化
す
る
。
こ
の
と
き
、

全
体
的
認
識
が
得
ら
れ
る
。

こ
れ
が
『
精
神
現
象
学
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
構
想
し
て
い
た
「
意
識
の
現
象
学
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
最
初
の

「（
対
象
）
意
識
」
の
章
で
い
え
ば
、「
感
覚
的
確
信
」
と
い
う
意
識
形
態
に
は
、「
い
ま
」
と
「
こ
こ
」
に
存
在
す
る
「
こ
の
も
の
」

と
い
う
単
純
な
対
象
し
か
現
れ
な
い
。
次
の
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
形
態
に
は
、
多
様
な
性
質
を
も
っ
た
「
物
D
ing」
と
い
う
対
象

が
ふ
さ
わ
し
い
。
さ
ら
に
「
悟
性
」
的
意
識
に
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
現
す
る
「
力
K
raftff」
や
「
超
感
性
的
な
世
界
」
が
対
象
と

な
る
。
こ
こ
に
⑵
で
い
う
弁
証
法
的
止
揚
の
関
係
が
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
、
さ
ら
に
「
意
識
」
は
「
自
己
意
識
」「
理
性
」「
精
神
」
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の
章
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
意
識
が
こ
の
道
を
通
っ
て
遍
歴
す
る
数
々
の
形
姿
は
、
む
し
ろ
意
識
自
身
が
学
へ
と
自
己

形
成
す
る
詳
細
な
歴
史
で
あ
る(
)。」
真
理
を
認
識
す
る
学
的
意
識
に
到
達
す
る
ま
で
、
意
識
の
こ
の
遍
歴
は
続
く
の
で
あ
る
。
意
識
が

51

変
わ
れ
ば
、
対
象
も
変
わ
り
、
そ
の
新
し
い
対
象
に
関
わ
る
こ
と
で
、
ま
た
意
識
も
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
…
。「
だ
が
、
目
標
と
い
う

も
の
は
、
知
に
と
っ
て
は
、
進
行
の
系
列
と
同
じ
よ
う
に
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
目
標
は
、
知
が
も
は
や
自
分
を
超
え
て

出
て
い
く
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
、
知
が
自
己
自
身
を
見
つ
け
、
概
念
が
対
象
に
、
対
象
が
概
念
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
存
在

す
る(
)。」「
…
こ
の
地
点
に
到
達
し
た
と
き
に
、
ま
さ
に
意
識
に
た
い
し
て
存
在
し
、
他
者
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
見
知

52
ら
ぬ
も
の
（
Frem
dartiges）
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
た
そ
の
外
観
が
払
い
落
と
さ
れ
る(
)。」
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
対
象
の
完
全
で
全

53

体
的
な
姿
が
意
識
に
現
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
レ
ベ
ル
の
意
識
を
「
絶
対
知
」
と
名
づ
け
る
こ
と
を
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
肯
定
し
な
い

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。

五

「
言
語
論
的
転
回
」
と
観
念
論
の
立
場

以
上
が
、
意
識
と
対
象
の
一
致
の
構
想
に
関
し
て
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
い
い
た
い
こ
と
の
基
本
で
あ
る
が
、
実
は
彼
は
、
こ
こ
で
言
語

論
的
転
回
の
問
題
に
関
わ
っ
て
、
さ
ら
に
問
題
を
興
味
深
い
か
た
ち
で
具
体
化
し
て
い
る
の
で
、
是
非
と
も
触
れ
た
い
。

そ
も
そ
も
言
語
論
的
転
回
の
な
か
で
論
理
実
証
主
義
な
い
し
分
析
哲
学
が
発
展
し
て
き
た
と
き
に
、
そ
の
言
語
批
判
・
言
語
分
析

に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
形
而
上
学
は
批
判
の
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
こ
で
、
同
じ
言
語
論
的
転
回
の
続
行
の
な

か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
再
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
意
識
（
認
識
）
と

対
象
と
の
関
係
の
問
題
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
語
論
的
転
回
を
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。「
言
語
論
的
転
回
（
linguisticturn）
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が
認
識
形
式
と
対
象
形
式
の
原
理
的
一
致
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
念
に
た
い
す
る
言
語
哲
学
的
な
定
式
化
を
可
能
と
す
る
こ
と
、

こ
れ
が
私
の
テ
ー
ゼ
と
な
る
だ
ろ
う
。」（
S.50）

い
ま
、『
精
神
現
象
学
』
の
「
感
覚
的
確
信
」
の
箇
所
に
も
ど
る
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
の
ひ
と
つ
の
結
論
は
、
生
き
生
き
と
広
が

る
確
信
の
個
別
的
事
実
を
表
す
た
め
に
も
、
普
遍
的
な
言
語
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
以
来
、
そ
れ
以
後
の
意
識

の
歩
み
は
、
す
べ
て
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
対
象
は
、
あ
る
意
味
で
言
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
構
成

さ
れ
る
。
以
下
の
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
議
論
は
複
雑
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
大
雑
把
に
い
う
と
、
彼
は
議
論
を
二
段
階
的
に
考
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
即
し
て
紹
介
・
検
討
す
る
。
第
一
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
言
語
論
的
転
回
を
「
常
識
的
な
言
語
論

的
転
回
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
れ
を
「
言
語
論
的
立
場
」
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ

は
、「
言
語
論
的
立
場
」
を
取
る
哲
学
者
た
ち
の
か
な
り
の
部
分
を
批
判
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

(
)
「
常
識
的
な
言
語
論
的
転
回
」
と
の
対
決

1ヴ
ェ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
対
象
の
言
語
的
構
成
を
肯
定
し
、
他
方
で
言
語
か
ら
の
対
象
の
独
立
性
を
残
す
と
い
う
立
場
は

ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
意
識
と
対
象
の
完
全
な
る
一
致
を
考
え
る
か
ら
だ
。
た
し
か
に
私
見
で
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
古
来
か
ら
の
形
而
上
学
の
大
命
題
で
あ
る
「
思
考
と
存
在
の
同
一
性
」
を
肯
定
す
る
以
上
、
存
在
の
本
質
を
思
考
な

い
し
精
神
と
み
な
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
観
念
論
Idealism
us」
を
断
固
、
擁
護
す
る
こ
と
も
、
精
神
、
思
考
と
い
う
観
念
的
な
も
の

が
事
物
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
観
念
化
・
精
神
化
し
た
結
果
、
世
界
が
存
立
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
由
来
す
る(
)。
こ
の
意
味
に
お
い

54

て
、「
外
面
性
の
こ
の
止
揚
は
精
神
の
概
念
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
止
揚
は
私
た
ち
が
精
神
の
観
念
性
（
die
Idealitätdes

Geistes）
と
呼
ん
で
き
た
も
の
で
あ
る
」
(
)。
そ
し
て
端
的
に
い
え
ば
、
精
神
や
観
念
の
代
わ
り
に
、
言
語
に
よ
る
媒
介
を
置
け
ば
、

55
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ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
言
語
論
的
転
回
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、
二
種
類
の
言
語
論
的
転
回
の
形
態
を
考
え

る
（
S.50f.）。

⑴

常
識
的
な
言
語
論
的
転
回
。
こ
こ
に
は
ま
だ
、
対
象
と
言
語
の
二
元
論
が
あ
る
。

⑵

ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
観
念
論
的
な
言
語
論
的
転
回
。
対
象
と
概
念
の
完
全
な
る
一
致
を
主
張
。

し
か
し
、
⑴
の
言
語
と
対
象
の
固
定
し
た
二
元
性
の
議
論
で
は
、
対
象
は
把
握
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
⑵
を
採
用
し
つ
づ
け
る

と
、「
わ
れ
わ
れ
が
言
語
に
よ
っ
て
世
界
を
産
出
す
る
」
と
い
う
「
極
端
な
言
語
論
的
観
念
論
」
と
な
り
、
そ
れ
は
「
主
観
的
観
念
論
」

に
接
近
し
て
し
ま
う
（
S.61f.）。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
主
観
的
観
念
論
の
立
場
を
取
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
あ
く
ま
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
概
念
と
対
象
の
最
終
的
に
完
全
な
対
応
」（
S.51）
に
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
ヒ

ラ
リ
ー
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
「
実
在
論
の
見
解
Realism
us-V
ersion」（
S.63）
を
継
承
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
客
観
的
観
念
論
」

を
再
解
釈
す
る(
)。
56

そ
も
そ
も
言
語
と
対
象
の
あ
い
だ
に
は
、き
わ
ど
い
関
係
が
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
言
語
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
も
、厳
密
に
は
、

言
語
の
内
部
で
生
じ
る
。
ま
た
は
、
す
べ
て
の
外
部
は
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
内
部
で
あ
る
。」「
す
べ
て
の
も
の
の
言
語
へ
の
内
在

（
Sprach-Im
m
anenzvon
allem
）
は
、
言
語
論
的
立
場
の
鍵
と
な
る
立
場
で
あ
る
。」（
S.57）
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
も
言
語
を
超
越
す
る

存
在
を
承
認
す
る
が(
)、
し
か
し
そ
の
存
在
の
承
認
も
言
語
に
よ
っ
て
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
無
に
等

