
Title 『精神現象学』におけるヘーゲルの市民社会観 :
「絶対的自由」の挫折と「無限判断」

Author(s) 大田, 孝太郎

Citation 哲学論叢. 1978, 3, p. 41-60

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/66752

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



41 

る
。
こ
の
小
論
で
は
、 『

精
神
現
象
学
』
に
お
け
そ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
観

「
絶
対
自
由
」
の
挫
折
と
「
無
限
判
断
」

周
知
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』
(
-
八

0
七
年
）
の
序
文
に
お
い
て
、
彼
が
生
き
た
時
代
を
「
誕
生
の
時
代
」
と
呼
び
、

(
1
)
 

「
新
し
い
時
代
の
過
渡
期
」

(
S
.
1
5
)

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
、
ナ
ボ
レ
オ
ン

が
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
時
代
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
的
実
感
に
裏
づ
け
ら
れ
た
言

葉
で
あ
る
。

「
時
代
の
子
」

と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
こ
の
新
し
い
時
代
を
哲
学
的
に
総
括
し
、
哲
学
を
単
な
る

意
味
か
ら
解
放
し
て
「
現
実
的
な
知
」
(
S
.
1
2
)

た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
可
能
に
す
る
立
場
が
い
わ
ゆ
る

「
概
念
的
知
」
（
S
.
5
5
6
)

で
あ
る

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
意
識

(11歴
史
意
識
）
が
『
精
神
現
象
学
』
全
体
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

『
現
象
学
』
に
お
け
る
主
要
論
点
の
―
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
、
近
代
社
会
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、

社
会
の
所
産
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
「
絶
対
自
由
」
）
を
な
ぜ
否
定
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
、
彼
の

な
か
ん
ず
く
近
代
の
市
民
社
会
に
対
す
る
歴
史
的
な
評
価
が
、

そ
し
て
ま
た
こ
の

は
自
分
が
生
を
受
け
た
時
代
を
そ
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、

つ
ま
り

あ
ら
ゆ
る
対
象
性
を
止
揚
し
た
い
わ
ば

「
無
限
判
断
」

「
生
成
し
て
存
在
に
な
っ
た
運
動
」

(
S
.
1
7
8
)

に
お
い
て
理
解

対
知
」

で
あ
る
。

「
絶
対
知
」

の
立
場
か
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル 「絶

「
愛
知
」
と
い
う

大

田

孝

太

郎
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で
あ
り
、

(die 
a
b
s
o
l
u
t
e
 
F
r
e
i
h
e
i
t
)

と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の

そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
革
命
の
必
然
性
と
絶
対
性
を
も
認
め
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

分
の
実
体
が
世
界
の
王
座
に
の
ぼ
り
、
ど
の
よ
う
な
力
も
そ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
肯
・
否
両
側
面
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

側
面
に
彼
の
叙
述
を
集
中
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
失
敗
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ど
こ
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
世
界
を
現
象
学
的
理
解
に
即
し
て
一
に
し
て
不
可
分
な
普
遍
意
志
と
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
的
な
価
値
を
も

つ
無
数
の
個
別
意
志
が
無
媒
介
に
対
峙
し
て
い
る
世
界
と
し
て
捉
え
、
こ
の
世
界
に
対
応
す
る
意
識
の
新
し
い
形
態
を

「
世
界
は
こ
の
自
己
意
識
に
と
っ
て
、
た
だ
ち
に
自
分
の
意
志
で
あ
り
、
こ
の
意
志
は
普
遍
意
志
で
あ
る
。
」

(
S
.
4
1
5
)
 

お
い
て
『
現
象
学
』
の
課
題
で
あ
る
主
体
と
実
体
と
の
、
あ
る
い
は
自
己
確
信
と
真
理
と
の
一
致
を
現
実
的
な
歴
史
に
お
い
て
成
就
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
が
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の

葉
が
目
に
つ
く
。

「
消
滅
の
狂
乱
」

(
S
.
4
1
8
)

、

「
絶
対
自
由
」

「
絶
対
自
由
」

の
中
に
革
命
の
失
敗
を
見
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に

「
絶
対
自
由
」

に
お
い
て
は
、
自
分
の
知
は
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
実
在
の
知

『
現
象
学
』
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
否
定
的
な

ヘ
ー
ゲ
ル
が
近
代
の
市
民
社
会
を
概
念
的
に
把
握
す
る
場
合
、
彼
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
評
価
が
彼
の
近
代
認
識
と
本
質
的
な
と

こ
ろ
で
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
観
を
検
討
し

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
評
価
は
『
現
象
学
』
に
お
い
て
は
周
知
の
よ
う
に

「
精
神
」
章
の
中
の

と
題
さ
れ
た
箇
所
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
を
一
読
す
る
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
「
絶
対
自
由
」
）

「
死
の
恐
怖
」
（
S
.
4
1
9
)

、

(
S
 .
4
1
5
)
 

こ
の
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル

「
自
己
破
壊
的
な
現
実
」
(
S
.
4
2
2
)

、
等
々
と
い
う
表
現
が

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

論
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

「
絶
対
自
由
と
恐
怖
」

に
対
す
る
否
定
的
な
言

「
絶
対
自
由
の
こ
の
不
可
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れ
て
は
い
な
い

と
こ
ろ
で

が
ヘ
ー
ゲ
ル
が

「
絶
対
自
由
」

の
中
に
み
た
恐
怖
の
経
験
で
あ
る
。

崩
壊
す
る
」

(
S
.
4
1
5
)

こ
と
に
な
る
。

の
存
在
が
否
定
さ
れ
、

で
は 「

絶
対
自
由
」

「
絶
対
自
由
」

て
い
る
。

つ
ま
り

ヘ
ー
ゲ
ル
は

か
く
て

「
消
滅
の
狂
乱
」

に
ゆ
き
っ
く
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ

「
絶
対
自
由
」

は
真
の
意
味
で
絶
対
的
で
は
な
く
、
個
人

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

み
ず
か
ら
を
外
化
し
、

「
絶
対
自
由
」
が
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
原
因
を
個
別
意
志
と
普
遍
意
志
と
が
無
媒
介
に
結
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
見

「
個
別
的
意
識
が
無
媒
介
に

(unmittelbar)

普
遍
意
志
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
」

(
S
.
4
1
6
)

と
こ
ろ
に
、

の
失
敗
を
み
る
の
で
あ
る
。

自
分
を
対
象
性
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
中
に
定
立
し
、

よ
っ
て
も
っ
て
自
分
の
対
象
性
を
止
揚
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

に
お
い
て
は
、
個
別
的
意
識
は
一
切
の
対
象
的
な
媒
介
物
を
拒
否
し
、
直
接
に
普
遍
的
意
識
に
高
ま
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ

「
意
識
に
対
立
す
る
自
由
な
対
象
と
い
う
形
態
を
と
る
も
の
は
、

す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
本
的
な
視
角
で
あ
っ
た
。

捨
象
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

「
絶
対
自
由
」

「
否
定
判
断
」

そ
も
そ
も
自
己
意
識
が
自
由
を
得
る
の
は
、

す
べ
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
」

し
た
個
別
的
意
識
と
普
遍
的
意
識
の
無
媒
介
な
交
換
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
的
な
組
織
は
自
己
意
識
に
よ
っ
て
そ

「
諸
々
の
集
団
へ
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
た
精
神
的
諸
勢
力
の
全
体
系
は

個
別
的
意
識
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
普
遍
的
意
識
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

の
で
あ
る
。
(
S
.
4
1
7
)
 

こ
う
し

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
現
実
化
し
た
自
由
の
現
実
に
対

が
無
媒
介
に
自
己
を
絶
対
化
す
る
抽
象
的
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
抽
象
的
自
由
が
み
ず
か
ら
を
実
現
す
る
と
き
、
対
象
的
実
在
は

そ
れ
は
否
定
的
な
行
動
し
か
な
し
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

の
世
界
を
論
理
的
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
世
界
を
「
無
限
判
断
」

(das
u
n
e
n
d
l
i
c
h
e
 

Urteil)

と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
無
限
判
断
と
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
に
よ
れ
ば
、
述
語
の
規
定
性
し
か
否
定
さ

