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ー
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
彼
の
哲
学
体
系
に
対
し
て
、
「
予
備
学
」

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
は
最
終
的
こ

(
1
)
 

と
い
う
意
義
を
担
う
と
思
わ
れ
る
。

『
精
神
現
象
学
』

は
自
然
的
意
識
が
自
己
吟
味
に
よ
っ
て
必
然
的
な
行
程
を
経
て
絶
対
知
に
到
達
す

る
教
養
の
歴
史
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
歴
史
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
程
の
必
然
性
に
よ
っ
て
―
つ
の
学
と
な
る
。
こ
の
学
は
‘

―
つ
の
認
識
論
で
も
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
緒
論
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
」

に
お
い
て
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
批
判
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
 

ン
ト
よ
り
拡
大
し
、
知
の
吟
味
を
意
識
の
と
る
―
つ
の
態
度
と
し
て
で
は
な
く
、
精
神
の
現
象
で
あ
る
意
識
の
存
立
構
造
そ
の
も
の
と
し

て
捉
ら
え
る
。
即
ち
意
識
の
経
験
を
意
識
の
存
立
構
造
の
顕
在
化
と
し
て
捉
ら
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
精
神
現
象
学
』

ま
た
そ
の
対
象
の
、

そ
し
て
究
極
的
に
は
精
神
の
存
在
論
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
の
含
む
い
ろ
い
ろ
の
問
題
の
中
で
、

絶
対
知
（
学
）
成
立
の
可
能
性
を
問
う
と
い
う
意
味
で

は
じ
め
に

方
法
と
し
て
の
承
認
論

は
意
識
の
、

理
論
的
態
度

と
並
ん
で
認
識
の
一
形
態
、
知
の
吟
味
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
実
践
的
態
度
を
「
自
已
意
識
」
の
章
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。
実

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
認
識
・
経
験
・
現
象
の
概
念
を
カ

入

江

幸

男
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と
こ
ろ
で
‘
行
為
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
確
信
は
、
行
為
が
自
已
認
識
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
自
我
に
つ
い
て

の
知
で
あ
り
ー
|
_
「
絶
対
的
対
象
」
（
S
.
1
4
3
,
 1
4
5
)
 

の
も
の
か
ら
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

の
存
在
は
彼
の
行
為

T
a
t
で
あ
る
」

(s.2
3
6
)
 

と
い
っ
た
人
間
観
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

践
的
態
度
を
認
識
の
一
形
態
と
す
る
こ
と
は
‘
認
識
論
と
い
う
理
論
的
分
野
を
超
え
て
そ
の
基
礎
と
し
て
実
践
的
分
野
を
入
れ
る
こ
と
で

あ
り
、
近
代
の
認
識
論
史
の
上
で
画
期
的
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
践
的
態
度
を
理
論
的
態
度
よ
り
も
認
識
成
立
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
考
え
る
。
例
え
ば
『
大
論
理
学
』

の
章
に
お
い
て
、
第
二
の
理
念
で
あ
る
「
認
識
と
い
う
理
念
」
の
中
に
理
論
的
態
度
と
共
に
実
践
的
態
度
が
ー
—
_
し
か
も
よ
り
高
次
の
も

(
3
)
 

の
と
し
て
|
|
含
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
重
要
な
の
は
‘
そ
れ
が
対
象
認
識
の
で
は
な
く
自
己
認
識
の
一
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

の

つ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
の
哲
学
で
は
、
全
て
の
認
識
は
究
極
的
に
は
自
己
認
識
で
あ
る
。
自
己
認
識
に
お
い
て
実
践
的
態
度

が
理
論
的
態
度
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
背
景
に
は
「
個
人
は
彼
か
行
な
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
し
か
な
い
」

(s.2
2
8
)
 

(
5
)
 

『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の
吟
味
は
、
確
信
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
挫
折
に
よ
っ
て
確
信
が
訂
正
さ

