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ア
ド
ル
ノ

『
否
定
の
弁
証
法
』
、へ
の
接
岸

の
試
み

ー

「
緒
論
」
に
お
け
る
経
験
概
念
を
め
ぐ

っ
て
ー

は
じ
め
に

一
、
哲
学
の
可
能
性

二
、
経
験
と
弁
証
法

三
、
経
験
の
主
体
と
客
体

四
、

「解
釈
」
者
の
眼
差
し

註は
じ
め
に

ア
ド
ル
ヵ
の
後
期
思
想
は
、
『啓
蒙

の
弁
証
法
』

(
一
九

四
七
)
(-
)、

『否

定
の
弁
証
法
』

(
一
九
六
六
)
(2
)、

『美

の
理
論
』

(
一
九
七
〇
)
の
三

つ

の
著
作
に
集
約
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
『啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー

と
の
共
著
で
あ
り
、

『美
の
理
論
』
は
未
完
の
ま
ま
ア
ド
ル
ノ
の
死
後
に
公
刊

さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ア
ド
ル
ノ
ひ
と
り
の
手
に
よ

っ
て
、
ま
た

(少
な
く
.

と
も
そ
の
時
点
で
は
)
著
者
自
身
の
納
得
し
た
姿
で
上
梓
に
・い
た

っ
た
著
作
と

し
て
、

『否
定

の
弁
証
法
』
は
後
期
ア
ド
ル
ノ
の
、
文
句
な
し
に

〈主
著
〉
で

あ
る
。

と
は
い
え
、
他
の
著
作
、
た
と
え
ば

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
す
で
に
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
こ
の

『否
定
の
弁
証
法
』
も
、
著
者
の
思
想
を
体
系
的
に
展
開

し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
と
き
に
あ
る
想
念
、
あ
る
概
念
に
行
論
が
集
中

す
る
。
し
か
し
次
の
瞬
間
に
は
、
文
意
は
全
く
別
の
位
相
に
飛
躍
す
る
。
そ
れ

で
い
て
、
新
た
な
眺
望
の
も
と
に
テ
ク
ス
ト
を
辿

っ
て
い
る
と
、
さ
き
の
ペ
ー

ジ
で
か
い
ま
見
ら
れ
た
テ
ー
マ
が
執
拗
に
反
復
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
同

じ
ひ
と
つ
の
岩
盤
に
、
あ
る
角
度
か
ら
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
、
ド
リ
ル
が
ぐ

い
ぐ
い
押
し
あ
て
ら
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
印
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
テ
」

マ
は
、
お
そ
ら
く
螺
旋
状
に
積
み
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に

よ

っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
建
築
の
全
景
を
見
晴
ら
す
よ
う
な
場
は
、
読
め
ば
読
む

ほ
ど
遠
の
い
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
の
著
作
に
歩
み
入
り
、
迷
宮

の
よ
う
な
思
索
に
従
う
う
え
で
、

ア
ド
ル
ノ
は
何
の
手
が
か
り
も
与
え
て
く
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
本
稿

で
扱
う

、『否
定

の
弁
証
法
』
の

「緒
論

(田
巳
Φ
騨
薹

⑳
)
」

(ω
レ
。。
1
Φ①
)

に
は
、
こ
の
著
作
全
体
、
あ
る
い
は
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
を

つ
う
じ
て
問
わ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題

(観
念
論
と
唯
物
論
、
同

一
性
と
非
同

一
性
、
弁
証
法
、
歴

史
な
ど
)
が
集
中
し
て
現
れ
る
。
こ
の

「緒
論
」
は
、

『否
定
の
弁
証
法
』

へ

の
「導
入
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
期
ア
ド
ル
ノ
思
想

へ
の
か

っ

こ
う
の
手
引
き
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
は

『否
定
の
弁
証
法
』
の

「序
言

(<
o
昌
①仙
①
)
」
に
お
い
て
、

こ
の
著
作
の
梗
概
を
記
す
に
あ
た

っ
て
、

「緒
論
」
に
つ
い
て
も
簡
潔
な

ワ
ン
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・
セ
ン
テ
ン
ス
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「緒
論
は
哲
学
的
な
経
験
の
概
念
を
叙

述
す
る
」

(
ω
.
一〇
)、
と
。
実
に
そ

っ
け
な
い
ほ
ど
の

一
文
で
あ
る
が
、
コ
ン

パ
ク
ト
に
圧
縮
さ
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
モ
チ
ー
フ
が
輻
輳
し
あ

っ
て
い
る
「緒
論
」

を
読
み
解
く
う
え
で
、
右
の
注
記
は
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
む
ろ
ん
、

何
よ
り
も
単

一
の
命
題

へ
と
思
想
を
還
元
す
る
こ
と
を
嫌
悪
す
る
ア
ド
ル
ノ
で

あ

っ
て
み
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
経
験
概
念
を
、た
と
え
ば

ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
へ
ー

ゲ
ル
の
経
験
概
念
」
と
い
う
論
文
に
お
け
る
よ
う
に
、

「経
験
と
は
:
…
・で
あ

る
」
と
定
式
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
、

「哲
学
的
経
験
」

(あ

る
い
は
「精
神
的
経
験
」と
も
呼
ば
れ
る
)
と
名
ざ
さ
れ
て
い
る
も
の
を
め
ぐ

っ

て
、

『否
定

の
弁
証
法
』
、
ひ
い
て
は
ア
ド
ル
ノ
の
後
期
思
想
の
相
貌
が
、
い

く
ら
か
は
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
希
念
し

つ
つ
、

本
稿
で
は

『否
定

の
弁
証
法
』

へ
の
接
岸
を
私
な
り
に
試
み
た
い
。

一
、
哲
学

の
可
能
性

ア
ド
ル
ノ
は

『否
定
の
弁
証
法
』

一
巻
を

つ
う
じ
て
、
い
ま
現
在
、
哲
学
的

な
思
惟
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
れ
が

「理
性
に
反
し
て
希
望
す
る
」

(
¢

。。刈。。)
と
か

「絶
望
が
想
い
及
び
え
ぬ
も

の
で
あ
る
こ
と
」

(Φぴ
Ω
●)
と
い
っ
た
、
苦
汁
の
淵
で
あ
え
ぐ
よ
う
に
し
て
掴

ま
れ
た
手
綱
で
あ
れ
、
ア
ド
ル
ノ
は
哲
学
的
な
思
惟
の
可
能
性
を
決
し
て
手
離
そ

う
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
ず
こ
の
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
、

ア
ド
ル
ノ
の
思
想
は
、
深

い
絶
望
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
彩
ら
れ
て
い

る
。

「ア
ウ
シ

ュ
ヴ

ィ
ッ
ツ
」
を
も
た
ら
し
た
故
国
の
ナ
チ
ズ
ム
、
社
会
主
義

諸
国
に
顕
著
な

コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
国
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
.「文
化
産
業
」
の
肥
大
。
そ
れ
は
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
、
啓
蒙
の
過
程
と
し

て
の
文
明
そ
の
も
の
を
疑
わ
し
め
る
に
た
る
、
文
字
ど
お
り
に

「出
口
な
し
」

の
状
況
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け

『否
定
の
弁
証
法
』
第
三
部
の
終
章

「形
而
上

学

へ
の
省
察
」

(
そ
の
最
初
の
節
は

「ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
あ
と
で
」
と
題

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
)
に
は
、
呪
詛
の
よ
う
な
否
認
の
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
文
明
と
野
蛮
の
結
託
1

こ
れ
こ
そ

『啓
蒙
の

弁
証
法
』
の
中
心
テ
ー

マ
だ

っ
た
ー

を
加
速
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
隠
蔽
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
哲
学
は
決
し
て
潔
白
で
は
な
い
。

哲
学
は
自
ら
の
罪
状
を
き

っ
ぱ
り
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は

『否
定
の
弁
証
法
』
の

「緒
論
」
冒
頭
で
こ
う
述

べ
て
い
る
。

「哲
学
は
現
実

と
ひ
と

つ
で
あ
る
、
も
し
く
は
現
実
を
す
ぐ
に
も
作
り
だ
し
て
み
せ
る
、
と
い

う
約
束
を
、
哲
学
自
身
が
裏
切

っ
た
の
ち
で
は
、
哲
学
は
自
ら
を
容
赦
な
く
批

判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
ω
.
一㎝
)、
と
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
の
よ
う
な
断
定
が
、

あ
く
ま
で
哲
学
の
側
か
ら
、
哲
学
の
内
部
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
の
と
き
哲
学
は
、
絶
望
的
な
状
況
に
対
す
る
血
塗
ら
れ
た
共
犯
者

の
ひ
と
り
と
し
て
、
た
ん
に
告
発
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
共
犯
者
の
み

が
立

つ
こ
と
の
で
き
る
証
言
台
で
、
哲
学
は
自
分
と
自
分
自
ら
の
文
明
を
根
本

的
に
問
い
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
そ
の
よ
う
な
哲

学
の
仮
借
の
な
い
自
己
批
判
の
う
ち
に
、
む
し
ろ

「哲
学
の
可
能
性
」

(
こ
れ

は

「緒
論
」
の
最
初
の
節
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
)
を
唯

一
認
め
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
次
の

一
節
か
ら
は
、
実
践
と
は

一
見
背
馳
す
る
批
判
的
な
理
論

の
営

み
に
ア
ド
ル
ノ
が
ど
れ
ほ
ど
期
す
る
も

の
を
寄
せ
て
い
た
か
が
、
明
瞭
に
見
て

と
れ
る
だ
ろ
う
。
先
き
の
引
用
の
直
前

で
ア
ド
ル
ノ
は
語
気
強
く
こ
う
述
べ
る
。

「実
践
は
、
測
り
し
れ
な
い
ほ
ど
延
期

さ
れ
る
と
、
も
は
や
、
自
己
満
足
し
て

い
る
思
弁

に
異
議
を
た
て
る
法
廷
で
は
な
く
、
た
い
て
い
は
、
変
革
す
る
実
践

に
必
要
な
批
判
的
思
想
を
、
行
政
官
が
空
疎
な
も
の
と
し
て
圧
殺
す
る
さ
い
の
、

口
実
に
な
る
。
」

(Φぴ
Ω
.)