に
対
し
て
、
述
語
の
規
定
性
だ
け
で
な
く
、

そ
の
規
定
性
の
普
遍
的
な
領
域
を
も
否
定
す
る
判
断
で
あ
り
、
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「
頭
蓋
論
」

の
で
あ
る
。

ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
が
物
に
ま
で
引
き
さ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
同
時
に
逆
に
物
を
精
神
に
ま
で
高
め
る
と
い
う
二
重
の
思

弁
的
な
意
味
が
無
限
判
断
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

限
判
断
は

す
な
わ
ち

語
ら
れ
て
い
る
。

-
2
)
 

「
主
語
と
述
語
と
の
ま
っ
た
く
の
不
一
致
が
存
在
す
る
」
判
断
で
あ
る
。

(
3
)
 

象
で
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
あ
げ
て
い
る
。
無
限
判
断
は
命
題
そ
の
も
の
と
し
て
は
正
し
く
は
あ
る
が
無
意
味
な
も
の
で
あ

(
4
)
 

る
。
が
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
無
限
判
断
が
現
実
そ
の
も
の
の
論
理
で
も
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
無
限

(
5
)
 

判
断
は
「
存
在
す
る
も
の
の
、
あ
る
い
は
感
覚
的
諸
物
の
本
性
を
表
現
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
充
実
し
た
関
係
で
あ
る
が
、
関
係
さ

(
5
)
 

せ
ら
れ
て
い
る
両
項
が
質
的
に
異
な
っ
て
お
り
全
く
適
合
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
主
語
と
述
語
と
の
ま
っ
た
く
の
不
一
致
」

「
充
実
し
た
関
係
」
を
表
現
す
る
判
断
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
無
限
判
断
に
与
え
る
こ
う
し
た
規
定
は
『
現
象
学
』
に
お
い
て
も
本
質
的
に
は
変
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

で
無
限
判
断
が
語
ら
れ
て
い
る
典
型
的
な
箇
所
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
理
性
』
章
の

「
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
確
信
」

(
S
.
1
7
6
)

を
も
っ

と
し
て
外
的
事
物
の
観
察
へ
と
向
い
、

と
い
う
命
題
の
中
に
見
出
す
の
だ
が
、
こ
の
無

で
あ
る
と
同
時
に
両
者
を
互
い
に
結

『
現
象
学
』

そ
の
結
果
と
し
て
理
性
は
、
「
自
己
は
物
で
あ
る
」
—
(
S.
2
5
3
)

と
い
う
無
限
判
断
に
達
す
る
こ
と
が

は
、
そ
の
真
実
の
表
現
を
「
精
神
の
存
在
は
骨
で
あ
る
」

(
S
.
2
5
2
)
 

「
精
神
自
身
の
現
実
を
物
に
す
る
、
あ
る
い
は
逆
に
表
現
す
れ
ば
死
ん
だ
存
在
に
精
神
と
い
う
意
義
を
与
え
る
」

(
S
.
2
5
1
 
f.) 

「
精
神
」
（
「
自
己
」
）

と

「
骨
」
（
「
物
」
）

そ
こ
で
は
、

び
つ
け
る

ば
、
無
限
判
断
と
は
現
実
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
、

と
い
う
ま
っ
た
く
質
的
に
異
な
っ
た
主
語
と
述
語
が
連
辞
で
結

だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
無
限
判
断
を

「
存
在
と
自
分
の
も
の
と
の

「
理
性
」
が
自
分
の
確
信
を
真
理
に
ま
で
高
め
よ
う

「
頭
蓋
論
」
（
S
c
h
a
d
e
l
l
e
h
r
e
)

に
お
い
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
無
限
判
断
の
一
例
と
し
て

「
精
神
は
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な
り
、

そ
の
無
媒
介
性
の
ゆ
え
に
精
神
の
外
化
を
真
に
止
揚
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

物
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
意
識
を
自
己
意
識
た
ら
し
め
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
過
程
と
断
絶
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
絶
対
自
由
」
が
み
ず
か
ら
を
現
実
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
他
者
お
よ
び
歴
史
的
対
象
世
界
を
無
媒
介
に
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
く

「
否
定
的
な
も
の
の
ま
っ
た
く
の
恐
怖
」
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

意
識
が
教
養
の
世
界
を
遍
歴
し
、

そ
の
結
果
み
ず
か
ら
を
「
絶
対
自
由
」

と
し
て
実
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
絶
対
自
由
」

ま、
-
9
 

(
S
 .
4
1
8
)
 

定
的
な
も
の
、

で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
自
由
」

の
顧
末
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

「
:
；
…
自
己
が
絶
対
自
由
に

な
純
粋
否
定
」
（
S
.
4
1
8
)
 

で
あ
る
が
ゆ
え
に

「
絶
対
自
由
」

の
な
し
う
る
こ
と
は

「
い
か
な
る
内
包
も
内
容
を
も
も
た
な
い
死
」

結
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
無
限
判
断
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

「
自
己
意
識
」
の
両
極
は
相
互
に

「
無
媒
介

と、 る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

「
絶
対
自
由
」

は

の
世
界
と
は
、

無
媒
介
な
統
一
で
あ
る
範
疇

(Kategorie
ご
(
S
.
2
5
2
)

と
し
て
、

「
自
分
自
身
を
止
揚
す
る
判
断
」

(
S
.
2
5
3
)
 

規
定
し
て
い
る
。
絶
対
的
に
対
立
す
る
両
項
の
無
媒
介
な
統
一
と
し
て
規
定
さ
れ
る
無
限
判
断
は
、

(
6
)
 

な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
問
題
に
し
て
い
る

て
、
無
限
判
断
は
個
別
的
意
識
と
普
遍
的
意
識
の
絶
対
的
な
対
立
と
そ
の
無
媒
介
な
結
合
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル

「
絶
対
自
由
」
が
挫
折
し
て
死
の
恐
怖
が
支
配
す
る
世
界
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
を
無
限
判
断
の
無
媒
介
性
に
み
て
い

「
単
純
で
不
屈
で
冷
酷
な
普
遍
性
」

「
利
己
的
で
点
的
な
態
度
を
と
る
現
実
の
自
己
意
識
」
（
S
.
4
1
8
)
 

こ
の
よ
う
な
「
普
遍
的
自
由
」

と

と
し
て
の
抽
象
的
な

で
あ
る
抽
象
的
な
個
人
と
が
絶
対
に
対
立
し
つ
つ
無
媒
介
に

お
い
て
経
験
す
る
喪
失
の
う
ち
に
は
…
…
あ
ら
ゆ
る
諸
規
定
は
消
失
し
て
お
り
、
自
己
の
否
定
と
は
無
意
味
な
死
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
肯

な
ん
ら
の
内
実
を
も
含
ま
な
い
と
こ
ろ
の
否
定
的
な
も
の
の
ま
っ
た
く
の
恐
怖
で
あ
る
。
」

(
S
 .
4
2
1
)
 

「
普
遍
的
自
由
」

か
え
っ
て
自
己
意
識
は
自
分
が
形
成
し
た
一
切
の
対
象
的
産

「
絶
対
自
由
」

の
世
界
に
お
い

『
現
象
学
』
に
お
い
て
、

ま
た

い
ろ
い
ろ

と
し
て
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と
こ
ろ
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
近
代
の
市
民
社
会
に
つ
い
て
真
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
の
は
、
『
現
象
学
』
に
お
い
て
は
「
理
性
」
章
の
等
三
節
「
C
、
即
自

か
つ
対
自
的
に
実
在
的
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
個
体
性
」

外
的
精
神
、
教
養
」
）

こ
こ
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
社
会
に
お
け
る
諸
個
人
は
、

肯
否
両
側
面
に
わ
た
っ
て
問
題
に
し
て
い
る
。
「
精
神
的
動
物
の
国
」
と
い
う
一
風
変
っ
た
言
葉
は
、
自
分
自
身
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る

私
的
な
諸
個
人
の
総
体
か
ら
な
る
近
代
社
会
の
独
自
的
な
性
格
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を