れ
る
‘

行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の
吟
味

と
い
う
仕
方
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
‘
吟
味
さ
れ
る
知
は
確
信
で
あ
り
‘
吟
味
の
尺
度
は
行
為
の
挫
折
と
い
う
経
験
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
行
為
が
成
功
し
た
な
ら
確
信
は
真
理
で
あ
り
、
行
為
が
失
敗
し
た
な
ら
確
信
は
偽
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
、

ま
り
真
か
偽
か
だ
け
の
尺
度
と
な
る
の
で
は
な
い
。
行
為
の
挫
折
の
後
に
確
信
を
訂
正
す
る
仕
方
、
方
向
づ
け
も
ま
た
、
そ
の
経
験
以
外

（
行
為
の
直
接
の
対
象
で
は
な
く
本
当
の
対
象
）

「
人
間
の
真

は
自
我
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
ー
ー
i
し

「
理
念
」
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意
識
と
対
象
の
関
係
に
も
向
か
う
行
為
で
あ
る
。

か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
自
我
は
（
意
識
と
対
象
の
）
関
係
の
内
容
及
び
関
係
す
る
こ
と
自
身
で
あ
る
」

(
S
.
1
3
4

括
弧
内
引
用
者
）
か

ら
、
自
我
に
つ
い
て
の
知
と
は
意
識
と
対
象
と
の
一
定
の
存
在
関
係
の
知
で
あ
る
。

在
関
係
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
新
し
い
も
の
へ
変
更
す
る
行
為
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
関
係
自
体
を
直
接
に
対
象
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
行
為
は
‘
物
、
他
者
、
自
分
の
生
命
、
社
会
等
を
直
接
の
対
象
と
し
、

そ
れ
ら
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識

と
対
象
の
関
係
を
変
化
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
を
も
ま
た
変
化
さ
せ
得
る
。
従
っ
て
行
為
は
直
接
の
対
象
の
み
な
ら
ず
、
自
我
、

も
う
―
つ
知
を
吟
味
す
る
行
為
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
‘
吟
味
さ
れ
る
確
信
の
内
容
（
対
象
と
意
識
の
関
係
）
に
お
け
る
対
象
が
常

に
全
て
の
対
象
乃
至
対
象
一
般
で
あ
っ
て
個
々
の
対
象
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
行
為
が
直
接
に
向
か
い
得
る
対
象
は
そ
う
し
た
普
遍
的

対
象
で
は
な
く
て
個
々
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
自
我
或
る
い
は
意
識
が
身
体
を
も
つ
行
為
者
と
し
て
は
個
別
で
あ

り
、
そ
の
行
為
も
個
別
的
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
従
っ
て
確
信
を
実
現
し
ょ
う
と
す
る
行
為
は
‘
個
別
的
対
象
を
普
遍
的
な
も

の
と
し
て
対
象
に
し
て
お
り
、
そ
の
目
標
も
ま
た
、
個
別
的
対
象
と
意
識
の
個
別
的
関
係
に
お
け
る
普
遍
的
関
係
と
し
て
あ
り
、
そ
の
行

為
の
場
も
、
個
別
的
な
物
理
空
間
で
は
な
く
普
遍
的
な
意
味
を
も
っ
た
場
と
し
て
あ
る
。

「
意
識
は
一
面
で
は
対
象
の
意
識
で
あ
り
、
他
面
で
は
自
分
自
身
の
意
識
で
あ
る
」

(s.
72)
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
達
は
‘
意

識
が
主
題
的
意
識

d
a
s
t
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
 B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
と
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
前
主
題
的
意
識

d
a
s
p
r
a
t
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
 B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
 

か
ら
な
る
二
重
構
造
を
も
つ
と
解
釈
し
た
い
。
前
主
題
的
意
識
自
身
は
更
に
意
識
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
‘

そ
の
内
容
は
無
意
識
的
で
あ

る
。
こ
の
前
主
題
的
意
識
も
ま
た
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
限
な
意
識
で
あ
っ
て
、
前
主
題
的
意
識
及
ぴ
そ
れ
に
知
ら
れ
て
い
な
い

面
を
叙
述
す
る
の
は
「
我
々
」
（
既
に
絶
対
知
に
到
達
し
て
『
精
神
現
象
学
』
を
叙
述
し
て
い
る
哲
学
者
）
で
あ
る
。
主
題
的
意
識
の
主
題
・