た
と
え
そ
れ
が

「
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ

ア
」
と
い
う
逆
説
的
な
形
で
志
向
さ
れ

よ
う
と
も
、
哲
学
が
よ
き
生
活
、
正
し
き
生

へ
の
省
察
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の

実
現
と
い
う
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
テ

ロ
ス
が
哲
学
に
は
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
実
現
に
よ
る
現
実
と
の

一
致

こ
そ
、
哲
学
の
ま
が
う
方
な
い
望
み
な
の
だ
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
破
産
は
、
現
実
と
の

一
致
と
い
う
希
念
が
哲
学
に

と

っ
て
不
相
応
な
非
望
で
し
か
な
い
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
、

一
方
、
か

つ

て
高
貴
で
あ
り
え
た
実
践
は
、
い
ま
や
、
実
践
的
有
効
性
の
名

の
も
と
に
行
政

官
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
幅
を
利
か
す
さ
い
の

「口
実
」
で
し
か
な
い
。
そ
の
と
き
、

哲
学
の
自
己
批
判
は
ど
こ
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
い
っ
そ
の
こ
と
、

哲
学
は
現
実
を
断
念
す
れ
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
、
思
弁
の
う
ち
に

自
己
満
足
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

現
実
と
観
念
、
理
論
と
実
践
と
の
緊
張
し
た
圏
域
に
身
を
置
き
、
ど
こ
ま
で

も
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
、
さ
し
あ
た
り

ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
の
自
己
批
判
は
そ
れ

を
目
差
す
。
そ
こ
を
立
ち
去
る
も
の
は
、
哲
学
を
諸
科
学
の
方
法
論
に
限
定
す

る
実
証
主
義
で
あ
れ

(<
σq
据
ω

一Φ)
、

「党
は
千
の
眼
を
も

つ
が
個
々
人
に
は

.
ふ
た
つ
し
か
な
い
」
と
い
う
ブ
レ
ヒ
ト

の
警
句
に
あ
か
ら
さ
ま
な

「党
」

へ
の

恭
順
で
あ
れ

(く
σq
ピ
ω
.㎝
①
×

ど
れ
ほ
ど
誠
実
な

ア
ン
ガ
ジ

ュ
マ
ン
を
追
求
し

て
も
非
合
理
な
決
意
主
義
に
帰
着
す
る
ほ
か
な
い
サ
ル
ト
ル
的
実
存
主
義
で
あ

.
れ

(<
σq
ピ
oD
●㎝。。
肉)、
い
ず
れ
も

「理
性

の
敗
北
主
義
」

(ω
」
α)
を
示
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
、
哲
学
の
仮

借
の
な
い
自
己
批
判
が
初
あ
て
、
そ
う
い
う
緊
張
し
た
磁
場
の
ご
と
き
も
の
を

作
り
だ
す
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「理
性
の
敗
北
主
義
」
に
陥
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
現
実
に
対
し
て
観
念
の
側
に
、
実
践
に
対
し
て
理
論
の
側
に
、

一
面
的
に
加
担
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
両
者
の
せ
め
ぎ
合
う
場
そ
の
も

の
を
不
断
に
創
出
し
、
そ
こ
に
両
腕
を

つ
っ
ぷ
す
よ
う
に
し
て
新
た
に
思
惟
す

る
こ
と
、
そ
こ
に
し
か
哲
学
の
可
能
性
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
せ
め
ぎ
合
い
の
場
こ
そ
、
ア
ド
ル
ノ
の

「経
験
」
概
念
が
定
位
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
哲
学
の
自
己
批
判
に
よ

っ
て
拓
か
れ
る
哲
学
の
可
能
性
は
、
ア
ド

ル
ノ
に
と

っ
て
、
そ
う
い
う
具
体
的
居
場
に
お
い
て

「経
験
を
行
い
う
る
可
能

性
」

(QQ
・㎝
一)
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。

『否
定
の
弁
証
法
』
に
お
け
る

「経
験
」
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
何
よ

り
も
、

へ
ー
ゲ
ル
が

『精
神
現
象
学
』
を

「意
識
の
経
験
の
学
」
と
呼
ん
だ
さ

い
の

「経
験
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「
『意
識
の
経
験
に
つ
い
て
の

学
』
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
経
験
の
内
容
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
実
例
に
貶
め
た
」

(QQ
.bO㎝
)
と
批
判
す
る

一
方
で
、
ア
ド
ル
ノ
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判
の

中
心
的
な
功
績
を
、

「内
容
的
に
思
惟
す
る
権
利
と
能
力
を
哲
学
に
も
う

一
度

与
え
る
こ
と
」

(の
・一〇
)
と
い
う
課
題

の
着
手
に
認
め
る
。

へ
!
ゲ
ル
は

『精

.
神
現
象
学
』
の

「緒
論
」
で
、
実
際
に
認
識
に
と
り
か
か
る
前
に
認
識
能
力
を

吟
味
し
て
お
こ
う
と
い
う
カ
ン
ト
的
な

「批
判
」
の
立
場

に
対
し
て
、

「誤
謬
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へ
の
恐
怖
が
す
で
に
誤
謬
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
、

「意
識
の
経
験

の
学
」
を
企
て
た
(3
)。
あ
ら
か
じ
め
限
界
を
画
定
す
る
こ
と
は
、

へ
ー
ゲ
ル

に
と

っ
て
は

「絶
対
者
」
の
把
捉
を
断
念
す
る
こ
と
だ
が
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ

て
は
、
そ
も
そ
も
人
間
か
ら
経
験
す
る
能
力
を
奪
い
、
経

験
の
貧
困
の
う
ち
に

哲
学
を
自
死
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は

「経
験
」
に
定
位

す
る
こ
と
で
、

「内
容
的
に
思
惟
す
る
」
と
い
う

へ
ー
ゲ
ル
の
試
み
を
、
へ
ー

ゲ
ル
以
上
に
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
形
式
的
思
惟
な
ど
、

ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
は
、
形
容
矛
盾
に
も
等
し
い
だ
ろ
う
。
形
式
的
な
思
惟
は

も

っ
ぱ
ら
自
己
自
身
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
内
容
を
喪
失
し
、
結
局
の
と
こ
ろ

「同
語
反
復
」
に
帰
着
す
る
ほ
か
な
い

(ノ丶
σq
一。QQ
.偽㎝
)。
そ
れ
は
、

へ
ー
ゲ
ル

の

「意
識

の
経
験
の
学
」
を
も
侵
し
て

い
る
傾
向
な
の
だ
。

一
方
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
「考
え
る
と
は
同

一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(GQ
φミ
)

と
述
べ
る
。
対
象
を
何
も
の
か
と
同
定
し
、
同

一
化
す
る
と
い
う
概
念
的
な
把

握
が
思
惟
の
本
質
で
あ
る
か
ぎ
り
、
思
惟
は
概
念
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
を
離
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
思
惟
が
概
念
の
分
析
に
自
足
す
る
と
き
、

思
想
は

「
へ
ー
ゲ
ル
い
う
と
こ
ろ
の
客
体

へ
の
自
由
」

(の
●Q。c。
)
を
失
う
。
し

た
が

っ
て
ア
ド
ル
ノ
は
こ
う
記
す
。

「認
識
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
、
概
念
を
欠

・い
た
も
の
を
、
概
念
に
同

一
化
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
概
念
に
よ

っ
て
開
く
こ
と

で
あ
ろ
う
」

(ω
●卜。
一)
、
と
。
こ
こ
で
、
現
実
と
観
念
、
理
論
と
実
践
の
緊
張

は
、
概
念
と
概
念
を
欠
い
た
も
の
、
同

一
性
の
思
惟
と

「非
同

一
的
な
も

の

(Ω
O
m
ワ爿一〇げ
け一q
Φ昌
け一ωOゴ
Φ
)
」
を
め
ぐ

っ
て
増
幅
さ
れ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、

「認
識
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
を
、

「緒
論
」
を
と
お
.し
て
解

消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
早
ま

っ
た
断
念
や
虚
偽
の
止
揚
に
こ
の
困
難
さ
を
委

ね
な
い
た
め
に
、
む
し
ろ
ア
ポ
リ
ア
の
幅
員
を
可
能
な
か
ぎ
り
拡
げ
よ
う
と
す

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
.
か
ん
じ
ん
な
の
は
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

問
題
を
び
。
ω鼠
日
ヨ
σ
贄
な
も
の
と
し
て
際
立
た
せ
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
う

よ
う
に
。
再
び
あ
え
て
命
題
的
に
い
う
な
ら
ば
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る

「経
験
」

と
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
幅
員
そ
の
も
の
と
も
呼

べ
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
ア

ド
ル
ノ
は
、

「内
容
的
に
思
惟
す
る
」
哲
学
と

「経
験
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
語

っ
て
い
る
。
・

「哲
学
は
そ
の
内
容
を
、
哲
学
に
迫

っ
て
き
た
り
哲
学
が
求
め
た
り
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
対
象
の
、
ど
ん
な

シ
ェ
ー

マ
に
よ

っ
て
も
整
序
さ
れ
え
な
い
多
様

性
の
う
ち
に
も

つ
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

こ
の
哲
学
は
、
対
象
に
文
字
ど
お
り

に
身
を
委
ね
る
の
で
あ

っ
て
、
対
象
を
鏡
と
し
て
、

つ
ま
り
そ
こ
に
自
ら
を

再
認
し
自
分
の
鏡
像
を
具
体
的
な
も
の
と
誤
認
す
る
よ
う
な
鏡
と
し
て
、
用

い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
は
、
概
念

に
よ
る
反
省
と
い
う
媒
体

に
お
け
る
、
何
ひ
と

つ
割
引
か
れ
る
こ
と
の
な
い
完
き
経
験

に
ほ
か
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
」

(の
・卜。㎝
)

へ
ー
ゲ
ル
の

「意
識
の
経
験
」
.は
、
自
己
意
識
の
段
階
を
経

て

「精
神
」
に

逢
着
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の

「客
体

へ
の
自
由
」
は

「精
神
」
が
示
現
す
る
た
め

の
モ
メ
ン
ト
で
あ

っ
て
、

「主
観
の
優
勢

(℃
臣
ヨ
讐

ロ
①
ω
ω
⊆
9
Φ霹
ω
)
」

(GQ
・一Q。)
が
あ
く
ま
で
経
験
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
形
づ
く
る
。
女
神
ザ
イ
ス
の
帳

の
向
こ
う
に
意
識
が
発
見
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で

「精
神
」
と
な
る

「自
己
」

な
の
だ
(
4
)。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ド
ル
ノ
の

「経
験
」
は
、
他
な
る
も

の
、
概

念
を
欠
い
た
も
の
へ
と
打
ち
開
か
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
成
立
す
る
。
経
験

の
軸

は
、

「主
観
の
優
勢
」
か
ら

「客
観
の
優
位

(<
o
旨
p
昌
㎎
仙
Φω
0
9
Φ算
ω)
」
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(ω
」
。。㎝
)
へ
と
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
.し
か
し
、
そ
の

「経
験
」
は

「概

念
に
よ
る
反
省
と
い
う
媒
体
」
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

『否
定
の

弁
証
法
』
の
中
心
的
な
テ
ー

マ
と
し
て
、
お
い
お
い
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、

ま
ず
は
次
節
で
、
経
験
の
論
理
と
し
て

の
ア
ド
ル
ノ
の

「弁
証
法
」
を
、

「緒

論
」
に
即
し
て
検
討
し
た
い
。

二
、
経
験
と
弁
証
法

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
哲
学
の
可
能
性
は
、
ま
ず
も

っ

て

「経
験
を
行
い
う
る
可
能
性
」
の
う
ち
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