57

し
い
。
こ
こ
で
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、
対
象
が
「
言
語
」
に
よ
っ
て
か
た
ど
（
konturieren）
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
「
概
念
」
に
よ
っ

て
か
た
ど
ら
れ
る
、と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
提
案
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、対
象
自
身
は
や
は
り
話
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
か
た
ど
り
」

と
い
う
用
語
は
、そ
れ
に
よ
っ
て
、は
じ
め
て
対
象
の
輪
郭
や
構
造
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。「
だ
か
ら
、

言
語
論
的
立
場
は
、
対
象
の
言
語
的
か
た
ど
り
の
テ
ー
ゼ
よ
り
も
、
む
し
ろ
対
象
の
概
念
的
か
た
ど
り
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
特
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徴
づ
け
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
。」（
S.55）

(
)
「
言
語
論
的
観
念
論
」
と
の
対
決

2さ
ら
に
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、
認
識
活
動
に
お
け
る
言
語
の
重
要
性
を
承
認
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
徹
底
し
て
言
語
論
的
に
解
釈
す
る

立
場
（「
言
語
論
的
立
場
linguistischePosition」）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
立
場
と
を
比
較
す
る
。
こ
の
二
つ
の
立
場
は
実
に
よ
く
似

て
い
る
。
一
方
の
「
言
語
論
的
立
場
」
な
い
し
「
言
語
論
的
観
念
論
」（
S.60)）
で
は
、
す
べ
て
の
対
象
の
概
念
的
か
た
ど
り
を
最

終
的
な
基
礎
に
し
て
、
対
象
の
形
式
と
言
語
の
形
式
が
お
お
い
あ
う
と
い
う
。
他
方
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
理
念
の
発
展
を
基
礎
に
し
て
、

対
象
の
形
式
と
意
識
の
形
式
が
同
一
に
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
（
S.58）。
こ
の
さ
い
対
象
は
、
意
識
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
媒
介

さ
れ
、
浸
透
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
そ
こ
に
は
、
重
大
な
差
異
が
あ
る
。「
言
語
論
的
立
場
」
は
、
徹
底
し
て
「
人
間
の
言
語
活
動
の
優
位
」（
S.59）
を
基
礎
に

お
く
。「
言
語
に
よ
る
か
た
ど
り
」
と
い
っ
て
も
、「
概
念
に
よ
る
か
た
ど
り
」
と
い
っ
て
も
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
差
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
対
象
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
言
語
と
概
念
化
の
活
動
に
よ
っ
て
し
か
把
握
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、「
言
語
哲
学
者
た
ち
は
ま
っ

た
く
当
然
に
も
、
対
象
の
入
手
と
対
象
の
所
持
は
わ
れ
わ
れ
の
達
成
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
側
面
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
活
動
を
基
礎
に
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
言
語
的
・
概
念
的
活
動
性
に
み
ず
か
ら
を
負
っ
て
い
る
こ

と
、
以
上
の
こ
と
か
ら
出
発
す
る
」（
S.59）。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
こ
の
立
場
を
、「
主
観
主
義
的
ま
た
は
人
間
主
義
的
subjektivis-

tisch
oderanthropisch」、
さ
ら
に
「
主
観
的
観
念
論
」
と
特
徴
づ
け
、
批
判
す
る
。
と
く
に
こ
う
し
て
、
分
析
哲
学
者
の
グ
ッ
ド

マ
ン(
)は
、
言
語
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
産
出
す
る
」
と
い
う
極
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
グ
ッ
ド

58
マ
ン
と
ロ
ー
テ
ィ
を
「
極
端
な
言
語
論
的
観
念
論
」
と
批
判
し
、「
実
在
論
の
見
解
」
へ
と
、
逆
方
向
へ
舵
を
切
る
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が

現代における新ヘーゲル主義の登場

25



支
持
す
る
の
は
こ
ち
ら
の
立
場
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
結
論
に
よ
れ
ば
、「
言
語
論
的
立
場
」
な
い
し
「
言
語
論
的
観
念
論
」
の
よ
う
に
、
対
象
的
世
界
が
言
語
に
よ
っ
て

産
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
主
観
主
義
化
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
し
た
が
っ
て
、
対
象
認
識
は
主
観
的

な
も
の
に
尽
き
ず
、
そ
こ
に
す
で
に
客
観
的
現
実
か
ら
の
関
与
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
の
概
念
は
対
象
と
の
共

同
作
用
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
」（
S.62）
と
見
る
べ
き
と
さ
れ
る
。「
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
、
閉
じ
ら
れ
た
戸
口
の
前

の
活
動
で
は
な
く
て
、
世
界
と
世
界
の
状
態
を
、
世
界
を
含
有
す
る
か
た
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
へ
向
か
っ
て
叙
述
す
る
も
の
と

な
る
。」（
S.63）
こ
う
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
概
念
は
、
あ
く
ま
で
現
実
と
結
合
し
て
お
り
、
単
に
わ
れ
わ
れ
の
主
観
的
な
概
念
で
は

な
い
。

(
)
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
結
論
に
関
し
て

3以
上
の
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
主
張
に
関
し
て
は
、
ま
と
め
と
し
て
、
私
は
こ
の
認
識
論
的
問
題
と
残
さ
れ
た
重
要
な
問
題
（
弁
証
法
と

矛
盾
律
の
関
係
）
を
中
心
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
結
論
部
分
で
、
こ
れ
以
上
、
み
ず
か
ら
の
認
識
論
を
展
開
し
て
は
い
な
い
。
私
見
で
は
、
こ
れ
は
、
あ
る

種
の
弁
証
法
的
反
映
論(
)の
提
起
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
彼
の
議
論
を
通
じ
て
、「
主
観
的
観
念
論
」「
客
観
的
観
念
論
」

59

「
実
在
論
」
な
ど
の
、
な
つ
か
し
い
表
現
が
も
ど
っ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
、「
唯
物
論
」
と
い
う
概
念
も
再
検
討
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
興
味
深
い
事
柄
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
探
究
を
と
お
し
て
多
種
多
様
な
問
題
が
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
自
身
は
、
上
記
の
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
批
判
と
結
論
に
は
お
お
む
ね

賛
同
し
た
い
と
思
う
。
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だ
が
そ
れ
で
も
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
、
分
析
哲
学
の
変
貌
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
り
方
を
接
近
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

背
景
に
は
、
実
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
問
題
の
捨
象
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
付
加
し
た
い
。

そ
れ
は
、
論
理
学
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
分
析
哲
学
は
、
そ
の
論
理
学
と
し
て
、
数
学
的
論
理
学
な
い
し
記
号
論
理
学
を
採

用
し
て
き
た
。
そ
れ
は
一
種
の
形
式
論
理
学
と
し
て
、
従
来
の
伝
統
的
論
理
学
を
根
本
的
に
批
判
し
、
命
題
論
理
学
、
述
語
論
理
学

を
基
礎
部
分
に
、
様
相
論
理
学
、
多
値
論
理
学
な
ど
の
試
み
を
付
加
し
、
さ
ら
に
形
式
主
義
的
体
系
の
吟
味
を
お
こ
な
う
、
一
種
の

メ
タ
論
理
学
的
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
他
方
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
論
理
学
を
継
承
し

た
弁
証
法
的
・
思
弁
的
な
論
理
学
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
両
者
は
水
と
油
の
関
係
で
あ
っ
た
。
と
く
に
そ
れ
は
、
矛
盾
律
の
扱
い
に

明
示
さ
れ
る
。
数
学
的
論
理
学
で
は
、
あ
る
形
式
主
義
的
体
系
で
矛
盾
す
る
二
つ
の
命
題
が
出
現
す
れ
ば
、
そ
の
体
系
は
た
だ
ち
に

崩
壊
す
る(
)。
論
理
学
の
非
両
立
や
曖
昧
さ
、
多
義
性
こ
そ
科
学
的
思
考
が
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
伝
統
的

60

論
理
学
の
同
一
律
・
矛
盾
律
を
批
判
し
て
、「
矛
盾
が
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
(
)、「
あ
た
か
も
矛
盾
が

61

〔
同
じ
反
省
規
定
と
し
て
の
〕
同
一
性
と
同
様
に
、
本
質
的
で
内
在
的
な
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
な
い
の
は
、
従
来
の
論
理
学
と
常
識

の
抱
く
根
本
的
偏
見
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
(
)、
と
指
摘
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
同
一
律
、
矛
盾
律
を
徹
底
し
て
批
判
す
る
が
、
し
か

62

し
弁
証
法
と
い
え
ど
も
、
あ
る
意
味
で
、
形
式
論
理
学
の
思
考
の
原
理
で
あ
る
同
一
律
、
矛
盾
律
を
守
る
べ
き
で
あ
る
、
な
ど
と
明

言
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
、
分
析
哲
学
な
ど
に
よ
っ
て
、
非
合
理
的
・
非
論
理
的
と
批

判
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る(
)。
63

も
し
弁
証
法
と
矛
盾
律
の
関
係
は
い
か
が
か
と
い
う
問
題
が
深
刻
に
扱
わ
れ
れ
ば
、
や
は
り
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
分
析
哲
学
の
対