一
定
の
存
在
関
係
を
実
現
す
る
行
為
は
‘
既
存
の
存
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、。
'
>
 

対
象
は
自
分
以
外
の
も
の
で
あ
る
か
、
自
分
自
身
（
或
る
い
は
自
分
と
他
の
も
の
の
関
係
）

こ
の

と
な
る
。
こ
の
者
に
と
っ
て
相
互
に
自

で
あ
る
か
だ
ろ
う
。
主
題
的
意
識
の
対
象
と

な
る
自
分
自
身
（
或
る
い
は
自
分
と
他
の
も
の
の
関
係
）
に
は
、
現
在
の
意
識
作
用
（
こ
れ
は
前
主
題
的
意
識
の
対
象
で
あ
る
）
は
含
ま

れ
ず
、
記
憶
と
し
て
の
過
去
の
自
分
（
こ
れ
に
は
過
去
の
意
識
作
用
も
含
ま
れ
る
）
の
思
考
や
感
情
や
感
覚
や
行
為
、
ま
た
実
体
的
な
も

の
と
し
て
私
念
さ
れ
た
自
分
の
性
格
や
気
質
‘
身
体
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
加
え
て
現
在
の
行
為
が
あ
る
。
行
為
は
身
体
運
動
と
し

て
主
題
的
意
識
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
的
な
行
為
が
も
っ
て
い
る
意
味
と
し
て
も
ま
た
主
題
的
意
識
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
意
味
に
は
前
主
題
的
意
識
に
よ
っ
て
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
無
意
識
的
な
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。

以
上
を
念
頭
に
お
い
て
先
ず
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
最
初
の
行
為
の
形
態
‘
「
欲
望
」
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
を
考
察
し
た

『
精
神
現
象
学
』

で
最
初
に
叙
述
さ
れ
る
意
識
の
形
態
‘
対
象
意
識
は
、
対
象
が
真
な
る
も
の
で
あ
り
意
識
と
は
無
関
係
に
そ
れ
自

体
で
存
在
し
て
い
る
も
の
、
即
自

d
a
s
A
n
s
i
c
h
と
考
え
て
い
た
が
、
対
象
に
つ
い
て
の
経
験
を
通
し
て
、
こ
の
即
自
は
意
識
自
身
で
あ

り
、
対
象
意
識
は
真
実
に
は
自
己
意
識
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
至
る
。
「
対
象
は
そ
れ
自
体
で
は
(
a
n
sich
即
自
的
に
は
）
虚
し
い
も

の
で
あ
り
、
自
我
が
そ
の
本
質
で
あ
る
」
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
自
己
意
識
は
‘

こ
の
確
信
を
「
真
の
確
信
」

(
S
.
1
3
9
)

あ
り
方
の
確
信
」
に
す
る
た
め
に
、
自
立
的
な
対
象
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
「
欲
望
」

(
S
.
1
3
9
)

「
対
象
的
な

立
的
で
あ
る
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
自
分
と
対
象
と
の
既
定
の
関
係
を
、
確
信
の
示
す
関
係
へ
と
変
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
‘

者
は
こ
の
関
係
自
身
を
ま
た
自
我
自
身
を
行
為
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
他
な
る
対
象
を
否
定
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
対
象

と
自
我
の
関
係
及
び
そ
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
自
我
自
身
を
変
換
し
、
新
し
い
そ
れ
ら
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
欲
望
と
な
る
。

こ
の
欲
望
が
向
か
う
べ
き
対
象
は
‘
対
象
一
般
或
る
い
は
全
て
の
対
象
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
感
性
に
規
定
さ
れ
た
意
志
と
し
て
の
欲
望

が
向
か
う
対
象
は
個
物
、
ま
た
欲
望
の
行
為
が
向
か
う
対
象
も
個
物
で
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
一
個
の
赤
い
林
檎
で
あ
り
、
そ
の
行
為
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だ
が
そ
れ
は