『否
定
の

弁
証
法
』
で
は
本
文
の
叙
述
に
先
立

っ
て
、

「哲
学
的
な
経
験
の
概
念
」
が
明

ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q
そ
し
て
そ
の
経
験
概
念
が
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の

「意
識

の
経
験
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
に
、
経
験
の
具
体
を
捉
え

る
論
理
も
、
へ
ー
ゲ
ル
と
同
様
に

「弁

証
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
む

ろ
ん
、
ア
ド
ル
ノ
の

「弁
証
法
」
は
も

は
や

」へ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
同

一
で
は
な

い
。
ほ
か
な
ら
ぬ

『否
定
の
弁
証
法
』

の

「序
言
」
は
、
次
の
よ
う
な
宣
言
で

も

っ
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

「
『否
定
の
弁
証
法
』
と
い
う
表

現
は
伝
統

に
反
す
る
。
す
で
に
プ
ラ
ト

ン
に
お
い
て
も
、
弁
証
法
は
否
定
と

い
う
思
惟
手
段
に
よ

っ
て
肯
定
的
な
も

の
を
作
り
だ
そ
う
と
す
る
。
後
世
こ
の
や
り
方
は
、
否
定

の
否
定
と
い
う
公

式
で
簡
潔
に
名
ざ
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
の
本
は
、
弁
証
法
を
瞹
眛
模

糊
と
し
た
も
の
に
貶
め
る
こ
と
な
く
、
そ
の
種
の
肯
定
的
な
性
質
か
ら
弁
証

法
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

」

(ω
◆
O
)

肯
定
的
な
性
質
か
ら
解
放
さ
れ
た

「弁
証
法
」
と
は
、
総
合
に
い
た
る
こ
と

な
く
、
あ
く
ま
で
矛
盾
の
段
階
に
留
ま
る
も
の
、
と
ひ
と
ま
ず
は
い
え
る
だ
ろ

う
。
ア
ド
ル
ノ
は
、

『否
定
の
弁
証
法
』
に
さ
き
だ

っ
て

『三

つ
の
へ
ー
ゲ
ル

研
究
』
を
刊
行
す
る
さ
い
に
、

「全
体
の
意
図
は
、
変
容
さ
れ
た
弁
証
法
の
概

・
念
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(ロ。
)と
記
し
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

『否

定
の
弁
証
法
』
は
そ
の
.
「意
図
」
の
ひ
と

つ
の
具
体
化
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な

「変
容
」
は
、
た
ん
に
思
惟

の
論
理
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
弁
証
法

の
そ
れ
で
は
な
く
、
思
惟
そ
の
も
の
の
変
容
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ

れ
は
、

[批
判
的
な
自
己
省
察

に
よ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」

(Go
.一〇)
を

ー

ハ
イ
デ
ガ

ー
ば
り
に
い
う
と
ー

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
形
而
上
学
的
思
惟

(同

一
性
の
思
惟
)
に
迫
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
同

一
性

に
対
し
て
矛
盾

は
、
存
在
の
永
遠
不
変
の

「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
な
本
質
」

(QQ
・嵩
)
と
し
て

神
聖
視
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

「概
念
的
な
も
の

(概
念
が
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
も
の
)
を
概
念
の
う
ち
に
消
失
さ
せ
る
同

一
性
が
非
真
理
で
あ
る
こ
と
を

示
す
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
」

(㊦
び
粂
)
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、

「否
定
の
弁
証

法
」
が
具
体
的
な
経
験
の
場
で
照
準
し
て
い
る
も
の
も
ま
た
、

「非
同

一
的
な

も
の
」
で
あ
る
。

「矛
盾
は
、
同

一
性

の
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
、
非
同

一
的
な
も
の
で
あ
る
。

弁
証
法
に
お
い
て
矛
盾
原
理
に
優
位
を
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
異
質
的
な
も

の

(号

ω
出
9
母
o
σq
Φ⇒
o
)
を
統

一
的
な
思
惟
を
基
準
に
し
て
知
る
こ
と
で

あ
る
。
統

一
的
な
思
惟
億
自
分
の
限
界
に
衝
き
あ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

ら
を
乗
り
こ
え
て
い
く
。
弁
証
法
と
は
、
徹
頭
徹
尾
非
同

一
性
を
意
識
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
あ
る
観
点
を
と
る
こ
と
で
は
な
い
σ
思
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想
が
そ
の
対
象
に
加
え
る
罪
科
の
ゆ
え
に
、
思
想
の
避
け
が
た
い
不
十
分
さ

の
ゆ
え
に
、
思
想
は
弁
証
法

へ
と
駆
り
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

(ω
.ミ
)

ヘ

ヘ

ヘ

ア
ド
ル
ノ
が
矛
盾
の
原
理
に
優
位
を
お
く

「否
定
の
弁
証
法
」
に
な
お
、
、反

時
代
的
と
思
え
る
ほ
ど
に
固
執
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ま
ず
こ
の
よ
う
に
、
概

念
に
よ

っ
て
概
念
を
欠
い
た

「異
質
的
な
も
の
」
に
届
こ
う
と
い
う
、

「認
識

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」が
託
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
は
同
時
に

「矛
盾
」

に
、

マ
ル
ク
ス
ー
ル
カ
ー
チ
以
来

の

「物
象
化
論
」
に
基
づ
く
ブ
ル
ジ

ョ
ア
社

会
の
批
判
、
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
重
ね
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
同

一
化
を

本
質
と
す
る
思
惟
が
陥
ら
ざ
る
を
え
な

い
矛
盾
と
は
、

「認
識
す
る
主
観
の
媒

介
に
よ

っ
て
初
め
て
生
じ
る
の
で
は
な

く
」

(こQ
.b。b。
)、
歴
史
的
、
社
会
的
な

関
係
に
深
く
規
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
社
会
は
、
個
々
の
主
体
を
否
定
す
る
独
立
し
た
客
体
で

あ
る
と
と
も
に
、
あ
く
ま
で

「も
ろ
も

ろ
の
主
体
の
総
体
」
で
あ
る

(<
σq
一.

ω
●N
N
)。
個
々
の
主
体
は

「商
品
交
換
と
い
う
抽
象
的
な
法
則
」
を

つ
う
じ
て
、

「社
会
的
な
総
体
性
」

へ
と
媒
介
さ
れ
て
い
る

(ノ♪
四尸
ω
。㎝
刈)
。

ヘ
ー
ゲ
ル

の
観
念
論
が

「精
神
」
と
し
て
表
象
し

て
い
る
も
の
も
、
こ
う
い
う
総
体
と
し

ーて
の
社
会

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

へ
ー
ゲ
ル
ー
マ
ル
ク
ス
以
来
の
市
民

社
会
批
判
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
こ
で
実
現
さ
れ
る
総
体
性
は
、

ど
こ
ま
で
も

「特
殊
な
利
害
の
産
物
」

(QQ
●卜。卜。
)
で
し
か
な
い
。「

そ
の
意
味
で
、

矛
盾
と
は
何
よ
り
も

「思
惟
の
法
則
で
は
な
く
、
現
実
の
も
の
」

(ω
」
Q。
)
な

の
で
あ
る
。

「超
越
論
的
主
観
の
ご
と
く
に
、
交
換
に
よ

っ
て
同

一
性
を
無
自
覚

の
う

ち
に
作
り
だ
し
て
い
る
の
は
、
個
々
の
主
体
自
身
の
理
性
で
あ
る
。
こ
の
理

性
は
個
々
の
主
体
を
公
分
母
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
性

と
個
々
の
主
体
は
ど

こ
ま
で
も
通
約
不
能
で
あ
る
。

(
こ
の
理
性
は
)
主
体

の
敵
と
し

て
の
主
体
で
あ
る
。
」

(ω
・b。
D。
)

へ
ー
ゲ
ル
は
『精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
、
意
識

の
経
験
を
導
く

「強
制
力
」

に
つ
い
て
語

っ
て
い
た
(6
)。
た
と
え
ば

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の

「「強
制
力
」

こ
そ
絶
対
者
の
パ
ル
ー
シ
ア
を
証
示
す
る
も
の
だ
、
と
解
釈
す
る
(7
v。
し
か

し
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
個
別
的
な
主
観
を
絶
対
知
に
ま

で
高
あ
て
い
く
力
は
へ

「現
実
の
強
圧
的
な
体
制
」

(o
げ
砧
●)

に
こ
そ
、
求

ジ
ス
テ
　
ム

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
知
を
体
系

へ
と
駆
り
た
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
い
る
の
は
現
実
め
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
個
々
の
主

体
に
発
し
な
が
ら
、

「
(個
々
の
)
主
体
の
敵
と
し
て
の

(全
体
と
し
て
の
)

主
体
」
で
あ
り
、

「対
抗
的
な
全
体

(9
霧

9
馨
p
σq
o
三
ωけδ
9
Φ
Ω
碧

NΦ
)
」

(<
㈹
ピ
こo
.卜。
"。h)
で
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
に
お
い
て
も
、
経
験
が
矛
盾
の
論
理
と

し
て
の
弁
証
法
で
告
げ
ら
れ
る
の
は
、
個
々
の
主
体
が
こ
う
い
う

「対
抗
的
な

全
体
」
と
し
て
の
社
会
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
ー
ル
カ
ヨ
チ
流
の

〈真
の
総
体

性
の
成
就
〉
を
志
向
す
る
の
で
は
な
い
。

『・・こ
一
マ

・
モ
ラ
リ
ア
』
の
ア
フ
ォ

リ
ズ
ム
を
用
い
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
は
あ
く
ま
で

「全
体
は
真
な
ら
ざ
る
も
の
で

あ
る
」
(8
}と
い
う
立
場
に
留
ま
り
、
こ
の
社
会
批
判
の
水
準
に
さ
き
の
認
識
.