立
が
再
燃
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
変
貌
し
た
分
析
哲
学
は
、
弁
証
法
的
矛
盾
も
ま
た
許
容
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
だ
け
は

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
に
関
す
る
紹
介
論
文
の
最
後
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
に
向
か
っ
て
述
べ
た
こ
と
は
、

示
唆
的
で
あ
る
。
…
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
た
ち
は
、「
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
す
べ
て
を
述
べ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ

は
、
近
年
の
分
析
哲
学
を
断
念
で
き
る
の
だ
」
と
勝
ち
誇
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
戻
っ
て
き
た
H
egelis

back.」。
だ
が
そ
れ
も
、「
分
析
的
な
再
定
式
化
の
手
段
な
し
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
生
産
力
の
点
で
何
を
い
っ
た
か
を
、
正
確
に

は
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」（
S.66）。
た
し
か
に
こ
の
点
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
な
ど
は
再
考
す
べ
き

と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
紹
介
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
分
析
哲
学
」
を
去
る
。
実
は
こ
の
あ
と
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
、
上
記
の
『
思

考
の
関
心
』
の
総
括
論
文
と
し
て
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
観
念
論
に
お
け
る
二
つ
の
問
題
」
を
書
い
て
い
る(
)。
な
ぜ
こ
の
論
文
が
、
多
く
の
ア

64

メ
リ
カ
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
が
首
を
そ
ろ
え
た
論
文
集
の
総
括
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
端
的
に
い
っ
て
、
い
ま
ま
で
展
開
し
て
き

た
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
考
察
の
発
展
的
結
論
が
こ
の
論
文
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
詳
細
は
も
は
や
述
べ
ら
れ
な
い
が
、彼
は
こ
の
論
文
で
、

近
代
の
人
間
主
義
や
相
対
主
義
を
厳
し
く
批
判
し
、
実
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
傾
向
を
免
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
彼
は
一
種
の
実
在
論
を
説
く
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
の
検
討
は
将
来
の
課
題
と
し
た
い(
)。
65

六

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
」
を
め
ぐ
っ
て

(
)
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
」
の
発
生

1ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
ほ
と
ん
ど
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
評
価
に
は
、
言
語
論
的
転
回
の
ほ
か
に
、
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
の
観
点
が
存
在
し
た
。
い
ま
そ
れ
を
考
察
し
よ
う
。

実
は
ロ
ー
テ
ィ
は
、『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』（
一
九
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七
九
年
出
版
）
に
お
い
て
、
言
語
論
的
転
回
を
通
り
抜
け
て
、
す
で
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
に
到
達
し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼

は
、
デ
ュ
ー
イ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
セ
ラ
ー
ズ
、
ク
ワ
イ
ン
ら
を
継
承
し
て
、
真
理
を
認
識
論
的
な
か
た
ち
で
、
大
き
な

鏡
に
映
る
表
象
と
と
ら
え
る
、
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
の
ス
タ
イ
ル
を
根
本
的
に
批
判
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
立
場
を
、「
認
識
論
的
行

動
主
義
」「
全
体
論
」「
反
基
礎
づ
け
主
義
」
な
ど
と
呼
び
、
す
で
に
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
(
)

と
も
呼
ん
で
い
た
。
同
書
で
は
、
ロ
ー

66

テ
ィ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
し
、
セ
ラ
ー
ズ
ら
を
媒
介
に
、
お
お
む
ね
好
意
的
に
扱
っ
て
は
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
ま

と
も
に
は
考
察
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
は
、
こ
の
著
作
に
は
も
う
言
及
し
な
い
が
、
な
ぜ
彼
が
言
語
論
的
転
回
を
不
十
分
と

し
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
へ
至
っ
た
の
か
、
そ
の
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
言
語
論
的
転
回
』
に
付
い
て
い
る
「
二
五
年
後
」
と
い
う
論
文
に
明
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、

同
書
出
版
の
二
五
年
後
、
つ
ま
り
一
九
九
二
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
哲
学
の
問
題
は
言
語
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う

言
語
論
的
転
回
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
も
は
や
混
乱
し
て
い
る
と
し
か
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
の
問
題
」

を
、
そ
も
そ
も
「
人
間
の
認
識
的
な
活
動
の
ひ
と
つ
」
と
み
な
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

語
る
の
を
可
能
に
す
る
か
た
ち
で
「
言
語
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
を
強
調
す
る
に

し
て
も
、
言
語
が
端
的
に
現
実
に
相
対
す
る
と
見
る
こ
と
で
は
、
す
で
に
『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
で
批
判
さ
れ
た
「
知
識
の
表
象
主

義
的
理
論
representationalisttheoriesofknow
ledge」
を
脱
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る(
)。
こ
の
意
味
で
、
彼
は
ド
ナ
ル
ド
・
デ

67

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
反
表
象
主
義
に
賛
成
し
、
真
理
の
対
応
説
を
あ
わ
せ
て
批
判
す
る
。

「
哲
学
的
問
題
は
、『
わ
れ
わ
れ
の
言
語
の
論
理
』
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
は
、
す

で
に
一
九
六
五
年
に
支
持
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
た
。」
す
な
わ
ち
、
言
語
論
的
転
回
に
よ
っ
て
古
い
哲
学
的
問
題
を
「
解
消
す
る
」

と
か
、「
言
語
の
誤
解
」
を
解
く
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ロ
ー
テ
ィ
が
目
指
す
べ
き
は
、「
む
し
ろ
知
識
と
探
究
を
描
く
新
し

現代における新ヘーゲル主義の登場
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い
道
程
を
示
唆
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
も
っ
と
実
践
的
な
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
分
析
哲
学
が
こ
と
ば
の
集
合
で
あ
る
「
文
sen-

tences」
を
対
象
と
す
る
と
し
て
も
、「
文
は
も
は
や
経
験
の
表
現
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
し
、
経
験
外
の
現
実
の
表
象
と
も
考
え

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
文
は
、
社
会
実
践
（
socialpractices）
の
発
展
と
追
求
の
な
か
で
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
一
連
の

印
ま
た
は
ノ
イ
ズ
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
―
実
践
と
は
、
人
々
が
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
目
的
と

は
、『
そ
れ
自
身
に
お
い
て
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
を
表
象
す
る
こ
と
』
を
含
む
も
の
で
は
な
い
」
(
)。
68

以
上
明
確
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
テ
オ
リ
ア
的
に
理
論
や
真
理
を
探
究
す
る
こ
と
が
徹
底
し
て
批
判
さ
れ
、「
社
会
実
践
」

の
な
か
で
こ
そ
、
言
語
も
利
用
さ
れ
る
。
こ
こ
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
が
始
ま
る
。
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
、
さ
き
に
紹
介
し

た
論
文
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
ア
メ
リ
カ
的
使
用
法
」
で
展
開
さ
れ
る
。

す
で
に
第
一
節
三
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
テ
ィ
は
セ
ラ
ー
ズ
と
ブ
ラ
ン
ダ
ム
に
そ
っ
て
、
彼
ら
が
「
理
性
の
社
会
性
」
を
追

求
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
こ
の
構
想
の
も
と
で
、
理
性
が
人
間
と
も
の
の
本
性
の
あ
い
だ
の
連
結
物
で
は
な
く
て
、
人
間
の
あ
い

だ
の
社
会
的
関
係
を
探
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。「
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
義
務
は
、
真
理
ま
た
は
現
実

に
た
い
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
端
的
に
、
同
胞
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
信
念
を
正
当
化
す
る
義
務
で
あ
る(
)。」

こ
こ
で
、
哲
学
の

69

問
題
を
、『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
で
批
判
さ
れ
た
よ
う
な
「
認
識
論
的
問
題
」
と
し
て
で
は
な
く
て
、
ど
の
社
会
実
践
が
人
々
を
勇
気

づ
け
、
ど
の
社
会
実
践
が
そ
う
で
な
い
の
か
に
つ
い
て
の
「
実
践
的
問
題
」
へ
と
還
元
す
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
、
そ
れ
を
デ
ュ
ー

イ
や
ブ
ラ
ン
ダ
ム
の
よ
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
が
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ロ
ー
テ
ィ
に
お
け
る
強
烈
な
実
践
指
向
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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(
)
ロ
ー
テ
ィ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価

2と
こ
ろ
で
、
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
史
的
に
い
う
と
、「
カ
ン
ト
の
相
続
人
」
は
対
象
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
認
識
論
的

問
題
を
追
求
し
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
続
人
」は
社
会
的
計
画
を
い
か
に
遂
行
す
る
か
と
い
う
実
践
的
問
題
を
追
求
し
た(
)。

こ
の
対
比
は
、

70

あ
る
意
味
で
興
味
深
い
。
な
ぜ
こ
こ
で
認
識
論
的
問
題
が
捨
象
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
こ
う
し
た
問
題
は
端
的
に
い
っ
て
実
践
に
関

係
な
い
か
ら
で
あ
る
…
。
私
見
で
は
、
こ
こ
に
は
ど
う
も
、
認
識
論
か
社
会
実
践
か
と
い
う
二
者
択
一
の
極
論
し
か
な
い
よ
う
に
見