と
意
識
と
の
関
係
と
同
じ
く

つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
主
題
的
意
識
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
行
為
は
主
題
的

意
識
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
の
実
現
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
意
識
の
背
後
に
は
「
全
て
の
対
象
は
そ
れ
自
体
で
は

虚
し
く
、
自
我
が
そ
の
本
質
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
が
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
意
識
が
現
実
乃
至
対
象
一
般
に
対
し
て
と
っ
て
い

る
関
係
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
確
信
を
持
つ
の
は
前
主
題
的
意
識
で
あ
り
、

的
存
在
論
、

乃
至
世
界
観
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
前
主
題
的
意
識
自
身
は
更
に
意
識
さ
れ
て
は
な
い
か
ら
、
確
信
は
無
意
識
的
確
信
,die

b
e
w
u
B
t
l
o
s
e
 G
e
w
i
B
h
e
i
t
で
あ
り
、
意
識
と
確
信
の
関
係
は
‘
「
観
察
す
る
理
性
」
の
章
に
お
け
る
理
性
の
「
無
意
識
的
確
信
」

(s.
2
5
3
)
 

(
6
)
 

「
持
つ
」
と
い
う
関
係
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
こ
の
一
個
の
林
檎
は
そ
れ
自
体
で
は
虚
し
く
、
自
我
が
そ
の
本
質
で
あ
る
」
こ
と
の
対
象
化
を
、
先
の
全
て
の
対
象
に

つ
い
て
の
確
信
の
対
象
化
と
同
一
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

対
象
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
確
信
が
こ
の
他
な
る
も
の
の
廃
棄
に
よ
っ
て
存
在
し
、
こ
の
廃
棄
が
存
在
す
る
に
は
こ

の
他
な
る
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
否
定
的
関
係
に
よ
っ
て
対
象
を
廃
棄
す
る

こ
と
が
で
き
ず
‘

そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
再
度
、
欲
望
及
び
対
象
を
つ
く
り
出
す
」

食
い
尽
し
て
も
先
の
確
信
の
対
象
化
に
は
な
ら
ず
、
再
度
他
の
個
物
の
否
定
へ
向
か
う
こ
と
を
反
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

一
個
の
対
象
の
虚
無
性
を
対
象
化
し
て
も
対
象
一
般
の
虚
無
性
の
対
象
化
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
は
な
い
。

あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
こ
の
林
檎
は
お
い
し
い
（
食
べ
ら
れ
る
）
」
と
い
う
こ
と

は
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
S
.
1
3
9
)
 

と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
云
う
処
か
ら

「
欲
望
と
そ
の
満
足
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
自
分
自
身
の
確
信
は

と
こ
ろ
で
、
私
達
が
林
檎
を
食
べ
る
時
‘
先
の
確
信
を
意
識
し
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
思
っ
て
食
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
‘

せ
い
ぜ
い

ヘ
ー
ゲ
ル
風
に
云
い
直
し
て
「
こ
の
林
檎
は
そ
れ
自
体
で
は
虚
し
い
も
の
で

一
個
の
林
檎
をか

こ
の
確
信
が
こ
こ
で
の
自
己
意
識
の
エ
レ
メ
ン
ト
、
前
主
題
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る
欲
望
の
関
係
か
ら
対
他
者
関
係
へ
の
移
行
は

日一し
'ー

れ 行
為
の
挫
折
に
お
い
て

こ
の
態
度
の
変
化
は
‘
次
の
よ
う
な
仕
方
で

つ
て
あ
っ
た
一
個
の
林
檎
の
虚
無
性
は
‘
そ
の
不
在
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
が
対
象
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。

の
確
信
は
‘
食
べ
尽
し
た
瞬
間
に
お
い
て
は
対
象
的
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
過
去
の
も
の
に

な
り
、
確
信
は
内
的
な
も
の
に
戻
っ
て
し
ま
い
。
先
の
自
分
自
身
の
確
信
も
内
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
次
に
「
対
象
の
自
立
性
の
た
め
に
、
こ
の
も
の
が
自
ら
自
分
に
否
定
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
‘
自
己
意
識
は
満