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
水
準
を
重
ね
る
。
現
実
と
概
念
は
社
会
と
い
う
同

一
性
の

装
置
を

つ
う
じ
て
密
通
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同

一
性
の
概
念
の
も

つ
暴
力

へ

の
批
判
は
、
社
会
批
判
と
切
断
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
個
々
の
主
体

に
強
い
ら
れ
て
い
る
同

一
的
な
概
念
は
、
社
会
と
い
う
現
実
で
個
々
の
主
体
が
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経
験
す
る
矛
盾
の
意
識
化
に
よ

っ
て

「
脱
魔
術
化
」
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う

い
う
経
験
の
う
ち
に
ア
ド
ル
ノ
は
、
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
物
象
化
さ
れ
た
管
理

社
会

の
、

い
わ
ば
突
破
口
を
見
て
い
る

の
で
あ
る
(9
)。
社
会
は
交
換
と
い
う

同

一
化
の
原
理
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
矛
盾
を

つ
う
じ
て

「非
同

一
的
な
も
の
」
が
決
し
て
解
消

さ
れ
る
こ
と
な
く
現
前
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
概
念
の
自
己
省
察

に
よ

っ
て
打
ち
明
け
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
、
ア
ド
ル
ノ
の

「否
定
の
弁
証
法
」
は
屹
立
す
る
。

「概
念
と
い
う
も
の
の
方
向
を
変
え
、
非
同

一
的
な
も
の
に
向
け
直
す
こ

と
、
こ
れ
が
否
定
の
弁
証
法
の
要
諦

で
あ
る
。
概
念
に
お
い
て
非
同

一
的
な

も
の
が
構
成
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
洞
察
さ
れ
る
と
き
、
そ
の

よ
う
な
省
察
に
よ
る
停
止
が
な
け
れ
ば
概
念
が
発
揮
し

つ
づ
け
る
、
同

一
性

の
強
制
は
消
え
失
せ
る
。
」

(ω
●卜o
軽
)

こ
こ
で
は

「概
念
」
は
、

「現
実
の
強
圧
的
な
体
制
」
を
背
景
と
し
な
が
ら

も
、
な
お
非
厨

一
的
な
も
の
か
ら
の
構
成
力
の
痕
跡
を
刻
ん
だ
も
の
、
と
い
う

二
重
の
位
相
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
経
験
の
主
体
に
は
、
シ
ス
テ

ム
の
及
ぼ
し
て
い
る
力
と
非
同

一
的
な
も
の
の
力
と
、
こ
の
二
つ
を
弁
別
す
る

皮
膚
感
覚
の
よ
う
な
感
受
力
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

現
実
の
強
制
力
は
決
し
て
隠
蔽
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
強
制

力
と
と
も
に
そ
れ
と
は
別
の
律
動
で
働

い
て
い
る
客
体
自
身

の
力
1

「非
同

一
的

な

も

の

の
凝

集

力

■(
凸

Φ
国
9

9、
冨

嵩

幽
Φ
ω

Z
甘
暮

達
Φ
暮
δ
o
げ
雪

)

」

(◎D
.。。
①)
ー

が
受
信
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
強
制
力
に
概
念
を
と
お

し
て
内
在
し
な
が
ら
、
開
か
れ
た
主
体

の
自
己
省
察
は
、
そ
の
強
制
力
を
客
体へ

(非
同

一
的
な
も
の
)
自
身
の
力

へ
と
向
け
直
す
。
こ
の
困
難
な
、
い
わ
ば
客

体
の
解
放
の
戦
略
を
、
ア
ド
ル
ノ
は
印
象
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー-
で
こ
う
語
る
。

「内
在
的
な
論
証
が
正
当
な
の
は
、
現
実
の
力
を
現
実
自
身
に
敵
対
的

に

集
合
さ
せ
る
た
め
に
、
シ
ス
テ
ム
に
統
合
さ
れ
た
現
実
を
受
け
容
れ
る
場
合

で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
思
想
に
お
け
る
開
か
れ
た
も
の
は
、
現
実
の
連

関
が
強
調
さ
れ
た
意
味
で
非
真
理
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
知

っ
て
い
る
審
級

を
表
わ
す
。
こ
の
知
な
く
し
て
は
爆
発

(>
d尸ωぴ
同二
〇げ
)
に
い
た
ら
な
い
し
、

シ
ス
テ
ム
の
暴
力
を
利
用
せ
ず
し
て
は
、
爆
発
は
失
敗
す
る
。
」

(ω
」
O
)

ア
ド
ル
ノ
は
、

「非
同

一
性
」
を
軸

に
し
て
、
弁
証
法
を
肯
定
的
な
性
質
か

ら
解
放
す
る
。

「宥
和
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
は
、
非
同

一
性
は
否
定
的
な
も

の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
」(ω
.禽
)
が
ゆ
え
に
、
弁
証
法
は
矛
盾
に
留
ま
る

「否

定

の
弁
証
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
体
性
の
実
現
で
は
な
く
、
個
々
の
.モ
メ
ン

ト
に
お
け
る

「限
定
的
否
定
」

(GQ
」
c。
)
(
-o
)と
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
れ
で

は

「宥
和
さ
れ
た
状
態
」
で
は
弁
証
法
は
ど
う
な
る
の
か
。

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

具
体
的
な
可
能
性
に
直
面
す
れ
ば
、
弁
証
法
は
虚
偽
の
状
態
の
存
在
論
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
も
矛
盾
も
弁
証
法
か
ら
自
由
で
な
い
が
、
正
し
い
状
態
は
そ
う
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
」

(GQ
b
ひ。)
こ
れ
が

「弁
証
法
」
に
対
す
る
ア
ざ
ル
必
の
最
終

的
な
評
価
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
記
す
ア
ド
ル
ノ
の
意
図
は
、
弁
証
法
を
越

え
た
と
こ
ろ
に
真
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
脱

魔
術
化
の
方
法
と
し
て
の
弁
証
法
自
体
が
神
聖
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し

て
、
再
び
脱
魔
術
化
を
施
す

こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
否
定
に
内
在
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
外
部
か
ら
見

つ
め
る
眼
差
し
が
絶
え
ず
そ
の
否
定

の
営
み
に
注
が
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
弁
証
法
の
質
的
変
容
の
射
程
は
そ
こ
ま
で
届
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
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三
、
経
験
の
主
体
と
客
体

哲
学
は
客
体
の
認
識
を
概
念
を
と
お
し
て
行
う
ほ
か
な
い
が
、
.そ
の
さ
い
、

認
識
す
る
主
観

(主
体
)
は
客
体
自
身

の
構
成
的
な
力
を
感
受
す
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
る
経
験
は
、
主
体
が
自
ら
の
概
念
の
揮
う

暴
力
を
省
察
に
よ

っ
て
停
止
さ
せ
る
と

こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

・

ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
客
体
を
暴
力
的

に
支
配
す
る
主
体
の
あ
り
方
は
、
文
明

の
歴
史
そ
の
も
の
と
と
も
に
古
く
、
か

つ
近
代
の
認
識
論
に
ま
で
長
い
影
を
落

と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『啓
蒙

の
弁
証
法
』
と
り
わ
け
そ
の
オ
デ

ュ
ッ

セ
ウ
ス
論
に
お
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
と
と
も

に
、

『オ
デ

ュ
ッ

セ
イ
ア
』
を

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
基
本
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ

こ
に
「市
民
的
主
体

の
原
史
」を
読
み
こ
ん
で
い
る
(11
)。
放
浪
す
る
オ
デ

ュ
ッ

セ
ウ
ス
は
、
と
り
ど
り
の
自
然
神
の
投
げ
か
け
る
誘
惑
の
罠
を
、
巧
み
な

「詭

計
」
に
よ

っ
て
ま
ぬ
が
れ
る
。
彼
は
自
然
神
を
あ
ざ
む
く
こ
と
で
、
自
然
の
圧

倒
的
な
魔
力
を
解
き
、
初
め
て
人
間
に
よ
る
自
然
支
配
を
可
能
に
す
る
。
彼
は

そ
の
と
き
、
誘
惑
に
打
ち
克

つ
修
練
を

つ
う
じ
て
、
不
屈
の

「自
己
」
を
獲
得

す
る
。
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
放
浪
が
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
示
し
て
い
る
の
は
、
自

然
の
猛
威

に
な
す
す

べ
も
な
く
玩
弄
さ
れ
て
い
る
段
階
か
ら
の
、
啓
蒙
的
主
体

の
離
脱
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
彼
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
同
時
に

「諦
念
」
の
人
で
あ
る
。
外
的
自
然

の
支
配
は
、
快
楽
に
傾
き
が
ち
な
自
ら
の

内
的
自
然

の
抑
圧
を
代
償
と
し

て
貫
徹

さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ

ロ
イ
ト
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
沿

っ
て
い
う
な
ら
ば
、
自
然
支
配
と
い
う
文
明
の
歴

史

(啓
蒙
の
過
程
〉
と
は

「諦
念
の
歴
史
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
(12
)。
そ
の
行

く
末
に
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、

「自
己
保
存
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
行
わ

れ
た
自
然
支
配
が
、
保
存
す
る
は
ず
の

「自
己
」
そ
の
も
の
を
失
う
、
と
い
う

不
合
理
で
あ
る
。
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
帰
郷
と
と
も
に
、
際
限

の
な
い
暴
力

を
発
揮
す
る
。

『否
定

の
弁
証
法
』
の

「緒
論
」
で
は
、

こ
の
よ
う
な
・
「市
民
的
主
体
」
に

哲
学
上
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
観
念
論
の
主
観

(主
体
)
・が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
客
観

(現
実
)
に
対
し
て
超
越
的
な
位
置
に
立

つ
主
観
は
、
.対
象
を
経
験

ヘ

へ

す
る
の
で
は
な
く
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ
の

「主
観
の
優
勢
」

の
う
ち

に
、
自
然
を
忌
避
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
認
め
る
。
観
念
論

(と
く
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
)
に
と

っ
て
は
、

「非
我

(Ω
霧

Z
一〇げ
江
魯

)
」
や

「他

我

(一
.o
暮
饕
一)
」
お
よ
そ
自
然
を
想
起
さ
せ
る
い

っ
さ
い
の
も
の
は
、
価
値

的

に
劣

っ
て
い
る

(ノ丶σq
ピ
cQ
●QoQo
)。
思
想
の
統

一
、
主
観

の
自
律
が
維
持
さ

れ
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
自
然
的
な
劣
位
に
あ
る
も
の
は
、
主
観
が
支
配
し
、

飲
み
干
し
、
同
化
し
て
当
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
観
念
論
の
主
観
は
、
対
象

を
自
ら
の
う
ち
に
取
り

こ
む
さ
い
に
、
道
徳
的
な

「憤
怒

(≦
暮
)
」
を
も

っ

て
行
う
。
自
然
的
な
も

の
に
対
す
る
こ
の

「憤
怒
」
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
観
念
論

の
表
徴
で
あ
り

(<
σq
ド
ω
.。。。。
h)、
観
念
論

に
お
い
て
認
識
論
と
道
徳
論
は
、

自
然
を
想
起
さ
せ
る
客
体
の
忌
避
を

つ
う
じ
て
、
お
の
お
の
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

正
当
化
し
あ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
念
論
的
な
主
観
の

「原
史
」
を
、
ア
ド
ル
ノ

は
明
ら
か
に
ニ
ー
チ

ェ
を
想
わ
せ
る
口
吻
で
記
述
し
て
い
る
。

「至
上

の
精
神
は
体
系
に
お
い
て
自
ら
が
聖
化
さ
れ
て
い
る
と
思
い
こ
む
。

し
か
し
、
こ
の
体
系
は
そ
の
原
史

(d
『
σq
Φ
。。。
臣
島
8
)
を
、
前
精
神
的
な
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も
の
、
類
と
し
て
の
動
物
的
生
命
の
う
ち
に
も

っ
て
い
る
。
肉
食
獣
は
空
腹

に
な
る
。
獲
物

へ
跳
び
か
か
る
の
は
お

っ
く
う
で
、
し
ば
し
ば
危
険
で
も
あ

る
。
と
も
あ
れ
獣
が
あ
え
て
跳
び
か
か
る
た
め
に
は
、
別
の
衝
動
が
必
要
で

あ
る
。
こ
の
衝
動
と
空
腹
の
不
快
が
あ
わ
さ

っ
て
、
獲
物
に
対
す
る
憤
怒
と

な
る
Q
」

(GQ
.。。
。。)