え
る
が
、
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
も
直
接
触
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
吸
収
す
べ
き
も
の
は
、「
増
大
す
る
自
由
の
歴
史
」
の
テ
ー
マ
で

あ
り
、
こ
こ
で
「
文
化
的
自
由
は
、
人
間
の
尊
厳
の
究
極
的
表
現
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
と
は
、「
よ
り
大
き
な

自
由
と
平
等
に
向
か
っ
て
の
人
間
の
進
歩
に
つ
い
て
の
物
語
（
narrative）」
に
他
な
ら
な
い(
)。
こ
う
し
て
ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
、
分
析
哲

71

学
が
い
か
に
自
己
超
出
で
き
た
の
か
を
示
し
て
く
れ
た
と
い
う
。「
こ
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
は
、
科
学
的
研
究
が
合
理
性
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
で
あ
る
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
教
説
を
除
去
す
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
助
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。」
す
な
わ
ち
、
単
な
る
科
学
的

合
理
主
義
に
立
つ
、
認
識
重
視
の
啓
蒙
主
義
を
批
判
す
る
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
と
、
ロ
ー
テ
ィ
は
考
え
る
。

以
上
の
ロ
ー
テ
ィ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
転
回
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
を
ど
う
見
る
べ
き
か
。

私
は
ロ
ー
テ
ィ
が
「
社
会
実
践
」
重
視
の
姿
勢
を
強
調
す
る
こ
と
自
体
に
は
反
対
し
な
い
。
従
来
の
哲
学
が
現
実
遊
離
し
て
い
た

こ
と
へ
の
批
判
は
貴
重
だ
し
、
む
し
ろ
哲
学
も
社
会
の
改
良
・
改
革
に
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
参
画
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
意

味
で
、彼
の
基
本
姿
勢
に
は
積
極
的
に
賛
同
し
た
い
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
真
骨
頂
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
こ
に
は
看
過
で
き
な
い
問
題
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑴

理
論
的
問
題
（
認
識
論
的
問
題
）
と
実
践
的
問
題
を
相
互
に
対
立
す
る
よ
う
に
問
題
設
定
し
、
前
者
を
排
斥
す
る
こ
と
は
、

か
え
っ
て
そ
の
実
践
を
浅
薄
な
も
の
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
人
間
は
考
え
つ
つ
実
践
し
て
い
た
わ
け
で
、
理
論
と
実
践
は
車
の
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両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
実
践
的
理
論
」
と
い
う
も
の
は
成
立
し
う
る
。

⑵

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
増
大
す
る
自
由
の
歴
史
」
を
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
「
自
由
の
哲
学
」
と
み
な
す
こ

と
も
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ど
う
い
う
自
由
を
考
え
て
い
た
の
か
、
こ
れ

が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
。
彼
は
単
に
個
人
の
自
由
を
称
揚
し
た
わ
け
で
は
な
く
、彼
の
自
由
概
念
は
き
わ
め
て
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。

⑴
は
一
般
的
指
摘
で
あ
り
、
⑵
は
そ
の
ひ
と
つ
の
具
体
化
で
あ
る
。
一
口
に
「
自
由
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
身
は
時
代
や
論
者

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
ま
し
て
現
代
で
は
そ
の
多
様
性
は
増
大
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
あ
る
べ
き
自
由
概
念
を
ど
う
構
築

す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
一
種
の
理
論
的
問
題
で
あ
り
、
そ
の
成
否
が
社
会
実
践
に
も
関
わ
っ
て
く
る(
)。「
増
大
す
る
自
由
の
歴

72

史
」
と
い
う
さ
い
に
も
、
当
然
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
「
歴
史
哲
学
」
を
ど
う
構
築
し
た
の
か
が
関
わ
る
が
、
こ
れ
に
も
周
到
な
実
証

的
お
よ
び
理
論
的
な
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、『
精
神
現
象
学
』
で
も
、
意
識
形
態
の
何
ら
か
の
理
論
的
把
握
が
人
間

の
自
由
に
密
接
に
関
連
す
る
。『
法
哲
学
』
も
実
践
的
立
場
か
ら
自
由
と
は
何
か
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
く
に
、
抽
象
法
や
道

徳
、
と
く
に
人
倫
（
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
）
と
い
わ
れ
る
も
の
の
構
造
的
・
体
系
的
把
握
を
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
、
は
じ
め

て
可
能
と
な
る
。
明
ら
か
な
よ
う
に
、
よ
り
よ
い
実
践
に
は
、
対
象
の
深
い
理
論
的
・
認
識
論
的
把
握
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
両
者

は
け
っ
し
て
背
反
し
あ
わ
な
い
。
ロ
ー
テ
ィ
の
発
想
法
に
は
、
自
然
と
社
会
を
区
別
し
、
自
然
は
と
も
か
く
、
と
く
に
社
会
は
実
践

の
領
域
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
何
ら
か
の
理
論
的
・
客
観
的
認
識
を
厳
密
に
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
よ

う
に
見
ら
れ
る
。

(
)
認
識
論
か
社
会
実
践
か
？

3ピ
ン
カ
ー
ド
も
ま
た
同
様
に
、
論
文
「
行
為
者
・
有
限
・
観
念
論
」
で
、
人
間
が
自
由
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
さ
い
に
、
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ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念
論
が
も
っ
ぱ
ら
歴
史
や
社
会
生
活
の
な
か
で
の
理
性
の
働
き
に
注
目
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
だ
が
そ
の
さ
い
、

そ
の
と
き
の
「
社
会
」
や
「
歴
史
」
の
具
体
的
中
身
の
把
握
は
な
い
。
こ
こ
に
ロ
ー
テ
ィ
と
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。
な
ぜ
彼
が
認
識

論
的
側
面
を
捨
象
し
て
し
ま
う
の
か
、
そ
の
発
想
法
を
見
よ
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
あ
る
も
の
を
認
識
し
た
り
そ
れ
を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
写
真
と
現
物
を
対
応
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
認
識
行
為
は
そ
も
そ
も
「
ひ
と
つ
の
規
範
的
な
帰
責
関
係
anorm
ativeascription」
で
あ
り
、
ひ
と
が
主
張
を
な
す
と
い
う

こ
と
は
、
主
張
に
資
格
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
帰
責
関
係
と
は
、（
命
題
な
ど
の
）
何
ら

か
の
種
類
の
主
観
的
な
状
態
を
あ
る
非
主
観
的
な
も
の（
対
象
）と
比
較
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は「
責
任
responsibilities」、

「
資
格
づ
け
entitlem
ents」、「
帰
属
attributions」、「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
企
て
undertakingsofcom
ittm
ents」な
ど
に
よ
っ

て
構
造
化
さ
れ
る
社
会
実
践
の
内
部
に
お
け
る
動
き
な
の
で
あ
る(
)。
73

認
識
活
動
が
実
は
社
会
や
対
人
関
係
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ピ
ン
カ
ー
ド
が
強
調
す
る
点
で
、

彼
は
重
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
引
用
し
て
い
な
い
が
、
分
析
哲
学
で
い
え
ば
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
「
言
語
ゲ
ー
ム
論
」、
さ
ら
に
オ
ー
ス
チ
ン
、
サ
ー
ル
ら
の
「
言
語
行
為
論
」
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
援
用
す
る
ユ
ル
ゲ
ン
・

ハ
ー
バ
マ
ー
ス
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
理
論
」「
普
遍
的
語
用
論
」
に
よ
っ
て
、
ピ
ン
カ
ー
ド
の
主
張
は
正
当
化
さ
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う(
)。
74

社
会
生
活
に
直
結
し
た
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
、事
実
の
記
述
や
数
学
や
自
然
科
学
の
命
題
の
証
明
で
す
ら
、

オ
ー
ス
チ
ン
や
ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
一
種
の
言
語
行
為
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
、
他
者
や
科
学
者
共
同
体
と
い

う
、
あ
る
公
的
世
界
へ
の
責
任
を
も
っ
た
主
張
で
あ
る
。
す
べ
て
の
命
題
は
、
潜
在
的
に
他
者
へ
の
応
答
責
任
を
含
む
。
こ
の
意
味

で
、
私
は
上
記
の
ピ
ン
カ
ー
ド
の
主
張
を
積
極
的
に
是
認
し
た
い
。
だ
が
、
そ
れ
の
み
を
主
張
す
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
る
。
少
な
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く
と
も
認
識
行
為
に
は
、
①
対
人
関
係
的
・
社
会
的
側
面
と
②
言
明
の
客
観
的
認
識
の
側
面
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
通
例
、

こ
の
両
者
は
同
時
に
発
動
す
る
。
②
の
側
面
こ
そ
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
「
現
実
か
ら
の
関
与
」
と
述
べ
た
こ
と
に
該
当
し
、
①
が
重
要

で
あ
る
と
し
て
も
、
②
の
認
識
論
的
契
機
は
捨
象
で
き
な
い
。

さ
て
こ
こ
で
、
さ
き
に
引
用
し
た
ピ
ン
カ
ー
ド
の
別
の
論
点
を
議
論
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
あ
る
も
の
を
認
識
し
た
り
そ
れ
を
吟
味