足
に
到
達
し
う
る
」
(
S
.
1
3
9

傍
点
引
用
者
）
と
云
う
の
は
一
見
奇
妙
だ
が
、
「
欲
望
の
対
象
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
根
絶
不
可
能
な
実
体
‘

流
動
的
で
自
己
自
同
の
実
在
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
の
み
自
立
的
で
あ
る
」
(
S
.
1
4
0

傍
点
引
用
者
）
と
云
わ
れ
て
い
る
処
か
ら
‘
こ
の
対

象
は
個
々
の
対
象
で
は
な
く
対
象
界
全
体
の
意
味
だ
と
判
る
。
先
の
確
信
が
対
象
的
に
な
る
た
め
に
は
、
対
象
が
即
自
的
に
虚
し
い
も
の

で
あ
っ
て
且
そ
の
否
定
に
お
い
て
猶
存
続
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
へ
移
行
す
る
。

か
か
る
対
象
は
意
識
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
い
、
対
他
者
関

つ
ま
り
、
個
物
の
否
定
の
行
為
が
先
の
確
信
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
誤
り
が
、

一
個
の
林
檎
を
食
べ
る
行
為
が
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
も
つ
「
こ
の
林
檎
が
そ
れ
自
体
で
は
虚
し
い
こ
と
の
実

現
」
と
い
う
意
味
と
前
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
も
つ
「
全
て
の
対
象
は
そ
れ
自
体
で
は
虚
し
く
、
自
我
が
そ
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
確
信

の
対
象
化
」
と
い
う
意
味
の
矛
盾
と
し
て
、
前
者
の
実
現
が
む
し
ろ
後
者
の
対
象
化
を
妨
げ
る
と
い
う
関
係
と
し
て
前
主
題
的
に
意
識
さ

こ
の
予
盾
を
回
避
す
る
よ
う
に
行
為
が
修
正
さ
れ
、
他
者
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
必
然
的
な
仕
方
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
段
階
で
は
「
我
々
」

の
対
象
で
あ
る
自
己
意
識
は
‘
意
図
的
自
覚
的
に
知
を
吟
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
に
対
す

こ
の
意
識
に
と
っ
て
は
必
然
性
の
な
い
単
な
る
「
出
来
事
」
で
あ
る
。
こ
の
移
行
は
‘

物
に
対
す
る
欲
望
の
満
足
だ
け
で
は
充
た
さ
れ
な
い
者
が
、
他
方
で
所
謂
社
交
本
能
を
充
た
す
た
め
に
他
者
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
で

一
個
の
林
檎
の
虚
無
性
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外
論
に
対
し
て
は

マ
ル
ク
ス
が
ま
た
ル
カ
ー
チ
が

疎
外
論
と
承
認
論

「
他
者
認
識
」
の
根
源
性
に
匹
敵
す
る
。
そ
の
根
源
性
は
‘
自
己
意
識

「
承
認
」
概
念
の
根
源
性
に
基
づ
く
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
承
認
」
概

「
人
間
は
彼
が
生
ま
れ
た
自
然
と
混
り
合
う

認
識
と
し
て
の
実
践
に
お
い
て
知
の
訂
正
の
機
縁
と
な
る
行
為
の
挫
折
は
‘

も
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
疎
外
と
対
象
化
を
同
一
視
し
て
お
り
、
そ
れ
は
主
体
を
自
己
意
識
と

同
一
視
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
‘

が
、
し
か
し
ま
た
人
間
は
自
分
を
自
然
か
ら
引
き
離
す
の
で
あ
る
。
…
…
…
疎
外
は
す
で
に
そ
こ
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

疎
外
と
と
も
に
人
間
の
運
命
の
問
題
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
概
念
は
マ
ル
ク
ス
が
理
解
し
て

(
7
)
 

い
る
よ
う
に
資
本
主
義
に
お
け
る
人
間
の
疎
外
と
い
う
概
念
だ
け
に
還
元
し
う
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
」
と
云
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
疎
外
論