が
、
こ
の
確
信
は
、

し
て
定
立
さ
れ
る
。

い
ま
だ
真
理
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
個
体
は
最
初
は

「
個
別
的
で
限
定
さ
れ
た
個
体
性
」

と
は
端
的
に
言
え
ば
、
自
然
的
な
欲
求
の
主
体
で
あ
る
個
人
、
と
い
う
意
味
に

解
し
て
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
自
分
の
こ
と
に
の
み
関
心
を
い
だ
く
個
人
が
、
あ
た
か
も
動
物
の
よ
う
に
、

『
現
象
学
』
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
個
体
は
、
自
分
が

少
し
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

を
叙
述
す
る
と
と
も
に
、

そ
う
い
う
個
人
の
あ
り
方
を

と
の
二
箇
所
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
細
に
示
す
た
め
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
の
市
民
社
会
の
独
自
な
性
格
が
必
然
的
に
「
絶
対
自
由
」
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た

「
個
別
的
で
限
定
さ
れ
た
個
体
性
」

(
S
.
2
8
5
)
 

と

「
即
自
か
つ
対
自
的
に
実
在
的
」
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る

「
絶
対
自
由
」
が
抽
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
を
ど
の
よ
う
な
現
実
的
基
盤
に
基
づ
い
て
い

ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
現
象
学
』
の
中
で
近
代
市
民
社
会
を
い
か
に
把
握
し
て
い
る
か
を
ま
ず

と
い
う
表
題
の
つ
い
た
箇
所
と

ま
ず
「
理
性
」
章
の
当
該
箇
所
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

い
か
な
る
媒
介
を
経
て
み
ず
か
ら
を
社
会
的
な
自
己
意
識
へ
と
高
め
る
の
か

「
精
神
的
動
物
の
国
と
欺
晰
、
あ
る
い
は
事
そ
の
も
の
」

と
い
う
表
題
の
も
と
に

み
ず
か
ら
自
由

「
精
神
」
章
の
第
二
節

(
B
、
「
自
己
疎

わ
れ
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ど
う
か
は
、
偶
然
的
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な

は
で
き
な
い
。
」

(
S
.
2
8
7
)
 

実
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

る
。
こ
のま、

-
9
 

う
つ
こ
と

(
S
 .
2
9
1
)
 

と
こ
ろ
で
、
個
人
は

「
行
為
」

(
e
b
e
n
d
a
)

も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
仕
事
」
と
い
う
個
人
の
外
化
を
通
じ
て
で
あ
る
。

自
分
を

「
意
識
の
行
為
の
偶
然
性
」

(
S
.
2
9
3
)
 

「
仕
事
」
の
う
ち
に
外
化
し
、
普
遍

「
行
為
の
必
然
性
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
仕
事
が
存
在
す
る
と
い

「
仕
事
」
を
通
じ
て
個
人
は
他
の
諸
個
人
と
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
個
人
が
社
会
的
関
係
の
中
に
入
る
の
は
、

ま
ず

で
あ

ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

ヘ

い
か
な
る
過
程
を
経
て
普
遍
的
な
も
の

(
「
事
そ
の
も
の
」
）

に
ま
で
高
ま
る
の
か
。

「
精
神
的
動
物
の
国
」

に
お
い
て
、
か
か
る
私
的
な
諸
個
人
は
、

に
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
媒
介
し
あ
い
、

そ
の
結
果
、

「
現
実
と
個
体
と
の
相
互
浸
透
」

(
S
.
2
9
4
)
 

の」
(
d
i
e
S
a
c
h
e
 
s
e
l
b
s
t
)
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
個
体
が
自
分
を
現
実
化
し
、
自
分
の
実
在
性
を
知
る
よ
う
に
な
る
の
は

「
行
為
」

(Tun)

「
事
そ
の
も

「
意
識
が
即
自
的
に
な
ん
で
あ
る
か
が
、
意
識
に
自
覚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
意
識
は
行
動
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
個
体
は
自
分
を
行
為
に
よ
っ
て
現
実
性
に
も
た
ら
す
ま
で
は
、
自
分
が
な
ん
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と

こ
の
よ
う
に
「
行
為
」
を
媒
介
と
し
て
個
体
は
お
の
お
の
自
分
を
表
現
し
、

そ
れ
ゆ
え
行
為
す
る
個
体
は

「
存
在
と
自
己
と
の
単
純
な
統
一
」

(
S
.
2
8
4
)
 

い
わ
れ
る
。
行
為
を
媒
介
と
し
て
個
人
が
自
分
の
内
な
る
も
の
を
存
在
の
エ
レ
メ
ン
ト
ヘ
と
外
化
し
た
も
の
が

そ
れ
が
他
の
諸
個
体
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
疎
遠
な
現
実
と
し
て
存
在
す
る
」
。

に
よ
っ
て
自
分
を
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
、
個
人
の
意
図
が
そ
の
目
的
と
合
致
す
る
か

な
ぜ
な
ら
ば
、
個
人
は
偶
然
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、

性
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
中
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
分
に
現
実
性
を
与
え
、

を
媒
介
と
し
て
、

く
て

ュヽカ

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が

で
あ
る
と

「
仕
事
」

(
W
e
r
k
)

「
目
的
と
現
実
を
統
一
」

(
S
.
2
9
3
)
 

で
あ
る
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1
1社
会
は
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
は
諸
個
人
が
創
出
し
た

て
真
の
主
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
意
識
に
と
っ
て
は
、

「
個
体
と
対
象
性
そ
の
も
の
と
の
相
互

浸
透
が
対
象
的
と
な
っ
た
も
の
」

(
S
.
2
9
5
)
"

と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
き
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
社
会
に
お
け

る
個
人
と
社
会
の
関
係
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
的
な
目
的
を
追
求
す
る
諸
個
人
の

「
仕
事
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
個
人
（
自
己
意
識
）
に
と
っ
て
は
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
識
に
と
っ
て
は

「
事
そ
の
も
の
」
は

「
事
そ
の
も
の
」

「
仕
事
J

の
総
体

II
「
事
そ
の
も
の
」

(
S
 .
2
9
5
)
 

は
あ
く
ま
で
も
対
象
性
を
失
な
っ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ

な
ら
、

「
事
そ
の
も
の
」

は
、
な
る
ほ
ど

「
現
実
と
個
体
と
の
相
互
浸
透
」
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は

「
本
質
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
」

「
仕
事
」

と
し
て
自
覚
し
た
段
階
に
照
応
し
て
い
る
。

「
事
そ
の
も
の
」
に
お

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
か
ら
で
あ
る
。
偶
然
的
な
仕
事
を
の
り
こ
え
て
普
遍
性
に
高
ま
っ
た
こ
う
し
た

の
統
一
」

と
規
定
し
、

う
。
こ
の
こ
と
は
、

実
体
」

(
S

.300)
、

の
段
階
に
お
い
て
は
、

(
S
 .
2
9
4
)

こ
れ
を

「
す
べ
て
の
人
の
、

「
事
そ
の
も
の
」

「
事
そ
の
も
の
」
を

と
呼
ぶ
。

「
事
そ
の
も
の
」
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
明
は
、
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
局
、
個
々
人
の

の
総
体
と
し
て
の
社
会
と
個
人
と
の
相
互
媒
介
関
係
が
自
己
意
識
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
仕
方
を
規
定
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ

「
現
実
と
個
体
と
の
相
互
浸
透
」

(
S
.
2
9
4
)

、

ま
た
各
人
の
行
為
と
し
て
の
み
存
在
で
あ
る
普
逼
的
な
も
の
」
(
S

.301)
、
等
々
と
規
定

「
事
そ
の
も
の
」

ま、
―
-
9―
 

と

い
て
『
現
象
学
』
の
主
体
廿
実
体
の
テ
ー
ゼ
が
成
就
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
存
在
と
行
為
と

社
会
的
な
諸
連
関
が
―
つ
の
客
観
的
な
存
在
と
な
っ
て
自
己
意
識
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
る
様
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
己
意
識
が
自

．．． 

分
の
前
に
存
続
し
て
い
る
総
体
と
し
て
の
社
会
を
自
分
の

「
事
そ
の
も
の
」

ま
、
こ

_-9 

い
ま
だ
真
の
主
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
普
遍
的
な
述
語
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
な
ぜ