す
る
と
い
う
こ
と
が
写
真
と
現
物
を
対
応
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
真
理
対
応
説
の

否
定
と
な
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
認
識
（
判
断
）
と
対
象
を
と
も
に
眺
め
る
位
置
に
立
つ
こ
と
は
、
事
実
上
で
き
な
い
。
図
式
化
す
る
と

認
識

対
象

横
か
ら
こ
の
全
体
を
眺
め
る
反
省(
)
75

だ
が
、
こ
う
し
た
杓
子
定
規
な
論
理
で
、
客
観
的
な
認
識
の
不
可
能
性
を
主
張
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
認
識
論

を
非
現
実
的
な
方
向
へ
追
い
や
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
に
、
い
き
な
り
何
ら
か
の
見
知
ら
ぬ
対
象
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、

そ
れ
が
錯
覚
で
は
な
く
、
実
際
に
実
在
す
る
の
か
も
ま
ず
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
巧
み
に
描
か
れ
た
絵
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
、
実
際
に
は
、
認
識
の
対
象
も
す
で
に
現
実
の
生
活
と
実
践
の
な
か
で
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ね
に
す
で
に

そ
こ
に
先
行
的
な
認
識
上
の
予
兆
な
い
し
直
観
が
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、も
し
そ
れ
が
科
学
的
な
高
度
な
対
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
つ
ね
に
そ
れ
ま
で
の
理
論
的
蓄
積
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
認
識
の
何
ら
か
の
必
然
性
が
な
い
と

こ
ろ
で
、
そ
の
本
格
的
な
認
識
は
発
生
し
な
い
。
あ
る
認
識
が
真
理
か
否
か
は
、
実
践
と
実
験
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
。
だ
か
ら
わ
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れ
わ
れ
は
、
多
様
な
反
省
を
経
て
、
あ
た
か
も
認
識
活
動
と
対
象
の
全
体
を
眺
め
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ

ル
『
精
神
現
象
学
』
風
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
対
象
の
形
態
の
吟
味
と
と
も
に
、
意
識
の
形
態
も
同
時
に
吟
味
す
る
の
だ
。
も
ち

ろ
ん
直
接
に
、
自
分
の
感
覚
知
覚
を
脱
し
て
、「
横
か
ら
こ
の
全
体
を
眺
め
る
反
省
」
を
お
こ
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
従
来
の
認
識
の
成
果
が
妥
当
だ
っ
た
か
ど
う
か
も
、
吟
味
で
き
る
の
で
あ
る
。
ピ
ン
カ
ー
ド
の

議
論
は
、
現
実
の
認
識
活
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
無
視
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
で
、
ピ
ン
カ
ー
ド
の
議
論
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
終
え
る
。
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
の
、
認
識
論

か
社
会
実
践
か
と
い
う
二
者
択
一
の
考
え
は
不
適
切
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
が
、
従
来
の
認
識
論
な
い
し
テ
オ
リ
ア
に
偏
っ
た
哲

学
を
批
判
し
、
実
践
重
視
の
立
場
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る(
)。
76

(
)
最
近
で
は
、
ド
イ
ツ
で
の
注
目
は
、
下
記
の
註
一
三
に
お
け
る
論
文
集
（
D
asInIItettressedesD
enkens）
や
、
Christoph
H
albig/

1
M
ichaelQ
uante/
Ludw
ig
Siep
(H
g.),H
e
HH
geegglsllE
rbe,Suhrkam
p,Frankfuffrta/M
2004.の
論
文
集
に
お
け
る
、
多
く
の
ア
メ

リ
カ
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
の
登
場
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
最
近
日
本
で
も
、こ
の
研
究
動
向
が
紹
介
・
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
。
徳
増
・

渋
谷
・
野
尻
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
動
向
」、『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
。
片
山
善

博
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
現
況
」、
共
著
『
ヘ
ー
ゲ
ル

現
代
思
想
の
起
点
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
、
を
参
照
。

(
)
‶Editor’sIntroduction,"
CharlesT
aylor,H
e
HH
geeggland
M
o
MM
dern
Societytt,CU
P,Cam
bridge,1979,p.vii,p.iv.「
編
集
者
の
序

2
文
」、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
近
代
社
会
』（
渡
辺
義
雄
訳
）
岩
波
書
店
、
vii,xi頁
参
照
。

(
)
永
井
成
男
『
分
析
哲
学
と
は
何
か
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
八
頁
を
参
照
。

3(
)
RainerH
egselm
ann,LogischerEm
pirism
usund
Ethik,in:M
oritz
Schlick,FrFFarrgaaeggn
derE
thttik,Suhrkam
p,Frankfuffrt

4
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a/M
S.14.

(
)
W
olfgfang
W
elsch,
H
egel
und
die
analytische
Philosophie.
Ü
ber
einige
K
ongruenzen
in
Grundfrffagen
der

5
Philosophie,in:K
.V
iew
eg/
B.Baum
an
(H
g.),W
i
WW
siisen
und
Begeründungn,gK
önigshausen
&
N
eum
ann,W
ürzburg
2003,

S.12.以
下
、
引
用
の
さ
い
に
は
、
本
書
の
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
記
す
。
な
お
、
六
〇
頁
以
上
に
及
ぶ
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
九
年
に

お
け
る
、
イ
ェ
ー
ナ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ラ
ー
大
学
で
の
著
者
の
就
任
演
説
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
名
の
論
文
W
elsch,

H
egelund
dieanalytischePhilosophie,in:InIIfnoffrm
ation
Philosopohie,M
ärz,2000.は
、
同
編
集
部
が
、
上
記
就
任
演
説
を
要
約

し
た
も
の
で
あ
る
。
細
か
い
文
献
の
指
示
が
欠
け
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
主
張
が
簡
潔
に
伝
え
ら
れ
る
。

(
)
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
哲
学
』（
佐
藤
透
訳
）
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
九
頁
参
照
。

6(
)
マ
イ
ケ
ル
・
ダ
メ
ッ
ト
『
分
析
哲
学
の
起
源
』（
野
本
和
幸
訳
）
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
の
「
序
」
参
照
。
な
お
私
見
で
は
、
こ
の

7
「
思
想
圏
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
レ
ス
ニ
ェ
ウ
ス
キ
ー
、
ル
カ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
タ
ル
ス
キ
ー
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
学
派
の
存
在
も
見
逃

せ
な
い
。

(
)
Richard
H
einrich,Zu
Geschichte
und
Gegenw
art
des
A
nalytischen
in
der
Philosophie,in:L.N
agl/
R.H
einrich

8
(H
g.),W
o
WW

stetthtdie
analyltisiiche
Philosopohie
heutett?
R.O
ldenbourg
V
erlag,W
ien/
M
ünchen
1986,S.36.

(
)
Ludw
ig
N
agl,Fragestellung
in
diesem
Band,in:O
p
O
.cit.tt,S.17.

9(
)
V
gl.IbIIid.,S.21.

10(
)
ご
く
最
近
で
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
に
大
阪
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
た
報
告
（
EckartFörster,D
erdeutscheIdealism
usausder

11
SichtderU
SA
.）
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
研
究
も
紹
介
さ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
目
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
、
①
分
析
哲
学
に
根
本
的
な
危
機
的
状
況
が
発
生
し
て
き
た
、
②
分
析
哲
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学
と
大
陸
の
哲
学
の
親
近
性
が
研
究
さ
れ
て
き
た
、
③
分
析
哲
学
の
矛
盾
や
欠
陥
を
つ
く
著
作
が
増
え
て
き
た
、
と
列
挙
す
る
。
い
ず

れ
も
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
報
告
要
旨
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
久
保
陽
一
氏
に
感
謝
し
た
い
。

(
)
私
見
で
は
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
読
解
な
ど
は
、
た
し
か
に
分
析
的
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
曖
昧
さ
を
と
き
と
し
て
批
判
す

12
る
も
の
の
、
現
代
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
深
い
弁
証
法
的
的
意
図
を
よ
く
理
解
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
彼

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
概
念
論
の
普
遍
・
特
殊
・
個
別
の
弁
証
法
的
展
開
な
ど
を
、
完
全
に
形
式
論
理
学
的
に
誤
読
し
て
い
る
。

John
M
cT
aggart,A
Com
m
entattryr
on
H
e
HH
geeggl’sLogoic,Cam
bridge
U
niversity
Press,Cam
bridge,1910,pp.193ffff.

(
)
Richard
Rorty,‶Som
e
A
m
erican
U
ses
ofH
egel,"
W
.W
elsch/
K
.V
iew
eg
(H
g.),D
asInIItettresse
desD
enkens.H
egel

13
ausheutigerSicht,W
ilhelm
Fink
V
erlag,M
ünchen
2003,pp.33-39.な
お
デ
ュ
ー
イ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
共
感
し
た
理
由
は
、
ロ
ー

テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
①
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
か
ら
逃
れ
る
の
に
役
立
っ
た
、
②
ヘ
ー
ゲ
ル
を
バ
ク
ー
ク
リ
的
な
主
観
的
観
念
論
か
ら
区
別
す
る

た
め
、
③
知
識
の
社
会
的
性
格
の
強
調
の
た
め
、
で
あ
る
と
い
う
。
IbIIid.,p.38.