に
対
し
て
所
謂
実
存
主
義
的
な
再
評
価
を
す
る
。
彼
は
そ
の
再
評
価
が
根
源
的
に
は
引
用
し
た
個
人
と
自
然
の
関
係
論
よ
り
も
相
互
承
認

論
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
私
達
の
予
想
を
言
え
ば
‘
疎
外
と
対
象
化
の
同
一
視
は
‘
相
互
承
認
が
存
在
II
思
惟
と
い

う
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
始
め
て
成
立
し
、
存
在
II
思
惟
で
な
い
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
基
本
的
に
成
立
し
え
ず
、
必
然
的
に
疎
外
が

(
8
)
 

生
じ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

相
互
承
認
が
存
在
II
思
惟
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
を
要
求
す
る
の
は
‘

念
は
、
単
に
他
者
の
意
見
、
行
動
、
所
有
等
の
承
認
で
は
な
く
‘

認
で
あ
っ
て
、
こ
の
根
源
性
は
‘
現
代
に
お
け
る
他
者
認
識
論
の

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
承
認
の
根
拠
を
な
す
根
源
的
な
意
味
で
の
他
者
承

が
成
立
し
た
後
に
自
立
的
な
ア
ト
ム
の
関
係
と
し
て
承
認
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
く
‘
逆
に
相
互
承
認
に
お
い
て
始
め
て
自
己
意
識
が
真

ヘ
ー
ゲ
ル
の
疎
外
論
に
関
わ
っ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
疎
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ぴ
意
識
を
（
各
々
二
つ
に

実
際
に
存
在
す
る
」

(
S
.
1
4
0
)

「
あ
る
自
己
意
識
が
あ
る
自
己
意
識
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
意
識
は

(
9
)
 

と
云
わ
れ
て
い
る
点
に
収
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
承
認
関
係
及
至
運
動
は
自
己
意
識
の
存
立
構
造
の

ヘ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
的
経
験
・
知
の
自
己
吟
味
を
自
已
意
識
の
存
立
構
造
と
し
て
捉
ら
え
る
時
に
も
承
認
過

行
為
が
根
源
的
に
は
相
互
承
認
或
る
い
は
そ
れ
を
求
め
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
物
関
係
か
ら
対
他
者
関
係
へ
の
移
行
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
他
の
自
己
意
識
が
現
わ
れ
て
く
る
か
に
つ
い
て
―
つ
の
解
釈
が
出
て
く
る
。
対
他
者
関
係
の
出
現
は
‘

化

d
i
e
V
e
r
d
o
p
p
l
u
n
g
 d
e
s
 S
e
l
b
s
t
b
e
w
u
B
t
s
e
i
n
s
」
(s.
1
4
0
)
に
よ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
已
意
識
」
の
章
の
前
章
、
理
論
的

態
度
で
あ
る
「
意
識
」
の
章
に
お
け
る
対
象
意
識
（
感
覚
的
確
信
‘
知
覚
‘
悟
性
）
は
「
普
遍
的
自
我
」
(
S
.
8
3
)

と
云
わ
れ
て
お
り
‘

ン
ト
の
「
意
識
一
般
」
に
当
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
行
為
に
お
い
て
は
‘
自
己
意
識
は
普
遍
で
は
あ
り
え
ず
、
個
別
で
あ
り
‘

個
別
で
あ
る
の
は
、
他
の
個
別
と
の
対
立
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
己
意
識
の
二
重
化
が
生
じ
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
る
と
欲
望
の
行
為

に
お
い
て
既
に
自
已
意
識
の
二
重
化
は
起
こ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
自
己
意
識
の
行
為
が
対
象
界
か
ら
疎
外
さ
れ
て
分
裂
・
ニ
童
化
が

起
き
る
の
で
は
な
く
‘
疎
外
に
よ
っ
て
自
己
の
個
別
性
に
気
づ
い
た
自
已
意
識
が
他
の
個
別
者
を
見
い
出
す
こ
と
に
な
り
、

対
象
の
内
に
先
の
確
信
の
対
象
化
‘
換
言
す
れ
ば
そ
の
他
者
に
よ
っ
て
本
質
及
至
対
自
存
在
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
行
く
と