そ
し
て
こ
の

「憤
怒
」
が
、

フ
マ
ニ
テ
ー
ト
の
歩
み
と
と
も
に
合
理
化

(正
当

化
)
さ
れ
て
い
き
、
跳
び
か
か
ら
れ
て
食
わ
れ
る
対
象
は

・「悪
」
と
さ
れ
る
。

シ

エ

ド

マ

　

「こ
う
い
う
人
間
学
的
な
図
式
が
認
識
論

に
ま
で
洗
練
さ
れ

て
き
た
」
(oび
動
・)

の
で
あ
り
、

「体
系
と
は
精
神
と
な

っ
た
腹
」

(oQ
.Qo心)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

客
体
が
経
験
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
う
い
う

「主
観
の
優
勢
」
が
転
倒
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
、
単
純
に
主
観
と
客
観

の
地
位
を
入
れ

替
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
か
ん
じ
ん
な
の
は
、
主
観
と
客
観

の
そ
う
い

う
位
階
秩
序
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
こ
と
、
な

の
で
あ
る

(～
丶鵬
ピ
Qo
●一〇〇
卜o)。

し
た
が

っ
て
、主
体

の
役
割
を
無

に
帰

そ
う
と
す
る
客
観
主
義
的
な
学
(科
学
)、

そ
し
て
そ
の
実

「純
粋
な
所
与
」
と
い
う
神
話
の
う
ち
で
客
観
を
支
配
し
操
作

し
よ
う
と
す
る
学
、
に
対
し
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
き

っ
ぱ
り
と
こ
う
主
張
す
る
。

「通
常
の
学

の
理
想
と
は
い
ち
じ
る
し
く
対
照
的
に
、
弁
証
法
的
認
識
の
客
観

性
は
、
主
観
を
よ
り
少
く
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
必
要
と
す
る
。
さ
も
な
い
と
、

哲
学
的
経
験
は
萎
縮
し
て
し
ま
う
」

(ω
.㎝O
)、
と
。
認
識
の
客
観
性

の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
、
こ
の
逆
説
的
な
主
観
性
は
し
か
し
、
も
は
や
、
客
体
と
か

オ
ロ
タ
ル
キ
　

か
わ
り
な
く
自
己
同

一
に
留
ま
ろ
う
と
し
て

「概
念
の
自
給
自
足
」

(ω
。卜。
。。)

に
逼
塞
す
る
、
超
越
論
的
主
観
の
そ
れ

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
客
体
に
身
を
晒

し
、

「客
観
の
優
位
」
に
す
み
ず
み
ま

で
浸
透
さ
れ
、
概
念
と
い
う
媒
体
の
う

ち
で
客
体
の
呻
き
を
受
像
す
る
、
ま
さ
し
く

「客
体
の
反
省
形
式
」

(ω
.認
)

ザ
ツ

へ

と
な
る
よ
う
な
主
観
で
あ
る
。

「
ほ
ん
と
う
に
思
想
が
事
柄

へ
と
自
ら
を
外
化

し
、
事
柄
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
事
柄
そ
の
も
の
に
適
合
す
る
と
き
、
逗

留
す
る
思
想
の
眼
差
し
の
も
と
で
、客
体
自
ら
が
語
り
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
。
」

(
の
'。。
c。
)

観
念
論

の
主
観
は
、
超
越
論
的
な
位
置
に
自
ら
を
仮
構
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
う
い
う
客
体

へ
の
眼
差
し
、
ひ
い
て
は
客
体
そ
の
も
の
を
喪
失
す
る
だ
け
で

は
な
い
。
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
、
自
己
保
存
の
た
め
の
自
然
支
配
の
果
て
に
、

つ
い
に
保
存
す
る
は
ず

の

「自
己
」
そ
の
も
の
を
失
う
よ
う
に
、
主
観
が
超
越

論
的
な
位
置
に
立

っ
て
、
自
己
自
身
の
概
念
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
れ
自
体
を
吟
味

し
た
り
、
冒
げ
島
Φ
ロ
犀
Φ
の
純
粋
な
概
念
、
思
惟
機
能
そ
の
も
の
へ
と
自
ら
を
純

化
す
る
こ
と
で
失
わ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、経
験
的
自
我
、

「存

在

す

る

自

我

」

(
oQ
.
一
Q。
㊤
)

で
あ

る
ー

も

っ
と

い

え

ば

、

身

体

的

な

モ

メ

ン

ト
を
不
可
欠
と
す
る
主
体
、
こ
の
世
界
で
負
わ
さ
れ
る
苦
痛

の
な
か
で
、
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
歌
う
よ
う
に

「痛
み
は
い
う

『終
わ

っ
て
く
れ
!
』
」
と
発

せ
ざ
る
を
え
な
い
主
体
で
あ
る

(<
σq
ド
ω
。b。
O。。
)。
同

一
化
を
こ
と
と
す
る
思

惟
、
そ
し
て
そ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
概
念
、
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
抑
圧
さへ

れ
支
配
さ
れ
る
の
は
、
対
象
と
し
て
の
非
同

一
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
主

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

体
と
し
て
の
非
同

一
的
な
も
の
も
ま
た
、
観
念
論
的
な
同

一
性
の
抑
圧
の
も
と

で
圧
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ラ
チ
オ

科
学
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
測
定
可
能
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
理
性
と

ラ
チ
オ

は
量
化
の
能
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
理
性
の
振
舞
い
は
、
市
民
社
会
の

等
価
交
換

の
原
理
の
う
ち
に
も
具
現
さ
れ
て
い
る
(
13
)。
こ
の

『啓
蒙
の
弁
証
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ラ
チ
オ

法
』
以
来

一
貫
し
た
理
性
批
判
の
も
と

で
、
ア
ド
ル
ノ
は
非
同

一
的
な
も
の
を

量
化
を
拒
む

「質
的
な
も
の
」
と
も
名
辞
す
る
。
そ
し
て
、
抑
圧
的
な
支
配
を

ま
ぬ
が
れ
た
主
体
と
客
体
の
関
係
を
、
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ
は
こ
う
示
唆
す
る
。

ザ
ツ

へ

「事
柄
の
う
ち
で
は
、
事
柄
の
質
的
な
も
の
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
、
主
観
の
超

越
論
的
な
残
滓
で
は
な
く
、
質
的
な
主

観
を
待
ち
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
(GD
.

課
)
、
と
。
客
体
に
お
け
る
量
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
質
的
な
も
の
と
主
体
に

お
け
る
同
様
の
質
的
な
も
の
、
そ
れ
ら
が
概
念
と
い
う
洞
穴
の
暗
闇
の
な
か
で

互
い
を
呼
び
あ
う
ミ
メ
ー
シ
ス
的
経
験
、
そ
こ
に
ア
ド
ル
ノ
の
経
験
概
念
の
核

心
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

「質
的
な
も
の
」
と
い
う

一
歩
踏
み

こ
ん
だ
規
定
に
は
、
あ
る
種
の
危
う
さ

が
と
も
な
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
は
、
語
り
え
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
す
る

『否
定
の
弁
証
法
』
の
勘
所
で
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
ま
た
、
・主
体
と
客
体
に
お

け
る
非
同

一
的
な
も
の
を

「細
や
か
な
も
の

(Ω
鋤
ω
H)一{hΦ円
Φ口
N一Φ同けΦ)
」
と

し
て
、
認
識
と
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
モ
メ

ン
ト
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。
大
事
な
と
こ
ろ
な
の
で
少
し
長
く
引
用
し
た
い
。

「細
や
か
さ

(∪
煢
Φ窓
5
銭
興
爵
①
詳
)

の
要
請

に
お
い
て
、
す
な
わ
ち

客
体
を
経
験
す
る
能
力
の
要
請
に
お

い
て
ー

そ
し
て
細
や
か
さ
と
は
、
主

体
が
客
体
の
反
応
形
式
と
な
る
経
験

の
こ
と
な
の
だ
が
ー

、
認
識
す
る
も

の
と
認
識
さ
れ
る
も

の
と

の
間

の
親
和
力

(ぐく
㊤
げ
一く
①
弓≦
P
口
傷
σo励
Oげ
O
晦け)

と
い
う
、
認
識
の
ミ
メ
ー
シ
ス
的
モ
メ
ン
ト
は
、
避
難
所
を
見
出
す
。
啓
蒙

の
過
程
全
体
を
と
お
し
て
、
こ
の
モ
メ
ン
ト
は
徐
々
に
打
ち
砕
か
れ
て
い
く
。

し
か
し
啓
蒙
の
過
程
は
、
自
分
自
ら
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
、

こ
の
モ
メ
ン
ト
を
完
全
に
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ん
な
親
和
性
と

も
無
縁
な
合
理
的
な
認
識
、
と
い

っ
た
も
の
を
構
想
し
て
み
て
も
、
そ
こ
に

は
、
・か

つ
て
は
疑
い
も
な
く
呪
術
的
な
偽
瞞
で
あ

っ
た

(主
客
の
)
あ
の

一

致

へ
の
模
索
が
生
き
て
い
る
。
か
り
に
こ
の
モ
メ
ン
ト
が
す

っ
か
り
息

の
根

を
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
主
観
が
客
観
を
認
識
す
る
と
い
う
可
能
性

は
端
的

に
理
解
不
能
と
な
る
だ
ろ
ヶ
し
、
解
き
放
た
れ
た
合
理
性
は
非
合
理

な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

一
方
で
、
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
モ
メ
ン
ト
は
、

そ
の
世
俗
化

の
途
上
で
、
合
理
的
な
モ
メ
ン
ト
と
融
合
す
る
。
こ
の
過
程
が

細
や
か
さ
と
し
て
総
括
さ
れ
る
。
」

(ω
●㎝
㎝
)

し
ば
し
ば
ア
ド
ル
ノ
は
、
理
性
批
判
の
果
て
に
非
合
理
な
ミ
メ
ー
シ
ス
を
理

想
化
し
た
、・
と
非
難
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
ド
ル
ノ
が
目
差
し
て
い
る
の
は
、

理
性
と
ミ
メ
ー
シ
ス
を

一
面
的

に
対
立
さ
せ
る
、
そ
の
よ
う
な
立
場
そ
の
も
の

を
廃
棄
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「客
観
の
優
位
」
に
よ

っ
て
主
観
と
客
観
の

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
そ
の
も
の
の
除
去
が
戦
略
的
に
目
論
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理

性
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
間
の
敵
対
的
な
支
配
関
係
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
、
ア
ド

ル
ノ
が
ミ
メ
ー
シ
ス
の
モ
メ
ン
ト
を
強
調
す
る
さ
い
の
含
意
で
あ
る
。
理
性
と

ミ
メ
ー
シ
ス
が
盲
目
的
に
切
断
さ
れ
る
と
き
に
は
、
理
性
も
ミ
メ
ー
シ
ス
も
と

も
に
暴
力
的
な
発
現
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
要
請
さ
れ
て
い