(
)
IbIIid.,p.40.

14(
)
Rüdiger
Bubner,Ü
berlegungen
zur
Situation
der
H
egelfoffrschung,in:H
e
HH
geeggl-Studien,Bd.36,2001,S.52.

15(
)
IbIIid.,S.56.

16(
)
Rorty,O
p
O
.cit.tt,p.46.

17(
)
興
味
深
い
こ
と
に
、
彼
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
大
部
分
、
純
粋
で
論
理
的
ま
た
は
形
式
的
概
念
に
頁
数
を
費
や
し
た
と
ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
述

18
べ
る
と
き
、
社
会
哲
学
重
視
の
立
場
か
ら
、
彼
に
明
確
に
反
対
す
る
。
Robert
Solom
on,‶H
egel’s
A
rrival:Liberation
and

Spirituality
in
Philosophy,"
W
.W
elsch/
K
.V
iew
eg
(H
g.),O
p
O
.cit.tt,p.154.

(
)
山
口
祐
弘
「
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
参
加
報
告
」、『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
六
年
を
参
照
。

19
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(
)
ロ
バ
ー
ト
・
Ｒ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
編
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
超
え
て
―
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
研
究
』（
中
村

20
浩
爾
・
牧
野
広
義
・
他
訳
）
文
理
閣
、
二
〇
〇
六
年
所
收
。
中
村
浩
爾
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
近
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
」（『
法
の
科
学
』

第
三
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
同
書
の
内
容
を
書
評
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
)
Gustav
Bergm
ann,‶LogicalPositivism
,Language,and
the
Reconstruction
ofM
etaphysics,"
Richard
Rorty
(ed.),

21
T
heLingnuisiiticT
urn,T
he
U
niversity
ofChicago
Press,Chicago/
London,1992,p.63.視
野
を
さ
ら
に
広
げ
れ
ば
、
自
覚
的

な
意
味
で
真
に
「
言
語
論
的
転
回
」
を
開
始
し
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
フ
リ
ッ
ツ
・
マ
ウ
ト
ナ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
言
語
批
判

へ
の
寄
与
Beiträgezu
einerK
ritik
derSprache』
三
巻
（
一
九
〇
一
―
二
年
）、『
哲
学
辞
典
W
örterbuch
derPhilosophie』
三

巻
（
一
九
一
〇
―
一
一
年
）
な
ど
に
お
い
て
、
言
語
批
判
の
哲
学
を
大
規
模
に
開
始
し
た
。
こ
こ
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
こ
う

し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
言
語
哲
学
の
伝
統
の
な
か
で
、
論
理
実
証
主
義
も
生
ま
れ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ベ
ル
ク
マ
ン
も
登
場

し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
の
探
究
と
し
て
、『
ウ
ィ
ー
ン
発
の
哲
学
』（
未

来
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
Ⅲ
「『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
哲
学
』
の
可
能
性
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
)
Cf.Bertrand
Russell,T
heProblem
sofoPhilosopohyh,O
U
P,O
xfoffrd,1912,p.4.バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
『
哲
学
入
門
』（
生

22
末
敬
三
訳
）
角
川
文
庫
、
一
四
頁
以
下
。

(
)
W
ilfrffid
Sellers,‶Em
piricism
and
the
Philosophy
ofM
ind,"
Science,Percepetion
and
R
ealitytt,Ridgeview
Publishing

23
Com
pany,A
tascadero/Califoffrnia,1991,p.127.ウ
ィ
ル
フ
リ
ッ
ド
・
セ
ラ
ー
ズ
『
経
験
論
と
心
の
哲
学
』（
神
野
慧
一
郎
・
他
訳
）

勁
草
書
房
所
收
の
「
経
験
論
と
心
の
哲
学
」（
第
三
章
）、
一
二
一
頁
を
参
照
。

(
)
IbIIid.前
掲
訳
、
一
二
二
頁
。

24(
)
た
と
え
ば
こ
の
点
で
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
固
執
す
る
所
与
性
を
批
判
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
よ
う
。「
ヘ
ー
ゲ
ル

25
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弁
証
法
の
秘
密
は
、
結
局
た
だ
、
神
学
を
哲
学
に
よ
っ
て
否
定
し
、
そ
れ
か
ら
再
び
哲
学
を
神
学
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。」

（
Ludw
ig
Feuerbach,Grundsätze
der
Philosophie
der
Zukunftff,in:FeFFuerbach
G
esam
m
ltett
W
e
WW
rkrre
9,A
kadem
ie-

V
erlag,Berlin,§21.）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
お
い
て
、
神
的
な
絶
対
者
は
い
つ
も
最
後
に
登
場
す
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は

体
系
の
な
か
で
本
当
に
証
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
は
暗
黙
の
前
提
、
す
な
わ
ち
所
与
で
あ
る
。「
理
念
の
断
念
は
、
い
わ
ば

観
念
に
す
ぎ
な
い
。
理
念
は
ま
さ
に
そ
う
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
真
面
目
な
も
の
で
は
な
い
。
理
念
は
芝
居
を
し
て
い
る
の

だ
。」（
Feuerbach,Zur
K
ritik
der
H
egelschen
Philosophie,in:O
p
O
.cit.tt,S.40.）

(
)
Sellars,O
p
O
.cit.tt,pp.147f.前
掲
訳
、
一
六
三
頁
以
下
を
参
照
。

26(
)
IbIIid.,pp.166f.前
掲
訳
、
二
〇
三
頁
以
下
を
参
照
。

27(
)
IbIIid.,p.170.前
掲
訳
、
二
一
〇
頁
を
参
照
。

28(
)
IbIIid.前
掲
訳
、
二
一
一
頁
同
上
を
参
照
。

29(
)
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
セ
ラ
ー
ズ
を
再
評
価
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
的
二
元
論
の
な
か
に
「
所
与
の
神
話
」
を
克
服
す
る
契
機
が
芽
生
え
て
い

30
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
発
展
を
語
る
。
こ
の
方
向
性
の
提
起
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
John
M
cD
ow
ell,

‶H
egeland
the
M
yth
ofthe
Given,"
W
elsch/
V
iew
eg(H
g.),O
p
O
.cit.tt

(
)
な
お
す
で
に
ソ
ロ
モ
ン
は
、
Solom
on,InII
thtteSpSiritofoH
e
HH
geeggl,O
U
P,N
ew
Y
ork/O
xfoffrd,1983,pp.321ffff.の
「
感
覚
的
確
信
―

31
（
ラ
ッ
セ
ル
へ
の
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
復
讐
」
と
い
う
意
味
深
長
な
項
目
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
す
で
に
ム
ー
ア
、
ラ
ッ
セ
ル
ら
の
感
覚

与
件
な
ど
へ
の
批
判
を
す
で
に
す
ま
せ
て
い
る
と
し
て
、
充
実
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

(
)
H
egel,Phänom
enologoiedesG
eisiitetts,Bd.3,Suhrkam
p,S.87.樫
山
欽
四
郎
訳
『
精
神
現
象
学
』（
世
界
の
大
思
想
）
河
出
書
房
、

32
七
一
頁
。
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(
)
IbIIid.,S.67.前
掲
訳
、
六
七
頁
。

33(
)
厳
密
に
い
う
と
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
感
覚
的
確
信
の
対
象
と
規
定
す
る「
こ
の
も
の
」と
、さ
き
ほ
ど
の
ラ
ッ
セ
ル
が
い
う
感
覚
与
件（
色
、

34
音
、
匂
い
、
固
さ
、
粗
さ
な
ど
）
と
は
、
一
致
し
て
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
感
覚
的
確
信
の
具
体
例
と
し
て
は
、「
家
」「
木
」「
夜
」「
昼
」

「
こ
の
一
枚
の
紙
」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
と
に
か
く
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、「
こ
の
も
の
」
と
名
指
せ
る
も
の

す
べ
て
が
、
感
覚
的
確
信
の
対
象
と
な
り
う
る
。
む
し
ろ
感
覚
与
件
の
対
象
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
知
覚
」
の
対
象
で
あ
る
「
物
」
の
さ

ま
ざ
ま
な
「
性
質
」
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
経
験
論
的
な
意
味
で
の
直
接
の
所
与
性
を

絶
対
視
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
意
見
を
同
じ
に
す
る
だ
ろ
う
。

(
)
IbIIid.,S.90.前
掲
訳
、
七
三
頁
。

35(
)
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
に
、
た
し
か
に
感
覚
的
確
信
は
言
語
に
よ
っ
て
は
厳
密
に
は
表
現
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
言
語
は
つ
ね

36
に
一
般
的
な
も
の
し
か
表
示
し
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
言
語
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
認
識
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
失
わ
れ
、
無
価
値
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
異
論
が
逆
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
い
し
て
提
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
き

ほ
ど
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、『
精
神
現
象
学
』
の
「
感
覚
的
確
信
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
一
般
的
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
え
な
い
個
別
的
実
在
は
、
厳
然
と
そ
こ
に
存
在
し
て
、
依
然
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
身
体
を
制
約
す
る
と
批
判
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論