つ
ま
る
と
こ
ろ
個
々
人
が
な
す
特
殊
な
行
為
が
お
り
な
す

ヘ
ー
ゲ
ル
が

「
個
体
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た

「
真
の
仕
事
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
仕
事
」
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38)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
だ
と
思
い
こ
み

と
こ
ろ
で
、

言
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
意
識
は
外
化
の
世
界
を
の
り
こ
え
て
、

「
事
そ
の
も
の
」
を
「
個
体
に
よ
っ
て
浸
透
さ

「
す
べ
て
の
存
在
者
の
本
質
で
あ
り
精
神
的
な
本
質
で
あ
る
」

(
S

こ
の
よ
う
に
特
殊
的
に
限
定
さ
れ
た
目
的

「
精
神

「
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
存
在
す
る
普

個
人
が
目
的
と
す
る
の
は
一
方
で
は

い
か
な
る
行
為
を
媒
介
と
し
て
な
の
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
諸
個
人
相
互
の

「
欺
希
」

「
事
そ
の
も
の
」
が

―
つ
の
疎
遠
な
存
在
と
し
て
、
言
い
か
え
れ
ば
客
観
的
必
然
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に

「
全
体
は
個
体
と
普
遍
的
な
も
の
と
の
自
己
運
動
す
る
相
互
浸
透
で
あ
る
が
、

て
は
、
単
純
な
本
質
と
し
て
の
み
、

―
つ
の
疎
遠
な
存
在
と
し
て
個
人
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
個
人
相
互
の

し
か
し
、
こ
の
全
体
は
当
の
意
識
に
と
っ

し
た
が
っ
て
事
そ
の
も
の
と
い
う
抽
象
と
し
て
現
存
す
る
。
」

(
S
.
2
9
8
)
 

成
し
て
み
る
と
、
出
来
し
た
現
実
は
、

「
単
純
な
本
質
」

は
じ
め
個
人
が
め
ざ
し
た
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、

遍
的
な
も
の
と
し
て
の
事
」

(
S
.
2
9
9
)
 

と
し
て
、

「
自
分
自
身
の
行
為
で
あ
り
営
為
」

(
S
.
2
9
9
)

で
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
目
的
を
個
人
が
達

な
の
で
あ
る
。
他
方
ま
た
逆
に
、
個
人
は
普
遍
的
な
「
事
そ
の
も
の
」
を
目
的
と
し
て
い
る

「
事
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
が
自
分
の
目
的
」

(
S
.
2
9
8
)
 

(
B
e
t
r
u
g
)
 

で
あ
る
と
言
明
し
、
他
人
も
ま
た
そ
の

目
的
に
対
し
て
援
助
を
惜
し
ま
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
個
人
の
行
為
の
目
的
は
普
逼
的
な
「
事
」

を
媒
介
と
し
て
で
あ
る
。

で
は
な
く
て
、
自
分
自
身
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
個
人
は
自
分
を
あ
ざ
む
く
と
と
も
に
相
互
に
も
欺
睛
し
あ
い
、
こ
う
し
た

間
の
遊
戯
」
（
S
.
2
9
8
)

が
錯
綜
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
客
観
的
な
―
つ
の
物
と
し
て
の
社
会
的
連
関
を
形
成
す

る
の
で
あ
る
。
諸
個
人
の
間
の
相
互
欺
睛
に
よ
る
「
遊
戯
」

(Spiel)

に
媒
介
さ
れ
た
独
自
な
性
格
を
も
つ
社
会
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は

的
動
物
の
国
」

(das
geistige 
T
i
e
r
r
e
i
c
h
)
と
規
定
す
る
。
「
精
神
的
動
物
の
国
」

を
も
つ
私
的
な
諸
個
人
の
相
互
媒
介
的
な
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
外
化
さ
れ
た
世
界
（
「
事
そ
の
も
の
」
）
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の

外
化
の
世
界
を
通
じ
て
意
識
が
経
験
す
る
の
は
、
「
事
そ
の
も
の
」
が

ま
‘
.
9
-

と

「
諸
個
体
相
互
の



50 

と
向
う
。

つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
自
然
の
観
察
か
ら

「
自

異
な
っ
た
も
の
の
分
離
で
あ
る
と
と
も
に
、

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
自
己
は
物
で
あ
る
」

と
い
う
無
限
判
断
は
、

「
物
」
と
い
う
質
的
に

こ
と
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

前
に
述
べ
た
。

判
断
は
、

「
観
察
す
る
理
性
」
が
自
分
の
真
理
を
求
め
て
最
後
に
到
達
す
る
の
は

「
自
己
は
物
で
あ
る
」
と
い
う
「
無
限
判
断
」
で
あ
る
こ
と
は

わ
ゆ
る

レ
ま
‘

/
i
 

の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
、
意
識
に
自
覚
さ
れ
、
意
識
は

る。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の

れ
た
実
体
、

す
な
わ
ち
主
体
」

(
S

.300) 

「
絶
対
的
な
事
」
を

「
自
我
で
あ
る
存
在
、
存
在
で
あ
る
自
我
」

以
上
考
察
し
た
ご
と
く
「
事
そ
の
も
の
」

「
普
遍
的
な
事
そ
の
も
の
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
事
そ
の
も
の
」

(
S
 .
3
0
0
)

、

「
絶
対
的
な
事
」

(
S

.301) 

「
純
粋
な
事
そ
の
も
の
」

と
も
呼
び
、

ヘ
ー
ゲ

と
な

ま
た

の
世
界
1
1外
化
の
世
界
は
、
各
人
の
行
為
の
所
産
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
人
の
行
為

「
精
神
的
動
物
の
国
」
（
「
事
そ
の
も
の
」
）

「
事
そ
の
も
の
」
を
通
じ
て
、
自
分
の
普
遍
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
近
代
市
民
社
会
を
意
識
の
外
化
の
最
高
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
し
て

外
化
の
頂
点
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
外
化
の
止
揚
で
も
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
段
階
が
、

「
意
識
の
諸
形
態
」

(
S
.
3
1
5
)

の
頂
点
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
意
を
む
け
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
無
限
判
断
は
『
現
象
学
』
の
論
理
展
開
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
無
媒
介
性
の
ゆ
え
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
媒
介
（
推
論
）
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

「
無
限
判
断
と
い
う
契
機
は
、
無
媒
介
性
か
ら
媒
介
、

す
な
わ
ち
否
定
性
へ
の
移
行
点
で
あ
る
」
(
S
.
2
5
3
)
 

「
自
己
」

と

....' 

し
か
し
無
限

そ
の
無
媒
介
な
統
一
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
無
媒
介
な
も
の
と
し
て
、

こ
の
判
断
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
媒
介
的
な
統
一
へ
と
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
媒
介
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
真

(
7
)
 

の
認
識
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら

「
観
察
す
る
理
性
」

は
、
無
媒
介
な
対
象
を
止
揚
し
て
、

「
行
為
的
理
性
」

(
S
.
2
5
6
)
 

そ
の
対
象
の
本
質
で
あ
る
自
己
意
識
ヘ

へ
と
考
察
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。

「
範
瑣
」
(
S
.
30
 1)

と
も
呼
ん
で
い
る
。

と
し
て
把
握
し
、

か
く
し
て

は
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る
の
は
た
だ
他
の
諸
個
人
の
労
働
を
通
し
て
で
あ
る
。
」

(
S
.
2
5
7
)
 

達
す
る

と
し
て
原
理
的
に
前
提
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
行
為
的
理
性
」
を
論
ず
る
序
論
的
部
分
で
、

ル

は わ
れ
わ
れ
は
、

理
性
は
、

己
は
物
で
あ
る
」

と
い
う
無
限
判
断
は
、
概
念
の
立
場
か
ら
は
、

「
自
己
」
に
ま
で
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
弁
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