る
、
経
験
の
主
体
の
細
や
か
な
眼
差
し
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
継

承
し
た
、
客
体
の
細
部
に
ま
で
浸
透
し
感
応
す
る
ミ
ク

ロ
ロ
ギ
ー
の
そ
れ
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
う
ち
に
認
め
た
、

「あ
た
か
も
触

れ
、
嗅
ぎ
、
味
わ
う
こ
と
そ
の
も
の
.へ
と
変
じ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
」
(14
)

対
象
に
肉
薄
す
る
、
あ
の
思
想
の
あ
り
方
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
点
は
ア
ド
ル
ノ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
の
三
〇
年
代
後
半
の
論
争
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点

の
ひ
と

つ
と
な

っ
た
の
だ
が
(15
)、

ア
ド
ル
ノ
は
、
ミ
ク

ロ
ロ
ギ
ー
の
う
ち

に
主
体
を
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
、
対
象
か
ら
す

っ
か
り
距
離
が
取
れ
な
く

な

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
警
戒
の
.念

を
抱
く
。
そ
の

一
点

で
、
ア
ド
ル
ノ
は

あ
く
ま
で

「超
越
」
の
契
機
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
。

「解
き
が
た
い
も
の
を
解

マ
ク

ロ
ロ
ギ
ツ
シ
ユ

く
認
識
実
践
に
お
い
て
、
ミ
ク
ロ
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
認
識
が
も

っ
ぱ
ら
巨
視
的

な
手
段

(概
念
)
の
み
を
用
い
う
る
、

と
い
う
点
に
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
超

越
の
契
機
が
明
ら
か
と
な
る
。
」

(9

G。Φ)
し
か
し
こ
の
超
越
は
、
再
び
主
体

が
超
越
的
な
位
置
で
自
己
同

一
を
保
持

し
う
る
よ
う
な
契
機
と
し
て
固
定
さ
れ

て
あ
る
の
で
は
な
い
。
ミ
ク

ロ
ロ
ギ
ー

に
お
い
て
も
ミ
メ
ー
シ
ス
に
お
い
て
も
、

主
体
が
客
体
と

一
体
と
な
り
き

っ
た
と
思
い
こ
む
と
き
、
主
体
も
客
体
も
容
易

に

「眩
惑

の
連
関

(<
Φ
遵
♂
づ
9

ロ
σq
。・
N自
ω
9
目
目
Φロ
げ
擘

σq
)
」
の
網
に
捕
縛

さ
れ
て
し
ま
う
。
主
体
の
超
越
は
、
思
想
が
対
象
に
加
え
る

「罪
科
」
で
あ
る

と
と
も
に
、
い
ま
現
に
あ
る
対
象

の
現
れ

の
う
ち
に
そ
れ
以
上
の
も
の
を
認
め

よ
う
と
す
る
契
機
で
あ
り
、
「現
存
の
も

の
の
力
(権
力
)
が
作
り
あ
げ
る
フ
ァ
ッ

サ
ー
ド
」
(ω
.NΦ
)
を
打
ち
破
る
否
定
の
力

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
体

(世
界
).

に
つ
い
て
の
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ

(切
一缸
)
1

肯
定
的
な
も
の
で
あ
れ
否
定
的

な
も
の
で
あ
れ
ー

に
も
、
弁
証
法
的
な
運
動
を
促
し
て
や
ま
な
い
契
機
と
し

て
、
た
ん
に
主
体
の
そ
れ
で
は
な
く
、
客
体
そ
の
も
の
が
現
に
あ
る
自
ら
の
あ

り
方
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
の
、
唯
物
論
的
な
否
定

の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四
、

「
解
釈
」
者

の
眼
差
し

さ
き
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
経
験
概
念
の
核
心
に
あ
る
、
非
同

一
的
な
も
の
と
の

ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
経
験
に
触
れ
た
。
通
常
、
ア
ド
ル
ノ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
衝

動
が
向
け
ら
れ
る
相
手
は
、

「自
然
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

『啓

蒙
の
弁
証
法
』
で
は
、
主
体
の
う
ち
に
あ
る

「根
源
の
国
々
」.」と
し
て
の
自
然

へ
の

「追
想

(国
ヨ
σq
①
仙
①
艮

Φ⇒
)
」
、
し
か
も
か

つ
て
の
よ
う
に
圧
倒
的
な
猛

威
を
揮
う
も
の
で
は
な
く
、
傷

つ
け
ら
れ
、
不
具
に
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自

然

へ
の

「追
想
」
の
う
ち
に
、

「啓
蒙
」
が
自
分
自
ら
を
乗
り
越
え
て
い
く
、

唯

一
の
可
能
性
が
託
さ
れ
て
い
た
(16
)。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

「追
想
」
が

ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
う
る
の
か
、

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
は
多
く

を
語

っ
て
は
い
な
い
。

〈傷

つ
け
ら
れ
た
自
然
と
の
宥
和
〉
、
こ
れ
が
、
ア
ド

ル
ノ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
さ
ら
に
は
プ

ロ
ッ
ホ
ら
に
共
通
の
、

ユ
ー
ト
ピ
ア

の
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
だ
が
。
『否
定
の
弁
証
法
』

で
も

「認
識
と
は

〈傷

ツ
キ
シ
モ
ノ
ヲ
癒

ス
コ
ト
〉
で
あ
る
」

(Go
●①
N)
と
記

さ
れ
て
い
る
。

〈
傷

つ
け
ら
れ
た
自
然
と
の
宥
和
〉
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
今
日

な
ら
人
は
た
だ
ち
に
、
環
境
問
題
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
か
か
わ
る
、
理
論
と
実
践

を
想
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

『啓
蒙
の
弁
証
法
』
が
提
起
し
た
も
の
を
、
そ

う
い
う
課
題
に
接
続
す
る
こ
と
も
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ア
ド

ヘ

ヘ

ル
ノ
の

『否
定
の
弁
証
法
』
は
、
そ
れ
と
は
全
く
位
相
を
異
に
す
る
現
場
で
、

非
同

一
的
な
客
体
、
傷

ウ
け
ら
れ
た
自
然
の
快
癒
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。

「哲
学
的
に
思
惟
す
る
と
は
、
モ
デ
ル
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否

定
の
弁
証
法
は
モ
デ
ル
分
析
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
あ
る
。
」

(ω
●。。⑩
)
こ
れ
が

『否
定
の
弁
証
法
』
で
主
体
が
臨
む
現
場
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ア
ド
ル

ノ
が
ま
ず
経
験
の
客
体
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で

「思
考
モ
デ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ル

(
∪
Φ
鼻

ヨ
o
仙
Φ
一
一Φ
づ
)

」

ー

具

体

的

に
は

、

カ

ン
ト

の
哲

学

、

へ
t
ゲ

ル
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への
哲
学
な
ど
ー

で
あ
り
、
さ
ら
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
伝
統
的
な
テ
ク
ス
ト

な
の
で
あ
る
(
17
v。
そ
し
て
、
ミ
メ
ー

シ
ス
の
相
手
と
し
て
の
非
同

一
的
な
自

然
は
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
亀
裂
に
揺
曳
す
る
、
葉
も
れ
陽
の
よ
う

に
し
て
感
受
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ア
ド
ル
ノ
は
端
的
に
、

「い
か
に
し
て
思
惟
は
、
伝
統

(日
轟
&
自
8

)
に

身
を
委
ね
つ
づ
、
そ
の
伝
統
を
変
容
し
か

つ
保
存
し
う
る
か
、
こ
れ
こ
そ
精
神

的
な
経
験
の
示
す
も
の
だ
、」

(の
・鐸
)
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
哲
学
は
そ
れ
が

批
判
す
る
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
て
お
り
、
伝
統
と
哲
学
は
テ
ク
ス

ト
を
介
し
て
通
約
し
う
る
も
の
と
な
る
、
と
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
哲
学
的
経
験

を
テ
ク
ス
ト
解
.釈

へ
と
具
体
化
す
る
。

・「
こ
の
こ
と

(前
記
の
、
哲
学
と
伝
統
と
テ
ク
ス
ト
の
関
係
)
が
、
哲
学

か
ら
解
釈

(U
①暮
§

σq
)

へ
の
移
行
を
正
当
化
す
る
。
解
釈
は
、
解
釈
さ

れ
る
も
の
も
象
徴
も
絶
対
的
な
も

の
へ
と
高
め
る
の
で
は
な
い
。
思
想
が
聖

な
る
テ
ク
ス
ト
の
敢
り
返
し
よ
う

の
な
い
原
像

(d
吾
ま

)
を
世
俗
化
す

る
ま
さ
に
そ
の
場
で
、解
釈
は
真
な

る
も
の
を
探
す
の
で
あ
る
。」

(の
・露
)

ア
ド
ル
ノ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
と
も
.に
、永
遠
不
易
の
真
理
を
拒
否
す
る
。
「真

理
は
漂

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時

間
的
な
内
容
の
ゆ
え
に
毀
れ
や
す
い
」

(ω
。&
)
の
で
あ
る
。

一
九
三

一
年

の
講
演

「哲
学
の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」

で
は
、

「哲
学
の
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
テ
ク
ス
下
は
、
不
完
全
で
、
矛
盾
に
満

ち
た
、
も
ろ
い
も
の
だ
」
と
語
ら
れ

て
い
る
(18
v。
聖
な
る
テ
ク
ス
ト
を
世
俗

化
す
る
と
は
(
そ
れ
を
完
全
無
欠

の
統

一
的
な
体
系
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、

こ
の
世
界
と
同
様
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
を
矛
盾
に
蝕
ま
れ
、
縦
横
に
亀
裂
の
走

っ

た
、
断
片
の
集
積
と
し
て
読
む
こ
と
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
再
び

「哲
学
の

ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
表
現
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
を
、
著
者

の

「意
図
」
に
応
じ
た

「原
像
」

へ
と
再
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、

「意
図
な

き
現
実
」
ど
七
て
解
釈
す
る
こ
と
(19
)、
・で
あ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
や

ヘ
ー

ゲ
ル
の
デ
ク
ス
ト
を
、
と
ゆ
わ
け
そ
の
亀
裂
や
断
層
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
皮
膚

的
な
痛
覚
を
も

っ
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
ヶ
思
惟
の
営
み
こ
そ
が
、
テ

ク
ス
ト
の
も

つ
移
ろ
い
や
す
く
、
毀
れ
や
す
い
真
理
内
容
を
、
ア
ク
チ

ュ
ア
ル

な
も
の
と
し
て
救
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
頂
点
と
し
て
、
い
わ
ば
世
界
を
写
す
鏡
と
し
て
の
テ
ク

ス

ト
が
こ
な
ご
な
に
砕
け
散
る
と
き
、
確
か
に
、
統

一
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の

世
界
の
像
は
散
佚
す
る
。
世
界
そ
の
も
の
が
毀
れ
て
い
る
と
き
、
統

一
的
な
鏡

像
な
ど
、
ど
の
み
ち
仮
象
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
鏡

が
砕
け
る
と
き
、
い
っ
さ
い
の
映
像
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
お
び