破
し
た
の
は
、
現
実
の
「
い
ま
」
や
「
こ
こ
」
で
は
な
く
、
思
想
の
な
か
の
「
い
ま
」「
こ
こ
」
に
す
ぎ
な
い
。
V
gl.Ludw
ig
Feuerbach,

ZurK
ritik
derH
egelschen
Philosophie,in:O
p
O
.cit.tt,S.42ffff.こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
唯
物
論
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
英
米
系
哲
学
者
の
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
は
感
覚
的
確
信
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
を
承
認
し
つ
つ
も
、
類
似
の
反
論

を
想
定
す
る
。
つ
ま
り
、「
神
秘
主
義
者
」
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
実
は
言
語
に
表
現
で
き
な
い
神
秘
的
な
経
験
こ
そ
、
も
っ
と
も
深
い

真
理
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
…
。
Cf.PeterSinger,H
e
HH
geeggl,O
U
P,O
xfoffrd,1983,p.55.ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
『
ヘ
ー
ゲ
ル
入
門
』
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（
島
崎
隆
訳
）
青
木
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
一
二
頁
参
照
。

(
)
H
egel,E
nzyzklopoädiederphilosopohisiichen
W
i
WW
siisenschafatffettn
I,Bd.8,Suhrkam
p,§66,75.松
村
一
人
訳
『
小
論
理
学
』
上
、
岩

37
波
文
庫
、
二
二
二
頁
、
二
三
四
頁
。

(
)
こ
こ
で
真
理
概
念
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。
真
理
が
全
体
的
な
も
の
と
し
て
し
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
立
場
は
お

38
の
ず
と
「
真
理
整
合
説
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ロ
ー
テ
ィ
の
場
合
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
々
の
言
語
行
為
の
な
か
で
し
か
真
理

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
こ
こ
に
「
真
理
合
意
説
」
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
。
か
つ
て
私
は
、
こ
れ
ら
真
理
概
念
の
両
立
可
能

性
に
つ
い
て
詳
論
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
『
対
話
の
哲
学
』
こ
う
ち
書
房
、
一
九
九
三
年
所
收
の
Ⅳ
の
第
一
節
「
競
い
合
う
真
理
観
」

を
参
照
。
な
お
、
記
号
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
す
る
と
、
構
文
論
、
意
味
論
、
語
用
論
に
そ
れ
ぞ
れ
、
真
理
整
合
説
、
真
理
対

応
説
、
真
理
合
意
説
が
お
お
む
ね
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
。

(
)
W
illard
Q
uine,‶T
w
o
D
ogm
asofEm
piricism
,"
FrFFom
a
LogoicalStattndpdointofoV
i
VV
ew
,H
arper&
Row
,N
ew
Y
ork
etc.,

39
1963,p.21.中
山
浩
二
郎
・
持
丸
悦
朗
訳
『
論
理
学
的
観
点
か
ら
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
五
頁
。

(
)
た
と
え
ば
、
ク
ワ
イ
ン
の
師
で
あ
る
カ
ル
ナ
ッ
プ
自
身
は
、
こ
の
論
文
に
た
い
し
て
「
私
は
ク
ワ
イ
ン
の
懐
疑
論
を
取
ら
な
い
」
と

40
批
判
し
た
。
ル
ド
ル
フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
『
意
味
と
必
然
性
』（
永
井
成
男
訳
）
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
四
年
、
二
七
三
頁
。

(
)
IbIIid.,pp.22f.前
掲
訳
、
三
八
頁
参
照
。

41(
)
IbIIid.,pp.24ffff.前
掲
訳
、
三
九
頁
以
下
参
照
。
ク
ワ
イ
ン
は
「
独
身
男
」
と
「
未
婚
の
男
性
」
の
同
義
性
へ
の
懐
疑
そ
の
も
の
に
つ
い

42
て
は
こ
れ
以
上
は
述
べ
て
い
な
い
。
議
論
は
さ
ら
に
続
く
が
、
省
略
す
る
。
私
自
身
は
こ
う
し
た
議
論
を
正
確
に
と
ら
え
た
か
ど
う
か

自
信
が
な
い
の
で
、
専
門
家
の
方
々
に
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
丁
寧
な
解
説
を
参
照
。
丹
治
信
春
『
ク
ワ

イ
ン
』
講
談
社
、
一
九
八
七
年
の
第
二
章
「
ホ
ー
リ
ズ
ム
」。
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(
)
H
egel,E
nzyzklopoädieI,§227ffff.前
掲
訳
、
下
、
岩
波
文
庫
、
第
二
二
七
節
―
第
二
三
一
節
（「
補
遺
」
を
含
め
て
）
の
一
連
の
叙
述

43
を
参
照
。

(
)
Q
uine,O
p
O
.cit.tt,p.41.前
掲
訳
、
五
八
頁
。

44(
)
H
egel,Phänom
enologoie
desG
eisiitetts,S.24.前
掲
訳
、
二
四
頁
。

45(
)
IbIIid.,S.11.前
掲
訳
、
一
七
頁

46(
)
W
ittgenstein,Ü
b
ÜÜ
er
G
ew
ißiiheit/
O
n
Certattintytt,J.&
J.H
aper
Editions,N
ew
Y
ork/
Evanston,1969,§410,S.52.

47(
)
拙
論
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
マ
ル
ク
ス
―
そ
の
同
一
性
と
差
異
」、
東
京
唯
物
論
研
究
会
編
『
唯
物
論
』
第
六
三
号
、
一
九
八

48
九
年
の
と
く
に
第
二
節
を
参
照
。

(
)
IbIIid.,§144,S.21.

49(
)
D
avid
Lam
b,H
e
HH
geeggl̶ll
F
̶
rFFom
FoFFundaddtion
tottSySstettm
,M
artinusN
ijhoffffPublishers,1980,pp.29ffff.は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト

50
の
基
礎
づ
け
主
義
を
批
判
し
、
全
体
的
な
「
体
系
」
の
構
想
へ
至
っ
た
の
と
同
様
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
前
期
の
自
著
『
論

理
哲
学
論
考
』
の
基
礎
づ
け
主
義
を
批
判
し
、
後
期
の
『
哲
学
探
究
』『
確
実
性
の
問
題
』
で
は
や
は
り
「
体
系
」
の
立
場
に
至
っ
た
と

し
て
、
両
者
の
同
一
性
を
強
調
す
る
。
だ
が
ラ
ム
は
、
こ
こ
で
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
登
場
を
説
い
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
)
H
egel,O
p
O
.cit.tt,S.73.前
掲
訳
、
六
〇
頁
。

51(
)
IbIIid.,S.74.前
掲
訳
、
六
一
頁
。

52(
)
IbIIid.,S.81.前
掲
訳
、
六
六
頁
。

53(
)
こ
の
点
で
は
、
拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
《
精
神
》
の
概
念
と
そ
の
意
義
」、
島
崎
・
岩
佐
茂
編
著
『
精
神
の
哲
学
者

ヘ
ー
ゲ
ル
』

54
創
風
社
、
二
〇
〇
三
年
所
收
の
第
一
節
「《
精
神
》
の
最
小
規
定
と
し
て
の
観
念
性
」
の
説
明
を
参
照
。
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(
)
H
egel,E
nzyzklopoädiederphilosopohisiichen
W
i
WW
siisenschafatffettn
III,Bd.10,Sushrkam
p,§381.Zusatz.船
山
信
一
訳
『
精
神
哲

55
学
（
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
3
）』
岩
波
書
店
、
一
八
頁
以
下
。

(
)
こ
こ
で
は
、客
観
的
観
念
論
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
、そ
の
立
場
は
妥
当
な
の
か
、な
ど
の
問
題
が
発
生
す
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ェ

56
ル
シ
ュ
は
そ
の
問
題
を
と
く
に
深
め
て
は
い
な
い
が
、
ブ
ラ
ン
ダ
ム
は
そ
の
問
題
を
さ
ら
に
追
求
す
る
。
こ
の
興
味
深
い
問
題
に
つ
い

て
こ
こ
で
詳
論
で
き
な
い
の
で
、
一
応
彼
が
、
客
観
的
な
事
物
の
関
係
を
は
ら
ん
だ
構
造
と
、
そ
れ
を
認
識
す
る
主
観
的
な
意
識
の
推

論
的
な
過
程
と
の
あ
い
だ
の
同
一
性
と
区
別
と
い
う
微
妙
な
事
柄
を
問
題
と
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
…
〔『
精
神
現
象

学
』
の
〕
意
識
の
章
の
終
わ
り
に
た
ど
り
つ
い
た
客
観
的
世
界
の
根
底
的
な
全
体
論
的
な
構
造
と
意
識
の
全
体
論
的
構
造
と
が
も
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
類
比
（
analogy）
は
、
類
似
（
sim
ilarity）
と
い
う
非
常
に
薄
く
抽
象
的
な
観
点
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う

―
そ
れ
は
、
そ
の
う
え
に
観
念
論
的
な
構
築
物
が
建
て
ら
れ
る
た
め
の
か
細
い
葦
に
す
ぎ
な
い
。」「
客
観
的
観
念
論
を
理
解
す
る
こ
と

は
、
以
下
の
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
の
関
係
を
、
つ
ま
り
主
観
の
側
の
『
す
べ
て
の
契
機
を
行
き
来
す
る
休
み
な
き
運
動
』
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
客
観
的
な
側
の
内
容
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。」
以
上
で
い
わ
れ
る
二
つ
の
側
面

の
関
係
の
問
題
こ
そ
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
が
「
意
識
と
対
象
の
一
致
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
Robert

Brandom
,‶H
olism
and
Idealism
in
H
egel’s
Phenom
enologoygg,"
W
elsch/
V
iew
eg
(H
g.),O
p
O
.cit.tt,pp.57,68.