「
物
は
自
己
で
あ
る
」

点
を
な
す
の
が
、

い
て
、

「
物
」
が

で
あ
る
が
、
表
象
の
立
場
で
は
、
単
に

「
自
己
」

は

「物」

「
自
己
は
物
で
あ
る
」

ヘ
ー
ゲ

と
い
う
無

「
自
分
自
身
を
概
念
的
に
把
握
し
て
い
る
生
命
の
完
成
」
(
S
.
2
5
4
)
 

の
中
に
自
分
を
見
出
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
一
面
的
な
把
握
に
と
ど
ま
っ
て

と
い
う
命
題
の
媒
介
的
充
実
を
め
ざ
し
て
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
言
え
ば

る
こ
と
と
自
分
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
と
の
統
一
」

(
S
.
2
5
8
)

を
め
ざ
し
て
経
験
を
つ
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
の
終

わ
れ
わ
れ
が
、
さ
き
に
考
察
し
た
「
事
そ
の
も
の
」
（
「
精
神
的
動
物
の
国
」
）
で
あ
る
。

「
事
そ
の
も
の
」
が
外
化
の
世
界
の
完
成
と
そ
の
止
揚
の
段
階
、

い
い
か
え
れ
ば
、

そ
こ
で
行
為
的

「
自
分
を
物
に
す

限
判
断
の
思
弁
性
が
意
識
に
自
覚
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

「
精
神
的
動
物
の
国
」
（
「
事
そ
の
も
の
」
）
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
こ
の
国
を
ー
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
言
え
ば
ー
「
欲
求
の
体
系
」

「
理
性
」
章
の
終
り
に
到

「
人
倫
の
国
」
が
、
欲
求
の
主
体
と
し
て
の
諸
個
人
の
個
別
的
労
働
を
通
じ
て
成
立
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
個
人
の
純
粋
に
個
別
的
な
行
為
と
営
み
は
、
個
人
が
自
然
的
な
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
存
在
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
中
に
あ
る
個
別
性
と

し
て
も
っ
て
い
る
諸
欲
求
に
関
係
し
て
い
る
。
…
…
…
個
人
が
自
分
の
欲
求
の
た
め
に
す
る
労
働
は
、
自
分
自
身
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る

こ
と
と
全
く
同
様
に
、
他
の
諸
個
人
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
し
て
個
人
が
自
分
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

近
代
の
個
人
的
意
識
が
、
そ
の
普
遍
性
を
自
覚
す
る
の
を
可
能
な

ら
し
め
る
前
提
で
あ
り
条
件
で
あ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
諸
個
人
の
自
然
的
な
欲
求
に
も
と
づ
く
労
働

社
会
ー
「
欲
求
の
体
系
」
ー
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
個
人
の
私
的
欲
求
に
媒
介
さ
れ
て
作
り
出
さ
れ
た
世
界
が
、

―
つ
の
客
観
的
な
「
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和
し
て
い
る
世
界
と
し
て
、
す
な
わ
ち
本
質
的
に
外
化
と
無
関
係
な
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

け
る
の
で
あ
る
。

対
性
を
示
す
た
め
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』
の

ば 物
の
国
」

「
自
己
は
物
で
あ
る
」

と
い
う
「
意
識
の
諸
形
態
」

と
こ
ろ
で
、

が
そ
の
自
然
（
本
性
）
を
外
化
す
る
こ
と
の
う
ち
に
求
め
る
場
合
、

す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、

と
な
っ
て
お
り
、

し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
」
）

そ
こ
で
は
諸
個
人
の
「
仕
事
」
の
総
体
は
一

「
自
然
（
本
性
）

で
は
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
第
二
に
は
、
近
代
市
民
社
会
の
よ
う
な
外
化
の
頂
点
に
位
置
す
る
世
界
は
決
し
て
超
歴
史
的
な
い
わ

(
9
)
 

の
国
」
で
は
な
く
、

「
精
神
」
章
の
第
一
節
「
A
真
の
精
神
、
人
倫
」

ヘ
ー
ゲ
ル
が

見
出
し
た

た
。
そ
し
て
、
こ
の

(
8
)
 

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

と
い
う
無
限
判
断
の
無
媒
介
性
を
媒
介
的
に
止
揚
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
精
神
的
動

「
精
神
的
動
物
の
国
」

い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
近
代
市
民
社
会
で
は
、
あ
く
ま
で
私
的
利
害
を
目
的
と
す
る
諸
個
人
が
中
軸

「
自
己
」
は

「物」

物
」
と
し
て
．
自
己
意
識
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

「
事
そ
の
も
の
」

じ
つ
は
こ
の
物
化
し
た
世
界
が
自
己
意
識
自
身
の

の
段
階
で
あ
る
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
『
現
象
学
』
の
説
明
に
即
し
て
考
察
し
て
き

の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
外
化
の
最
高
段
階
の
世
界
が
止
揚
さ
れ
る
。

で
あ
る
近
代
市
民
社
会
の
独
自
的
な
性
格
を
、
欲
求
の
主
体
と
し
て
の
私
的
諸
個
人

そ
こ
に
は
近
代
社
会
に
対
す
る
鋭
い
批
判
意
識
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

つ
の
客
観
的
な
「
物
」
（
「
事
そ
の
も
の
」
）
と
な
っ
て
諸
個
人
に
対
立

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
個
と
全
体
と
が
有
機
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
本
来
の
世
界

(11
「
人
倫
の

一
定
の
歴
史
的
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
市
民
社
会
の
歴
史
的
相

「
精
神
」
章
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
現
実
の
具
体
的
な
歴
史
的
世
界
へ
と
目
を
む

に
お
い
て
、
古
代
社
会
を
個
と
全
体
（
共
同
体
）
と
が
美
し
く
調

そ
し
て
、
こ
の
古
代
社
会
と
の
対
質

（
「
事
そ
の
も
の
」
）
を
媒
介
と
し
て
自
分
の
知
に
ま
で
高
ま
り
、

か
の

「
観
察
理
性
」
が

「
事
そ
の
も
の
」

と
い
う
無
限
判
断
の
一
応
の
完
成
を
み
る

ら
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
の
が

に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

か
の

「
物
は
自
己
で
あ
る
」

「
仕
事
」

に
ほ
か
な
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の
相
互
媒
介
運
動
の
世
界
と
し
て
把
握
す
る
。

そ
れ
で
は
、

て
叙
述
し
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

わ
れ
わ
れ
が
さ
き
に
考
察
し
た
「
絶
対
自
由
と
恐
怖
」
な
る
一
項
は
、

「
財
富
」

と
自
己
意
識
の
弁
証
法
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て

い
で
、
こ
の
世
界
を

つ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

こ
こ
で
、

「
自
己
疎
外
的
精
神
」
の
最
高
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

の
で
あ
る
。

だ
か
ら
『
現
象
学
』
の

に
お
い
て
近
代
社
会
(
「

B
・
自
己
疎
外
的
精
神
・
教
養
」
）
が
、
現
実
の
歴
史
に
即
し
て
、

「
理
性
」
章
の「

絶
対
自
由
」

そ
の
生
成
過
程
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る

「
精
神
」
章
の

の
国
に
お
い
て
も
、
同
じ
近
代
市
民
社
会
の
特
殊
的
な
性
格
が
、
叙
述
の
―
つ
の
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
点
は
本
質
的
に
か
わ
ら
な
い
。

後
者
は
前
者
を
い
わ
ば
現
実
の
歴
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
再
び
叙
述
し
な
お
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
じ
め
に
問
う
た
問
題
、
す
な
わ
ち

の
な
の
か
と
い
う
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
一
言
で
答
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
自
己
疎
外
的
精
神
」

の
無
媒
介
性

II抽
象
性
は
近
代
社
会
の
い
か
な
る
基
盤
か
ら
由
来
す
る
も

近
代
社
会
が
抽
象
の
世
界
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
抽
象
の
世
界
と
は
端
的
に
言
う
と
、
人
間
が
自
分
の
利
害

を
目
的
と
し
て
い
る
い
わ
ば
経
済
的
欲
求
の
主
体
と
い
う
形
式
で
あ
ら
わ
れ
る
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
、
諸

個
人
は
労
働
に
よ
る
経
済
的
な
欲
求
の
充
足
と
い
う
本
性
の
領
域
に
限
定
さ
れ
、
道
徳
的
主
体
、
芸
術
的
主
体
、
宗
教
的
主
体
等
々
と
い