た
だ
し
い
破
片
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
面
や
ま
た
断
面
に
さ
え
、
と
き
に
い
ち
じ

る
し
く
歪
ん
だ
姿
で
、
世
界
の
像
を
無
数
に
反
乱
射
し
あ

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
破
片
に
解
釈
者

の
ミ
ク

ロ
ロ
ギ

ッ
シ
ュ
な
眼
差
し
が
注
が
れ
る
と
き
、

破
片
は

「
モ
ナ
ド
」
と
し
て
結
晶
す
る
。

「哲
学
の
形
式
と
七

て
の
断
片

(
閃
冨
σq
目
魯

8
)
が
初
め
て
、
観
念
論

に
よ

っ
て
幻
想
的
に
思
い
描
か
れ
て
い
た
モ
ナ
ド
を
、
そ
れ
本
来
の
位
置
に

就
け
る
だ
ろ
う
。
モ
ナ
ド
と
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
表
象
し
え
な
い
総
体

性
の
、
特
殊
な
も
の
に
お
け
る
表
象
で
あ
る
だ
ろ
う
。
」

(¢
・。。
O)

ア
ド
ル
ノ
は
、聖
な
る
テ
ク
ス
ト
の
破
壊

の
う
ち
に
、た
ん
な
る
ア
ナ
ー
キ
ー

の
現
出
を
期
す
る
の
で
は
な
く
、
客
体
、
非
同

一
的
な
も
の
の

「凝
集
力
の
解

放
」

(ω
・。。①)
を
目
指
す
。
も
ろ
も
ろ
の
断
片
が
か
す
か
に
互
い
を
呼
び
あ
う
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「親

和

性

(〉
窪
巳
蘇
ひ)
」

(Φぴ
住
・)

と
解

釈

者

の

「精

密

な
想

像

力

(Φ×
㊤
犀
けΦ
℃
『
9
⇒
け鋤
の一Φ)
」

(c。
・㎝①
)
が
出
会
う
と
き
、
断
片
は

「モ
ナ
ド
」

へ
と
結
晶
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が

「精
密
な
」
と
形
容
さ
れ
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の

「想
像
力

」
は
、
個
々
人
の
恣
意
を
意
味
し
て
は

い
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
解
釈
者
は
何
よ
り
も
対
象
の

「内
的
歴
史
」

に
目
を
凝
ら
す
。
存
在
す
る
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
自
体
と
し
て

直
接
的
に
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
現
に
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
あ
る

条
件
を
背
景
と
し
た
も
の
と
し
て
で
あ

っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
と
同
様
に
、

存
在
は
そ
の
歴
史
的
な
生
成
の
相
に
お

い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「存
在
す
る
も
の
を
そ
の
生
成
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
と
き
に
、
観
念

論
的
な
弁
証
法
と
唯
物
論
的
な
弁
証
法
が
触
れ
合
う
。
し
か
し
、
観
念
論
に

と

っ
て
は
直
接
性
の
内
的
歴
史
は
概
念
の
段
階
的
な
歴
史
と
し
て
正
当
化
さ

れ
る
の
に
対
し
て
、
唯
物
論
で
は
、

こ
の
内
的
歴
史
は
、
概
念
の
非
真
理
性

を
示
す
尺
度
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
存
在
す
る
直
接
的
な
も
の
が
非
真
理
で

一

あ

る

こ
と
を

示
す

尺
度

と

な

る
。

」

(
の
.①
b。
)

『精
神
現
象
学
』
の
叙
述
す
る
意
識

の
経
験
i

そ
れ
は
同
時
に
客
体
の
生

成
、
変
容
の
過
程
な
の
だ
が
ー

は
、

へ
ー
ゲ
ル
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
論
理

学
に
お
け
る
概
念
の
展
開
に
対
応
し
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
い
る
。
こ
.れ
に
対
し
、

ア
ド
ル
ノ
が
考
え
る
唯
物
論
的
な
歴
史
と
は
、
あ
く
ま
で

「
〈
ヒ

ュ
レ
ー
〉
の

秘
め
ら
れ
た
歴
史
」

(Φ
ぴ
臼
)
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
、
存
在
す
る
も
の
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

そ
の
生
成
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
死
滅
し
て
い
く

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
を
あ
た
か
も
文
字

で
刻

ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
伝
統
的
な

テ
ク
ス
ト
を
あ
た
か
も
生
成
し
死
滅
し

て
い
く
存
在
物
と
し
て
、
解
釈
す
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
花
を
骨
と

な
し
骨
を
花
と
な
す
解
釈
者

の
眼
差
し
の
み
が
、
直
接
的
な
も
の
の
呪
縛
を

断

っ
て
、
そ
れ
を
越
え
た

〈
ヒ

ュ
レ
ー
〉
の
解
放

へ
と
想
像
力
を
駆
り
だ
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る

「無
調
」
へ
と
突
き
進
ん
だ

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
眼
差
し

(聴
覚
)
・で
、
音
楽
家
に

と

っ
て
第
二
の
自
然

(直
接
的
所
与
)
と
化
し
て
い
た
調
性

の
縛
め
を
解
い
た

の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
峨
峨
た
る
調
性
音
楽
の
建
築

の
う
ち
に
、

い
わ
ば
無
調
の
廃
壗
を
透
視
し
た
の
で
あ
り
、そ
し
て
そ
れ
は
、作
曲
家
に
と

っ

て
の
素
材
と
し
て
の

〈
ヒ
ュ
レ
ー
〉
の
歴
史
自
体

の
発
す
る
要
求

で
も
あ

っ
た

の
だ
(20
∀。

「
一
次
元
的
な
い
ま
と
い
う
虚
構
」
(ω

●①。。
)
に
対
し
て
、

「歴
史
の
次
元
」

(
①ぴ
匹
・)
を
あ
く
ま

で
思
惟

の
う
ち
に
保
持
し
な
が
ら
、
解
釈
者
は
客
体

の

う
ち
に
沈
澱
し
た
歴
史
を
概
念
に
よ

っ
て
表
わ
そ
う
と
す
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、

「歴
史
」
は
対
象
の
内
部
に
あ
る
と
と
も
に
対
象
の
外
部
に
も
あ

っ
て
、
対
象

を
取
り
ま
い
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
う

(<
閃
ド
◎D
」
①㎝
)。
個
々
の
存
在
は
、

そ
の
よ
う
な
固
有
の
歴
史
を
担
う
と
と
も
に
そ
の
歴
史
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
概
念
に
よ
る
同

一
化
を
拒
む
。
単

一
の
概
念
に
よ

っ
て
は
、
い

ま
現
に
あ
る
客
体

の
も
.つ
多
元
的
な
あ
り
よ
う
が
見
失
わ
れ
る
。
こ
の
概
念
の

不
充
分
さ
の
ゆ
え
に
、概
念
は
他
の
概
念
を
自
ら
の
回
り
に
呼
び
寄
せ
る
。
「こ

こ
に
お
い
て
生
じ
る
の
が
あ
の
布
置

(一(
O
づ
のeΦ
一一鋤「け一〇
昌
)
で
あ
り
、
そ
こ
に

の
み
名
前
の
そ
な
え
て
い
た
希
望
の
い
く
ば
く
か
が
移
行
し
て
い
る
。
哲
学
の

言
葉
は
、
名
前
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
名
前
に
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
」

ヘ

へ

(
ω
6
b。
)

こ

こ

で

「名

前

(
Z
僧
ヨ

Φ
)

」

と

は
、

普

通
名

詞

と
対

照
的

な

固

有
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ヘ

へ

名
詞
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
対

象
を
そ
の
か
け
が
え
の
な
い
固
有
性
に
お
い
て
名
ざ
そ
う
と
す
る
。し
か
し
「名

前
」
は
、
そ
の
呪
術
的
な
起
源
の
ゆ
え

に
ハ
す
な
わ
ち
あ
ま
り
に
存
在
と
密
着

し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
言
葉

の
も

つ
認
識
的
機
能
を
損
な
わ
ず

に
は
い
な
い

(ノ丶
σq
ピ
ω
●①
一)
。
し
た
が

っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
哲
学
が
そ
れ
と
し
て

存
立
し
う
る
の
は
、
言
葉
の
も

つ
認
識
的
機
能
を
割
引
く
こ
と
な
く
、
名
前
に

託
さ
れ
て
い
る
希
望
を
哲
学
が
受
け
戻

そ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
生

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

じ
る
の
が
、
も
ろ
も
ろ
の
概
念
か
ら
な

る

「布
置
」
で
あ
る
。

ア
ド
ル
ノ
の
考
え
る

「解
釈
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
に
よ
る

「布
置
」

の
形
成
と
破
壊

(変
容
)
と
い
う
営
み
を

つ
う
じ
て
、
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
存

在
す
る
も
の
を
読
む

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
破
壊
さ
れ
た
テ
ク
ス

ト
の
断
片
が
発
す
る
、
客
体
自
身
の
構
成
力
、
非
同

一
的
な
も
の
の
凝
集
力
、

あ
る
い
は

〈
ヒ

ュ
レ
ー
〉
の
歴
史
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
黙
し
て
語
ら
ぬ
そ
れ

ら
の
鼓
動
に
、
何
と
か
言
葉
を
添
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き

哲
学
に
は
、

「内
容
に
加
担
す
る
レ
ト
リ
カ
ル
な
契
機
」

(ω
・①①
)
が
不
可
欠

の
も
の
と
な
る
。

「否
定
の
弁
証
法
が
硬
化
し
た
対
象
を
突
き
破
る
さ
い
の
ド
リ
ル
は
、
対

象
の
現
実
に
よ

っ
て
だ
ま
し
取
ら
れ

て
は
い
る
が
な
お
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
対

象
か
ら
見
え
隠
れ
し
て
い
る
可
能
性

で
あ
る
。
し
か
し
、
事
柄
の
う
ち
に
流

れ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
言
葉

で
表
現
し
よ
う
と
ど
れ
ほ
ど
努
力
を
傾

け
て
も
、
用
い
ら
れ
る
言
葉
は
あ

く
ま

で
概
念

で
あ
る
。
事
柄

の
固
有
性

(ω
Φ一び
ωけぴ
①
一け)
が
す

っ
か
り
露
わ

に
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の

言
葉
の
精
確
さ
が
事
柄
の
固
有
性
の
代
用
と
な
る
。
」

(ω
.Φb。
)

し
か
し
、
語
σ
え
な
い
あ
の
を
語
ろ
う
と
す
る
ヘ
シ
ジ

ュ
フ
ォ
ス
的
な
労
働

で
あ
る
哲
学
(<
σq
ピ
ω
・一置
)
に
と

っ
て
ハ
,も
ろ
も
ろ
の
概
念
か
ら
な
る

「布

置
」
が
表
現
に
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
非
同

「
的
な
も
の
は
、
哲
学
が
読
む

テ
ク
ス
ト
の
背
後
や
深
層
に
可
能
性
と
し
て
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