解
釈
で
き
よ
う
。
後
の
「
真
の
精
神
‘

人
倫
性
」

「
自
已
意
識
の
二
重力

個
別
が

こ
の
新
た
な

の
章
で
は
「
行
為
H
a
n
d
l
u
n
g
が
精
神
を
実
体
と
そ
の
意
識
へ
と
分
け
、
ま
た
実
体
及

つ
ま
り
実
体
は
神
の
法
と
人
の
法
へ
、
意
識
は
女
と
男
へ
）
分
け
る
」
(
S
.
3
1
7

括
弧
内
引
用
者
）
と
云
わ
れ
、

程

が

組

み

込

ま

れ

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

理

論

的

、

実

践

的

の

二

つ

が

あ

っ

て

、

後

者
が
自
己
に
つ
い
て
の
知
の
吟
味
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
‘
そ
れ
が
相
互
承
認
或
る
い
は
そ
れ
を
求
め
る
行
為

•••••••• 
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。

『
精
神
現
象
学
』

の
叙
述
を
導
く
知
の
吟
味
に
は

内
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り

に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
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己
意
識
に
と
っ
て
他
の
―
つ
の
自
己
意
識
が
存
在
し
て
い
る
時

こ
の
こ
と
は
‘
他
者
が
自
分
自
身
の
本
質
で
あ
り
ま
た
自
分
が
他
者
の

に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
。

こ
の
解
釈
は
‘
何
故
「
欲
望
」
の
段
階
が
「
自
己
意
識
」

の
章
で
「
A

「
自
己
意
識
」

の
章
全
体
の
導
入
部
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
行
為

の
根
源
的
な
意
味
‘
相
互
承
認
の
追
求
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
可
能
に
す
る
。

自
己
意
識
の
自

ヘ
ー
ゲ
ル
は
承
認
を
求
め
る
対
他
者
関
係
の
叙
述
に
先
立
っ
て
「
承
認
の
純
粋
概
念
」
を
提
供
し
て
い
る
。
相
互
承
認
に
お
い
て
、
自

本
質
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
他
者
を
止
揚
す
る
行
為
も
、
他
者
の
本
質
性
を
否
定
し
ま
た
他
者
の
内

の
自
己
を
否
定
す
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
更
に
こ
の
行
為
か
ら
の
自
已
内
還
帰
も
、
自
已
の
取
り
戻
し
で
あ
り
ま

た
他
者
の
解
放
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
最
後
に
こ
の
行
為
は
‘

一
方
の
者
の
行
為
で
も
あ
り
他
方
の
者
の
行
為
で

も
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
、
各
々
は
他
に
と
っ
て
、
自
己
を
自
己
自
身
と
媒
介
し
推
論
結
合
す
る
中
辞
で
あ

り
、
更
に
各
々
は
互
い
に
承
認
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
承
認
し
合
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
承
認
の
純
粋
概
念
」
は
決
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
承
認
の
最
上
の
形
態
で
は
な
い
。
こ
の
承
認
は
二
つ
の
自
己
意
識
の
関
係

で
あ
っ
て
、
か
か
る
関
係
は
そ
れ
自
体
、
よ
り
多
く
の
自
己
意
識
或
る
い
は
社
会
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
承
認
の
最
高
形
態
は
‘
民
族
及
至
国
家
を
成
立
せ
し
め
る
承
認
で
あ
る
。
こ
の
「
承
認
の
純
粋
概
念
」

の
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
実
在
哲
学
I
』

の
叙
述
に
お
い
て
彼
は
「
愛
」

で
愛
を
原
理
と
す
る
「
婚
姻
」
に
つ
い
て
「
そ
こ
に

お
い
て
各
々
の
意
識
が
互
い
に
交
換
さ
れ
、
自
分
自
身
の
意
識
で
あ
り
且
他
者
の
意
識
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
両
者
の
生
き
生
き
と
し
た
単