っ
た
そ
の
他
の
人
間
的
な
内
容
は
諸
個
人
か
ら
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
他
の
精
神
的
な
内
容
を
捨
象
し
て
、
自
分
を
私
的
欲
求

の
主
体
に
限
定
す
る
諸
個
人
が
相
互
に
行
為
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
に
形
成
さ
れ
る
近
代
の
市
民
社
会
は
、

は
、
抽
象
的
な
社
会
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
世
界
1
1
外
化
の
世
界
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』
に
お
い
て
、
抽
象
の
世
界
と
し
て
の
近
代
世
界
を
、

ま
ず
「
事
そ
の
も
の
」

「
自
己
疎
外
的
精
神
」

そ
れ
は

「
精
神
的
動
物
の
国
」

と
し

と
し
て
原
理
的
に
説
明
し
、

の
国
で
は
具
体
的
歴
史
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
「
財
富
」

(
R
e
i
c
h
tum)
と
自
己
意
識
と

「
精
神
的
動
物
の
国
」
に
お
い
て
も
、

ま
た
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己
（
「
財
富
」
）

(
d
a
s
 
z
u
m
 

成
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、

D
i
n
g
e
 g
e
w
o
r
d
n
e
 
S
e
l
b
s
t
)
 

し
て
い
る
。
自
己
意
識
の
「
自
己
」

(
d
a
s
S
e
l
b
s
t
)

が
、
こ
の
よ
う
に

自
己
意
識
が
対
象
的
本
質
と
し
て
の

つ
ま
り

「
財
富
」

「
自
己
」

「
財
富
」
に
ま
で
自
己
を
形

「
物
に
な
っ
た
自

は
自
分
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

す
る
こ
と
に
な
り
、

も
の
で
あ
る
こ
と
、

「物」

「
自
己
は
、
自
己
確
信
そ
の
も
の
が
、
最
も
非
本
質
的
な

の
中
に
外
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
財
富
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て

は
上
述
し
た
よ
う
な
意
味
で
の

「
財
富
」

と
い
う
形
式
で
も
っ
て
い
る
。

的
に

他
人
の
享
受
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
、

だ
か
ら

「
財
富
」

は
対
象
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
自
己

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
即
し
て
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

に
依
存

「
財
富
は

つ
ね
に
他
者
と
し
て
存
在
す
る
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
別
性
に
媒
介
さ
れ
て
間
接

「
普
遍
的
な
精
神
的
本
質
」

(
S
.
3
5
5
)

で
も
あ
る
。
近
代
の
市
民
社
会
に
お
い
て
は
、
自
己
意
識
は
自
分
の
対
象
を
本
質
的
に

意
識
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
財
富
」

在
す
る
対
自
存
在
で
あ
り
、
精
神
の
現
存
在
で
あ
る
。
」

そ
れ
は
意
識
と
は
異
質
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
す
で
に
対
自
存
在
の
契
機
を
も
っ
て
い
る
」

(
S
.
3
6
7
)

の
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
の
内
に
絶
対
的
な
分
裂
を
経
験
す
る
。

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
う
し
た
絶
対
的
な
分
裂
の
中
で
、
か
え
っ
て

(
S
 .371) 

「
財
富
」

は
、
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
た

「
事
そ
の
も
の
」

「
絶
対
自
由
」
を
導
出
す
る
か
を
、

と
内
容
的
に
は
か
わ
ら
な
い
。

む
し
ろ
外
化
さ
れ
た
意
識
自
身
で
あ

は
自
己
意
識
の
目
的
と
な
り
そ
の
対
自
化
の
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち

「
財
富
」
を
自
己
意
識
が
完
全
に
現
実
性
を
得
る
媒
介
物
、
す
な
わ
ち
自
己
意
識
の
外
化
と
そ
の
止
揚
の
担
い
手
と
み
な

つ
ま
り
純
粋
な
人
格
性
が
絶
対
的
な
非
人
格
性
で
あ
る
の
を
見
る
」

(
S
.
3
6
8
)

の
で
あ
る
。
「
自
己
」
が

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
無
限
判
断
の
思
弁
的
な
意
味
が
自
己
意
識
に
自
覚
さ
れ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

は
、
む
し
ろ
本
質
の
自
分
自
身
へ
の
還
帰
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
自
覚
的
に
存

か
え
っ
て
自
己
意
識
自
身
が
対
象
的
本
質
の
生
成
に
関
与
し
て
い
る
力
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ

「
財
富
」

は
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
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る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
信
仰
」
は

と
こ
ろ
で
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
う
ち
に

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
た
「
純
粋
透
見
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
、

て
自
分
を
実
現
す
る
と
き
、

て
あ
ら
わ
れ
る
。

近
代
社
会
は
、

る。

「
純
粋
透
見
」

と
は

「
純
粋
透
見
」
は

「
財
富
」

（
「
物
」
）

両

「
自
己
」 「思

「
信
仰
」
(
G
l
a
u
b
e
)
と
対
立
す
る
こ
と
に
な

（
啓
蒙
）

に
お
い
て

だ
か
ら
「
自
己
」
と
「
物
」
と
の
相
互
的
な

し
た
が

と
の
間
の
相
互
媒
介
的
な
運
動
の
総
体
と
し

て
把
握
さ
れ
、
こ
う
し
た
外
化
の
運
動
の
極
限
に
お
い
て
自
己
意
識
は
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
還
帰
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
自
己
意
識
は

「
財
富
」
を
通
じ
て
自
分
を
普
遍
的
な
も
の
に
ま
で
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
普
遍
的
な
自
己
意
識
が
、
現
実
の
歴
史
に
お
い

そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
「
純
粋
透
見
」
(
d
i
e
reine 
Einsicht) 
(11
「
啓
蒙
」
A
u
f
k
l
a
r
u
n
g
)

と
な
っ

「
自
己
以
外
の
い
か
な
る
も
の
も
把
握
せ
ず
、
す
べ
て
の
も
の
を
自
己
と
し
て
把
握
す
る
。
す
な

わ
ち
、
す
べ
て
の
も
の
を
概
念
的
に
把
握
し
、
す
↓
‘
て
の
対
象
性
を
消
滅
さ
せ
る
」

(
S
.
3
4
9
)

も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。

一
切
の
他
者
を
止
揚
し
て
、
自
己
と
他
者
と
の

得
る
と
こ
ろ
の
「
無
限
判
断
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
S
.
3
8
3
)
 

転
化
運
動
を
そ
の
存
立
基
盤
と
す
る
外
化
の
世
界
が
、
自
己
意
識
に
そ
の
本
質
が
自
覚
さ
れ
る
の
は

惟
さ
れ
た
も
の
」
(
G
e
d
a
n
k
e
)
(
S
 .
3
8
5
)
 

「
自
己
」
を
確
信
す
る
こ
の

「
純
粋
透
見
」

「
絶
対
的
な
同
一
性
」
を

「
純
粋
透
見
」

と
は
逆
に
、
自
分
自
身
の
精
神
的
内
容
を
自
分
に
疎
遠
な
他
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち

と
し
て
対
象
的
な
形
式
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
本
質
を

と
し
て
自
覚
し
て
い
る
「
純
粋
透
見
」
と
自
分
の
本
質
を
い
わ
ば
実
定
的
な
も
の
と
し
て
対
象
的
形
態
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
「
信
仰
」
と

の
争
い
の
顛
末
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
逐
一
説
明
す
る
に
は
お
よ
ば
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、

者
の
争
い
が
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
か
を
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
即
し
て
簡
単
に
考
察
し
た
い
と
お
も
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
自
己
意
識
（
「
自
己
」
．
）

と
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え
に
、

む
し
ろ
そ
れ
は
感
覚
的
な
関
係
を
一
切
捨
象
し
た

「
思
惟

(
D
e
n
k
e
n
)

は
物
性

と
こ
ろ
で

粋
思
惟
」

は

の
と
し
て
自
己
意
識
に
対
立
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て

「純

な
ぜ
な
ら

が
い
に
相
互
に
排
除
し
あ
う
の
で
あ
る
が
、

し
か
し

「
純
粋
思
惟
」
と
は
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
同
じ
も
の
で
あ
る
。