を
、徐
々
に
現
れ
た
り
、遠
い
将
来
い
つ
か
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な

「可

能
的
な
も

の
」
と
し
て
思
い
描
く
者
に
対
し
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
は
端
的
に
、
そ

れ
は
存
在
し
な
い
も

の
だ
、
と
い
う
。

「内
容
を
欲
す
る
認
識
は
ユ
ー
ト
ピ
ア

を
欲
す
る
。」
(GQ
●Φ
①
)
そ
し
て
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く

「
ユ
ー

ト
ピ
ア
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「可
能
的
な
も
の
」
と
は
全
く
遠
近
法
を
異
に

す
る
地
誌
の
う
ち
に
探
索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
認
識
が
開
示
し
よ
う
と
す
る

非
同

一
的
な
も
の
は
、
そ
の
と
き
、
交
換
価
値
が
決
し
て
使
用
価
値
を
無
化
し

え
な

い
よ
う
に

(<
騨

ω
・・。・。
)、
哲
学
が
向
か
う
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
む
し

ろ
消
し
が
た
く
現
前
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

「完
き
経
験
」
と
い

う
最
も
遠
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
光
芒
は
、
そ
こ
に
こ
そ
確
か
な
揺
曳
を
刻
ん
で
い

る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
、
い
わ
ば

「遠
さ
と
近
さ
の
弁
証
法
」
(21
)と
し
て
、

『否
定
の
弁
証
法
』
の

「緒
論
」
は
、
次

の
文
章
と
と
も
に
結
ば
れ
る
。

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
場
を
鎖
ざ
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
直
接
的
な
現
実
で

は
な
く
、
可
能
的
な
も
の
な
の
だ
。
現
存

の
も
の
の
た
だ
な
か
で
は
、
だ
か

ら
こ
そ

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
消
し
え
な
い
色
彩

は
存
在
し
な
い
も
の
か
ら
来
る
。

一
片

の
定
在

に
す
ぎ
な
い
思
惟
は
、

こ
の

非
存
在
に
仕
え
る
。
そ
の
よ
う
な
思
惟
は
、
ど
ん
な
に
否
定
的
に
で
あ
れ
、

存
在
し
な
い
も
の
に
届
く
の
で
あ
る
。
最
も
遠
い
も
の
に
し
て
初
め
て
近
い

も
の
で
あ
ろ
う
。哲
学
は
そ
の
色
彩
を
受
容
す
る
プ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
」
(GQ
.①①
)
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ア
ド
ル
ノ
は
、
『文
学
ノ
ー
ト
』
の
第

一
論
文

「形
式
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
」

の
冒
頭
に
、

「光
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
光
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
を
見
る
べ
く

定
め
ら
れ
」
と
い
う
ゲ

ー
テ
の

「パ

ン
ド
ラ
」
か
ら
の
引
用
を
掲
げ

て
い

る
(22
)。
ア
ド
ル
ノ
に
と

っ
て
、
哲
学

の
解
釈
す
る
テ
ク
ス
ト
あ
る
い
は
存
在

す
る
も
の
も
ま
た
、

「光
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
光
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
」
で

あ
ろ
う
(
23
)。
そ
し
て
、
哲
学
と

い
う
プ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
色
彩

の
光
源
を
求

め
る
の
で
は
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
そ
れ
を
分
光
す
る
の
で
あ
る
。

註
(
1
)

本

稿

で

は
、

フ

ィ

ッ
シ

ャ
ー

の
新

版

を

利

用
す

る
。

ζ

.国
o
困ド
げ
曾
§
[霞

F

日
7

≦

.
》
α
o
『
p
o

"
U
寅
δ
ζ

涛

侮
曾

〉
鐸
穿

蚕
目
信
昌
σq
"

喝
駐
o
冨

斜

一
㊤
。。
①
・な

お

以

下

の
引

用

で
は

∪
〉

.と
略

記

。

(
2

)

弓
F

≦

.
〉
Ω
o
彗

o

"
Q
①
芻

ヨ

ヨ

9
げΦ
ω
o
町

帥津
睾

切
島
●ρ
QQ
¢
冨

犀
節
目

歹

一⑩
刈
。。・

こ

こ
か

ら

の
引

用

は

本

文

に

ペ

ー

ジ

数

の
み

を

組

み

こ
む

。

引

用

に

さ

い

し

て

の

(

)
内

の
言
葉

は

原

語

を

除

い

て
、

す

べ

て
引

用

者

の
付

記

で
あ

る

。

な

お
、

以

下

同

全
集

版

(
一
Φ
ざ
3

を

Q
ω
●と
略

記
。

(
3

)

<
σq
ピ

ρ

≦

』

・
国
Φ
箆

"
≦

Φ
甚

①

貯

・。
。

bu
餌
己

雪

bd
◎
G
ρ

留

ゴ
円冨

營

歹

一
⑩
、
P

ω
。
①
⑩
h
・

(
4

)

<

σq
ピ

㊤
』

.
O

二

ω
」

ω
α

・

(
5

)

Ω

ω
・
Ud
山
.
9

ω
』

㎝
9

(
6

)

<

σq
ピ

9

亳

.
円

出

①
σq
Φ
r

P

卑
.
O

二

ω
.
置

・

(
7

)

<

σq
尸

竃

出

①
幕

σq
σq
①
H

自

。
冒

譱

σq
ρ

<

●
遷

。
。・
8

§

魯
暮

"
覊

9

。。
』

。。

・

(
8
)

Ω
の
の
切
9

♪

ω
・
0
α
.噛

(
9
)

以

下

の
研

究

書

で

は

、

ル

カ

ー

チ

に
お

い

て

虚

偽

意

識

に
対

し

て
プ

ロ

レ
タ

リ

ア

ー

ト

の
階

級
意

識

が
占

め

る

べ

き
位

置

に

あ

る

も

の

が
、

ア
ド

ル

ノ

で

は

「経

験

概

念

」

で
あ

る

と
指

摘

さ

れ

て

い

る

。

<
σq
ド

周
●
Q
弓
。
嵩

…
》
&

彗

o
ω
℃
三
一〇
。。ε

匪

Φ
冒

O
冠
§

き

①
鴨

鵠
閏Φ
p

の
`
『
芽

四
后
℃
L

⑩
譯

り
ω
・
念

・

(
10
)

こ

の
概

念

は
、

ア
ド

ル

ノ
が

へ

ー
ゲ

ル

の
弁

証

法

の
核

心

と

し

て
評

価

す

る
も

の

で
あ

る
。

ア
ド

ル

ノ

に
お

け

る

こ

の
概

念

の
意

義

に

つ
い

て

は
以

下

の
論

文

を

参

照

。

徳

永

恂

「
ア
ド

ル

ノ

の

へ
」
ゲ

ル
論

」

(徳

永

恂

『現

代

批

判

の
哲

学
』

東

京

大

学

出

版

会

、

一
九

七

九

年

、

所

収

)

(
11

)
<
笹

.
U
》

こ

ω
.
認

・

(
12

)
ぐ
σq
ピ

P

鈴

O
こ

◎Q
』

・。
・

(
13

)
<
σq
ド

p
●
P

O
こ

oO
●
一
。。
P

(
14

)
<

σq
ピ

O
ω
.
しd
P

一
9

ω
.
b。
鐸

・

(
15
)

ア
ド

ル

ノ

と

ベ

ン
ヤ

ミ

ン

の
、

主

と

し

て

亡
命

中

の
書

簡

を

つ
う

じ

て

の
論
争

に

つ

い

て
は

、

以

下

の
研
究

書

が
詳

し

く

追
求

し

て

い
る

。

ω
.
切
¢
o
閃
ー
ζ

o
磊

m
鱒
弓
ぎ

O
ユ
σq
ぎ

o
h

Z
品

卑
§

①

9

巴

①o
謡
0
9

弓
冨

閃
弓
①①

.
℃
話

m
ω
し

⑩
謡

.

(
16
)

<
σq
ピ

U
》

二
の
9
ミ

門P

(
17
)

岡否

定

の
弁

証

法

』

第

三

部

は

「
モ
デ

ル

」

と

題

さ

れ

、

そ

の
第

一
章

で
カ

ン
ド

の
道

徳

哲

学

が

、

第

二
章

で

へ
ー

ゲ

ル

の
歴

史

哲

学

が

、

そ

れ

ぞ

れ

論

じ

ら

れ

る

。

す

で

に

『啓

蒙

の
弁

証

法

』

の
オ

デ

ュ

ッ
セ

ウ

ス
論

と

サ

ド

論

は

、

そ

の
よ

う

な

モ

デ

ル
分

析

と

い
え

る
だ

ろ

う
。

(
18

)
<
σq
「
↑
O
の
.
bJ
傘

一
"
の
●
。。
。。
野

(
19

)
<
σq
ド

卑
.
㊤
・
○
二

GQ
曾
。。
。。
㎝
・

(
20

)

以

下

の
論

文

で

は
、

ア
ド

ル

ノ

が
想

定

し

て

い

る
音

楽

上

の

〈
素

材

〉

が

「あ

ら

ゆ

る

音
素

材

、

形
式

、

…

…
技

術

や
書

法

」

ま

で

の
全

域

に

及

ぶ

も

の
だ

と
指

摘

さ

れ

て
い

る

。

龍
村

あ

や

子

「
ア
ド

ル

ノ

に

お

け

る
音

楽

と

〈
自
然

〉

お

よ
び

く
自

然

支

配

V

」

(
徳
永

恂

編

网
フ
ラ

ン
ク

フ
ル

ト

学

派

再

考

』

弘

文
堂

、

一
九

八

九
年

、

所

収

)

.
(
21
)

<
σq
ド

胴

O
話

嵩

噂
鉾

簿
・
O
こ

GQ
g
b。
O
。。
・

(
22

)

<
σq
ピ

O
GQ
.
切
傷
」

ポ

QQ
●
㊤
'

引

用

は

三

光

長

治

訳

。

(
23
)

芸

術

作

品

の
本

質

を

「謎

」

と

す

る

『美

の
理

論

』

に
は

こ
う

記

さ

れ

て

い
る

。

「謎

は

解

か

れ

え

な

い
。

た

だ

そ

の
謎

の
形

態

が

解

読

さ

れ

る

だ

け

だ

。

ま

さ

し

く

こ
、の

解

読

が

芸

術

の

哲

学

に

課

せ

ら

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

」

(弓
・
≦

・
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〉
傷
o
醤

o
騨
》
。。
爵

①
謡
の
o
ず
①
臼
ず
Φo
鼠
ρ

ω
`
町

犀
㊤
ヨ

梦

一
鷲

。。
"
.CQ
L

。。α

)
.
ア
ド

ル

ノ

に

と

っ
て
、

そ

の

よ

う

な

「謎

」

と

し

て

、
哲

学

の
テ

ク

ス
ト

も

ま

た

現

前

し

て

い

た

と
思

わ

れ

る
。

鹽
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