(
)
前
述
の
雑
誌
『
哲
学
情
報
』
の
論
文
で
は
、「
な
る
ほ
ど
、
言
語
超
越
的
な
も
の
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
的
対

57
象
を
、（
そ
れ
の
記
述
と
は
区
別
さ
れ
て
）
十
分
な
権
利
で
言
語
超
越
的
と
特
徴
づ
け
る
」
と
明
言
さ
れ
る
。
W
elsch,O
p
O
.cit.tt,S.21.

(
)
こ
の
グ
ッ
ド
マ
ン
（
Goodm
an）
と
は
だ
れ
な
の
か
、
引
用
文
献
が
見
当
た
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
氏
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

58
‶N
elson
Goodm
an"で
あ
る
と
判
明
し
た
。

(
)
こ
れ
を
け
っ
し
て
独
断
的
な
真
理
対
応
説
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。「
し
か
し
、
対
象
を
わ
が
も
の
と
し
て
獲
得
す
る
人
間
の

59
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実
践
活
動
の
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
、
科
学
的
な
認
識
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
像
が
、
い
く
た
の
諸
段
階
、
諸
レ
ベ
ル
を
経
て
、
内
容

的
に
ま
す
ま
す
対
象
に
合
致
し
た
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
過
程
で
あ
り
、
し
か
も
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
主

体
の
活
動
と
そ
の
成
果
で
あ
る
。」（
岩
崎
允
胤
・
宮
原
将
平
『
科
学
的
認
識
の
理
論
』
大
月
書
店
、
一
九
七
六
年
、
七
八
頁
）
以
上
が

弁
証
法
的
反
映
論
の
ひ
と
つ
の
説
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
反
映
論
は
、
対
象
の
あ
る
レ
ベ
ル
で
の
、
頭
脳
内
で
の
観
念
的

再
生
産
と
み
な
せ
る
が
、
対
象
の
実
在
反
映
的
契
機
（
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
い
う
「
実
在
か
ら
の
関
与
」）
を
も
た
な
い
真
理
論
は
、
主
観
主

義
、
相
対
主
義
、
不
可
知
論
な
ど
に
一
面
化
す
る
だ
ろ
う
。
詳
細
は
前
掲
『
対
話
の
哲
学
』、
一
六
三
頁
以
下
、
一
七
二
頁
以
下
な
ど
を

参
照
。

(
)
た
と
え
ば
、
こ
の
点
の
明
確
な
主
張
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
／
ア
ッ
ケ
ル
マ
ン
『
記
号
論
理
学
の
基
礎
』（
伊
藤
誠
訳
）、
大
阪
教
育
図
書
、

60
一
九
五
四
年
、
二
七
頁
に
あ
る
。

(
)
H
egel,E
nzyzklopoädie
I,§119.Zusatz
2.前
掲
訳
、
上
、
三
三
頁
。

61(
)
H
egel,W
i
WW
siisenschafatffder
Logoik
II,Bd.6,Suhrkam
p,S.75.武
市
健
人
訳
『
大
論
理
学
』
中
巻
、
岩
波
書
店
、
七
八
頁
。

62(
)
有
名
な
例
は
、
K
arlPopper,‶W
hatisD
ialectic?"
Conjnecturesand
R
efeufftatttions:T
he
Grow
th
ofScientififfcK
now
ledge,

63
Routledgeand
K
egan
Paul,London,1972.で
あ
ろ
う
。
な
お
、
伝
統
的
論
理
学
、
弁
証
法
的
論
理
学
、
数
学
的
論
理
学
の
三
者
の

位
置
づ
け
と
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
弁
証
法
と
形
式
論
理
学
」、『
一
橋
論
叢
』
一
九
八
五
年
二
月
号
で
詳
論
し
た
こ
と
が
あ
る
。

(
)
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
新
し
い
論
文
は
、
W
elsch,Zw
eiProblem
ein
H
egelsIdealism
us,in:W
elsch/V
iew
eg
(H
g.),O
p
O
.cit.ttで
あ

64
る
。

(
)
実
は
ヴ
ェ
ル
シ
ュ「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
分
析
哲
学
」と
同
名
の
英
語
論
文
が
あ
る
。
PeterH
ylton,‶H
egeland
A
nalyticPhilosophy,"

65
Frederick
Beiser,T
he
Cam
bridgddegg
Com
p
m
anion
tott
H
e
HH
geeggl,CU
P,Cam
bridge,1999.だ
が
同
論
文
は
、
ま
だ
ア
メ
リ
カ
の
新
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ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
を
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
ほ
ど
に
総
括
的
に
扱
っ
て
は
い
な
い
。

(
)
Rorty,Philosopohyh
and
thtteM
i
MM
rrorofoN
a
NN
ture,Princeton
U
niversity
Press,Princeton/
N
ew
Jersey,1979,p.176.野
家

66
啓
一
訳
『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
産
業
図
書
、
一
九
九
九
年
、
一
九
二
頁
を
参
照
。

(
)
Rorty,‶T
w
enty-fiffve
Y
ears
A
ftffer,"
Rorty
(ed.),T
he
Lingnuisiitic
T
urn,p.371.

67(
)
以
上
、
Rorty,O
p
O
.cit.tt,p.373.

68(
)
Rorty,‶Som
e
A
m
erican
U
ses
ofH
egel,"
W
elsch/
V
iew
eg,O
p
O
.cit.tt,p.40.

69(
)
IbIIid.,p.41.

70(
)
IbIIid.,p.45.

71(
)
私
自
身
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
概
念
に
は
、
五
つ
の
規
定
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
①
自
由
の
論
理
的
規
定
が
「
他
者
の
な
か
で

72
自
己
の
も
と
に
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
②
欲
望
主
体
と
し
て
の
近
代
的
個
人
の
自
由
の
限
界
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
③
自
由
と
は
、

必
然
性
の
全
体
的
洞
察
で
あ
る
、
④
自
由
は
他
者
と
の
相
互
承
認
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
、
⑤
真
の
自
由
は
、
個
人
の
主
観
的
自
由
と

共
同
体
の
な
か
で
の
客
観
的
・
実
体
的
自
由
の
統
一
で
あ
る
、
以
上
、
五
つ
の
規
定
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
自
由
を
対
象

と
し
て
、
そ
れ
を
十
分
に
認
識
す
る
営
み
が
、
社
会
実
践
に
も
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
《
精
神
》

の
概
念
と
そ
の
意
義
」、
島
崎
・
岩
佐
茂
編
著
『
精
神
の
哲
学
者

ヘ
ー
ゲ
ル
』（
前
掲
）、
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

(
)
Pinkard,‶A
gency,Finitude,and
Idealism
;W
hatdoes
itM
ean
to
be
a
H
egelian
T
oday?"
W
elsch/
V
iew
eg
(H
g.),

73
O
p
O
.cit.tt,p.212.

(
)
私
自
身
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
著
『
対
話
の
哲
学
』
の
第
三
章
、
第
四
章
な
ど
で
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は

74
く
り
返
さ
な
い
。
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(
)
Cf.Pinkard,O
p
O
.cit.tt,p.213.

75(
)
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
と
い
う
点
で
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
ム
の
大
著
T
a
TT
les
ofothtte
M
i
MM
giihggtytt
D
ead:H
istorical

76
Essaysin
the
M
eaphysicsofIntentionality,H
arverd
U
niversity
Press,Cam
bridge/
M
assachusetts,2002.を
参
照
す
べ

き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
将
来
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
そ
の
第
七
章
「
ヘ
ー
ゲ
ル
観
念
論
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
テ
ー
マ
Som
e
Pragm
atistT
hem
es
in
H
egel’s
Idealism
」
が
竹
島
尚
仁
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
（『
思

想
』
二
〇
〇
三
年
四
月
号
所
收
）。
こ
こ
で
ブ
ラ
ン
ダ
ム
は
、
概
念
の
構
造
と
自
己
意
識
の
構
造
の
同
一
性
（
観
念
論
的
テ
ー
ゼ
）
と
、

概
念
の
使
用
が
内
容
を
規
定
す
る
（
意
味
論
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
テ
ー
ゼ
）
と
を
結
合
し
、
か
つ
そ
こ
に
相
互
承
認
論
の
議
論

を
加
え
て
い
る
。
彼
の
議
論
は
難
解
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
内
容
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
、
彼
が
推
論
的
活
動
を
重
視
す
る

と
し
て
も
、
概
念
が
対
象
の
客
観
的
で
十
全
な
反
映
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
）
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