「
純
粋
思
惟
」
と
み
な
す
啓
蒙
（
理
神
論
）

と
、
絶
対
本
質
を

「
純
粋
物
質
」
と
み
な
す
啓
蒙
（
感
覚
論
）

と
は
両
者
た

を あ
る
。

か
く
て

「
啓
蒙
」
は

「
信
仰
」
の
混
乱
を
啓
蒙

は
「
信
仰
」

「
信
仰
」

で
あ
る
。
」

(
S
.
3
9
0
)
 

絶
対
本
質
を

は
、
自
分
の
本
質
を
、
自
分
に
対
立
し
た
―
つ
の
対
象
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
対
象
は
、

「
純
粋
思
惟
」

「
信
仰
」

の
思
惟
そ
の
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
は

じ
つ

っ
て
絶
対
本
質
で
あ
る
も
の
は
、
信
仰
自
身
の
意
識
の
存
在
で
あ
り
‘
信
仰
自
身
の
思
想
す
な
わ
ち
意
識
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の

こ
の
よ
う
に
「
信
仰
」
は
「
絶
対
本
質
」
が
自
分
の
意
識
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
ず
、
一
っ
の
所
与
と

考
え
る
が
ゆ
え
に
、
感
覚
的
個
物
と
純
粋
思
惟
と
し
て
の
絶
対
本
質
と
を
混
同
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

（
純
粋
透
見
）
は
批
判
し
、
感
覚
的
な
も
の
と
絶
対
本
質
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
的
な
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

「
信
仰
」

と
の
争
い
を
通
じ
て
自
分
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

「
絶
対
本
質
」

「
自
分
の
中
に
区
別
を
も
た
ず
、
限
定
も
さ
れ
ず
述
語
も
も
た
な
い
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
現
存
し
て
い
る
純
粋
思
惟
そ
の
も
の
」

(
S
 .
4
0
9
)

で
あ
る
無
規
定
な
も
の
と
み
な
し
、
他
方
で
は
、
感
覚
的
個
物
（
「
純
粋
物
質
」
）
を
絶
対
的
な
真
理
と
み
な
す
。

か
っ
た
、
存
在
（
純
粋
物
質
）

と
思
惟
（
純
粋
思
惟
）

「
純
粋
物
質
」

と

は
、
な
ん
ら
の
述
語
を
も
も
た
な
い
無
規
定
な
も
の
と
し
て
自
己
意
識
に
と
っ
て
は
彼
岸
に
あ
り
、

「
外
的
に
存
在
す
る
も
の
」

(
S

.410)
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。

「
純
粋
物
質
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
逆
に
「
純
粋
物
質
」
も
実
際
に
は
、
見
た
り
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ

「
純
粋
思
惟
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
つ
の
啓
蒙
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

と
の
思
弁
的
同
一
性
を
総
括
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は

(
D
i
n
g
h
e
i
t
)
で
あ
り
、
あ
る
い
は
物
性
は
思
惟
で
あ
る
」

(
S

.410) 

か
か
る
も

だ
か
ら

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
外
化
の
世
界
の
思
弁
的
な
意
味
が
、
二
つ

に
疎
遠
な
も
の
で
は
な
く
て

そ
の
結
果
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
信
仰
に
と
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で
あ
る
。

の
啓
蒙
の
対
立
の
止
揚
と
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
教
養
の
世
界
（
外
化
の
世
界
）
に
お
け
る
自
己
意
識
と

．．．．． 

と
い
う
無
限
判
断
の
形
式
を
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
観
念
に
あ
ら
わ
れ
る
の

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
無
限
判
断
の
思
弁
的
意
味
が
現
実
の
客
観
的
世
界
と
の
関
係
で
、
啓
蒙
の
自
己
意
識
に
あ
ら
わ
れ
る
場
面
を

功
利
主
義
の

と
こ
ろ
で
、

「
有
用
性
」

(Niit
z
l
i
c
h
k
e
i
t
)
 

は
な
く
、
表
象
と
し
て
の
あ
る
い
は
対
象
と
し
て
の
純
粋
透
見
で
あ
る
。
」

(
S

.411) 

わ
れ
わ
れ
は
以
前
に
「
事
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
き
、

互
浸
透
が
対
象
的
と
な
っ
た
も
の
」

っ
て
止
揚
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら

分
自
身
の
個
別
的
な
確
信
が
、

消
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
思
惟
は
物
性
で
あ
る
」

の
中
に
見
て
い
る
。

「
有
用
性
」

の
立
場
に
お
い
て
は
、

「
有
用
な
も
の
は
、
純
粋
透
見
の
概
念
を
表
現
し
て
は
い
る
が
、

と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
み
た
が
、
こ
う
し
た
規
定
が
現
実
の
歴
史
の
中
で
啓
蒙
の
意
識
に
現
わ
れ

「
有
用
性
」

い
ま
だ
自
己
意
識
と
対
象
的
な
も
の
と
の
完
全
な
統
一
に
は
到

そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て

の
こ
の
よ
う
な
対
象
的
な
性
格
は

し
か
し
純
粋
透
見
そ
の
も
の
で

「
個
体
と
対
象
性
そ
の
も
の
と
の
相

「
有
用
性
」
に
お
い
て
は
、
即
自
的
な
も
の
は
、
す
べ
て
そ
の
自
立
性
を
失
い
、
た
だ
自
己
意
識
と
の
関

係
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
透
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
享
受
（
そ
の
対
自
存
在
）

を
有
用
な
も
の
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
対
象
で
あ
る
」

「
有
用
性
」

と
い
う
一
点
に
お
い
て
対
象
的
な
実
在
は
す
べ
て
自
己
意
識
の
中
に
解

そ
れ
と
と
も
に
自
己
意
識
は
そ
の
個
別
的
確
信
か
ら
存
在
の
中
に
自
己
を
確
信
す
る
普
遍
的
な
意
識
に
高
ま
る
の

(
S
 .
4
1
3
)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え

「
有
用
な
も
の
は
、
自
己
意
識
が
そ
れ
を
見
通
し
、
自

る
の
が

「
有
用
性
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら

「
有
用
性
」
の
概
念
そ
の
も
の
に
よ

達
し
て
い
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と

で
あ
る
。

富
」
と
の
相
互
関
係
と
そ
の
運
動
が

「財
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い
て
、
自
己
意
識
と
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
は
、

「
こ
れ
ら
あ
ら
ゆ
る
諸
規
定
は
、
自
己
が
絶
対
自
由
に
お
い

「
絶
対
自
由
」

そ
し
て
、
こ
の
抽
象
的
な

の
抽
象
性
が
成
立
す
る
。

だ
か
ら
「
絶
対
自
由
」
に

「
有
用
性
」

の
立
場
か
ら
自
己
意
識
は
対
象
的
存
在
の
中
に
直
接

そ
の
質
的
な
多
様
性
を
否
定
さ
れ
て
、

「
有
用
性
」

と
い
う
「
財
富
」
に
規
定
さ
れ
た
量
的
な
関
係
に
お

在
と
の
関
係
は
、

も
は
や
対
象
的
世
界
は
自
己
意
識
の
彼
岸
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

と
こ
ろ
で

た
人
間
の
諸
関
係
を
、「

有
用
性
」

一
切
の

「
有
用
性
」

の
世
界
に
お
い
て
は
、

い
わ
ば

と
い
う
の
は
、
人
間
と
人
間
の
関
係
が

「
財
富
」

だ
か
ら

ヘ
ー
ゲ
ル
が

「
財
富
」
の
弁
証
法
を
念
頭
に
お
い

格
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
有
用
性
」
の
概
念
は
、
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
、

「
財
富
」
に
外
化
さ
れ

「
有
用
性
」
の
世
界
か
ら

象
的
性
格
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
絶
対
自
由
」

む
し
ろ
自
己
意
識
自
身
が
実
現
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

ヘ
高
ま
る
の
で
あ
る
。

「
絶
対
自
由
」
が
生
起
す
る
場
合
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

て
「
有
用
性
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
で
あ

る
と
と
も
に
ま
た
他
な
る
も
の
の
た
め
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
も
の
は
有
用
で
あ
る
。
」
(
S
.
3
9
9
)
 

と
い
う
抽
象
的
な
即
自
に
対
象
化
さ
れ
、
こ
う
し
た
抽
象
と
し
て
の

に
規
定
さ
れ
た
人
間
の
自
己
意
識
の
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

体
系
が
人
間
を
含
む
い
っ
さ
い
の
対
象
的
存
在
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
は
多
様
な
関
係
で
あ
る
は
ず
の
自
己
意
識
と
対
象
的
存

と
い
う
―
つ
の
抽
象
的
な
関
係
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
言
い
か
え
れ
ば
、

的
に
自
分
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
自
己
意
識
が
対
象
的
存
在
の
中
で
自
分
を
確
信
す
る
と
い
っ
て
も
、

を
否
定
し
た
形
で
抽
象
的
に
確
信
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

お
い
て
は
、
従
来
の
歴
史
的
な
諸
形
態
の
諸
規
定
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。

の
も
の
」
が
、

そ
の
対
象
性
を
止
揚
し
て
「
絶
対
的
な
事
」
に
高
ま
っ
た
よ
う
に
、

「
有
用
性
」

い
ま
や
有
用
な
る
も
の
の
世
界
は
、

の
抽
象
的
性

「
有
用
性
」

「
財
富
」

の
関
係

「
財
富
」

の

そ
れ
は
対
象
の
質
的
な
多
様
性

そ
の
一
切
の
対

「
事
そ
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注 と

女
ヘ
ー
ゲ
ル
、

女
ヘ
ー
ゲ
ル
、

訳
語
は
、
次
の
邦
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
昭
和
二
八
年
）

V• 

Felix 

m
『
精
神
現
象
学
』
か
ら
の
引
用
は
次
の
本
に
よ
る
。

て
経
験
す
る
喪
失
の
う
ち
に
、
，
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」

(
S
.421) 

「
絶
対
自
由
」

「
自
己
」

落
し
子
た
る

の
抽
象
性
は
、

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
。

一
切
の
多
様
な
対
象
を
無
媒
介
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
性
に
高
ま
ろ
う
と
し

そ
も
そ
も
近
代
社
会
の
抽
象
性
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
考
察
し
た
。

「物」

(11
「
事
そ
の
も
の
」

11
「
財
富
」
）
に
対
象
化
さ
れ
、
こ
う
し
た

と
が
相
互
媒
介
的
に
転
換
し
あ
っ
て
い
る
独
自
の
世
界
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
。

れ
、
み
ず
か
ら
無
限
判
断
の
奈
落
の
世
界
へ
と
落
ち
込
ん
で
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
市
民
社
会
の

H
e
g
e
l
:
 
,,Phi:inomenologie 
d
e
s
 
G
e
蕊
es

^^
 

hrs.v.J.Hoffmeister, 
V
e
r
l
a
g
 

M
e
i
n
e
r
 
1
9
5
2
 
• 

以
下
『
現
象
学
』
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
文
の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
だ
け
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
な
お

『
精
神
の
現
象
学
』
金
子
武
蔵
訳
上
（
昭
和
四
八
年
）

下

『
精
神
現
象
学
』
樫
山
欽
四
郎
訳
、
世
界
の
大
思
想
―
二
、
昭
和
四
六
年
（
河
出
書
房
新
社
）

切
③

H
e
g
e
l
 
,, 
Enzyklop:i,die d
eこ
ミ

h
i
l
o
s
o
p
h
苔
h
e
n
W
苔
e
n
s
h
a
f
t
e
n
i
m
 G
r
u
n
d
r
i
s
s
e
 ̂＂ 
G
.
W
.
 F. 
H
e
g
e
l
 
Werke•in 

z
w
a
n
z
i
g
 
,
 

B
a
n
d
e
n
,
 Bd.8, 
S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
,
1
9
7
0
,
 
§
1
7
3
 (S.324) 

④
論
理
的
諸
規
定
が
現
実
そ
の
も
の
と
不
可
分
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
確
信
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「
絶
対
自
由
」
は

「物」

と

「
自
己
」

と
を
真
に
媒
介
的
に
止
揚
で
き
ず
、

（
岩
波
書
店
）

「物」

(11
「
財
富
」
）

の
抽
象
性
に
規
定
さ

近
代
市
民
社
会
は
、
諸
個
人
の
社
会
的
関
係
が

た
が
ゆ
え
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
絶
対
自
由
」

の
世
界
で
は
個
別
的
意
識
は
、

つ
の

そ
こ
に
失
敗
を
み
た
の
で
あ
る
。

「物」
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ら
で
あ
る
。

し
た
の
で
は
な
く
、

⑧
「

l

応
の
完
成
」
と
い
っ
た
の
は

「
事
そ
の
も
の
」
が

へ
と
高
ま
っ
て
も
、
個
別
的
意
識
は
真
に
普
遍
性
を
獲
得

場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
「
運
動
」

(
B
e
w
e
g
u
n
g
)

と

「
個
別
性
」
と

（
あ
る
い
は

「
物
」
（
あ
る
い
は

「
非
人
格
性
」
な
ど
）

い
る
し
、

た
と
え
ば
、
彼
は
『
論
理
学
』
で

ヘ
ー

と
の

「
自
己
」

「
思
惟
諸
規
定
が
客
観
的
な
価
値
と
現
存
在
を
も
つ
」

(
H
e
g
e
l
s
W
 erke,Bd.5,S.45)
と
い
っ
て

『
現
象
学
』
で
も
「
具
体
的
な
定
在
が
、

対
立
す
る
も
の
の
無
媒
介
な
結
合
」

(ibid.,S.111)

「
自
我
」
「
自
己
意
識
」

「
人
格
性
」

そ
の
ま
ま
論
理
的
定
在
で
あ
る
」

(
S
.47)
と
言
っ
て
い
る
。

限
判
断
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
現
実
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
だ
ろ
う
。

固

H
e
g
e
l
s
 W
e
r
k
e
,
B
d
.
8
.
 
,
,
E
n
z
y
k
l
o
p
a
d
i
e
"
§
1
7
3
(
S
.
3
2
5
)
 

⑥
 H
.
S
c
h
m
i
t
z
は
そ
の
著
,
,
H
e
g
e
l
als 
D
e
n
k
e
r
 d
e
r
 lndividualiti:it 
(
V
e
r
l
a
g
 
A
n
t
o
n
 
H
a
i
n
 
K
G
.
1
9
5
7
)
に
お
い
て
「
絶
対
的
に

と
し
て
の
無
限
判
断
が
『
現
象
学
』
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
な
形
を
と
っ
て
あ
ら

ら
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
現
象
学
』
に
お
い
て
無
限
判
断
が
あ
ら
わ
れ
る
場
合
、
相
対
立
す
る
両
項
が

な
ど
）

と

「
対
象
的
現
実
」

「
休
止
」

(
R
u
h
e
)
ま
た

ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
詳
し
く
は
i
b
i
d
.
S
.
1
0
8
~
S
.
1
1
5

を
参
照
さ
れ
た
い
。
）
な
お
、

ゲ
ル
の
無
限
判
断
論
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
こ
と
を
し
る
し
て
お
く
。

け
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
無
限
判
断
と
し
て
の
、
存
在
の
無
媒
介
的
な
把
握
が
真
の
認
識
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
存
在
と
自
我
と
の
無
媒
介
な
統
一
に
お
い
て
は
、
理
性
は
、
存
在
と
自
我
と
の
両
契
機
を
分
離
し
て
、

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
性
は
こ
の
統
一
を
ま
だ
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
S
.184) 

「
絶
対
的
な
事
」

わ
れ
わ
れ
は
「
無

「
普
遍
性
」

と
の
ヴ
ァ
リ
エ

そ
れ
か
ら
再
統
一
し
た
の

「
実
際
に
は
、
ま
だ
個
別
的
な
も
の
と
し
て
実
体
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
」

(
S
.313)

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
み
る
か

園
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