由
」
の
二
節
の
前
に
一
節
と
し
て
設
け
ら
れ
ず

自
己
意
識
の
自
立
性
と
非
自
立
性
」

「

B

意
識
の
実
体
（
現
実
）
と
の
対
立
と
意
識
の
二
重
化
は
同
時
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
対
他
者
関
係
と
対
物
関
係
は
常
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(12)

（

13) 

こ
の
承
認
は
、
二
つ
の
自
己
意
識
を
媒
介
す
る
も
の
が
欠
け
た
「
直
接
的
に
承
認
さ
れ
た
存
在
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
感
情
に

に
よ
る
結
合
を
除
け
ば
‘
二
つ
の
自
己
意
識
は
身
体
を
含
め
た
物
や
発
話
行
為
を
含
め
た
行
為
を
媒
介
に
し
て
し
か
関
係
し
え
な
い
。
（
こ

の
こ
と
が
現
代
に
お
い
て
他
者
認
識
を
ア
ポ
リ
ア
に
し
て
い
る
。
）

自
己
意
識
が
、
生
を
虚
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
‘
換
言
す
れ
ば
自
分
が
純
粋
対
自
存
在
で
あ
る
こ
と
‘
を
他
者
に
承
認
し
て
も

ら
う
為
の
互
い
の
生
死
を
賭
け
た
闘
い
に
お
い
て
は
‘
互
い
の
身
体
、
生
命
が
媒
介
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
自
分
が
死
ん
で
も
相

手
が
死
ん
で
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
と
い
う
矛
盾
の
「
経
験
に
お
い
て
、
自
己
意
識
に
は
生
も
ま
た
純
粋
自
己
意
識
と
同
様
に

本
質
的
で
あ
る
こ
と
が
生
じ
る
」

(
S
.
1
4
5
)

と
い
う
行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の
吟
味
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
‘
こ
の
二
つ
を
本
質

と
す
る
自
己
意
識
の
形
態
が
現
わ
れ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
「
そ
れ
ら
は
さ
し
あ
た
っ
て
不
同
で
対
立
し
て
お
り
、
統
一
へ
の
そ
れ
ら
の
還
帰

は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
は
意
識
の
対
立
す
る
二
つ
の
形
態
と
し
て
あ
る
」

(
S
.
1
4
5
f
)

と
云
わ
れ
、
こ
こ
に
対
自

(14) 

存
在
を
本
質
と
す
る
主
人
と
生
或
る
い
は
対
他
存
在
を
本
質
と
す
る
奴
隷
の
有
名
な
関
係
が
成
立
す
る
。

主
奴
関
係
に
お
い
て
主
人
は
的
直
接
的
に

O
奴
隷
と
司
物
に
関
係
し
、
ま
た
い
間
接
的
に

O
物
を
介
し
て
奴
隷
と
切
奴
隷
を
介
し
て
物

と
関
係
す
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
切
り
は
承
認
を
求
め
る
闘
い
の
場
合
の
よ
う
に
生
の
内
に
埋
没
し
た
意
識
‘

に
対
す
る
関
係
と
し
て
（
対
自
存
在
と
し
て
の
奴
隷
に
対
し
て
主
は
直
接
的
に
は
関
係
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
）
的
切
は
欲
望
の
関
係
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
い
り
（
主
人
ー
物
ー
奴
隷
）
で
は
‘
奴
隷
に
と
っ
て
の
本
質
で
あ
る
物
（
生
命
）
を
否
定
す
る
主
人
が
、
そ
の
物
（
生

命
、
土
地
、

生
産
手
段
）

の
支
配
を
介
し
て
奴
隷
を
支
配
す
る
関
係
（
支
配
ー
奉
仕
）
が
、
い
司
（
主
人
ー
奴
隷
ー
物
）

と
云
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。

(11) 

一
存
在
E
i
n
s
s
e
i
n
に
お
い
て
、
意
識
は
必
然
的
に
両
者
が
そ
こ
で
分
け
ら
れ
且
―
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
辞
‘
実
存
す
る
統
一
で
あ
る
」

つ
ま
り
物
と
し
て
の
奴
隷

で
は
‘
奴
隷
の
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に
到
達
し

奴
隷
は
主
人
に
よ
る
「
死
の

労
働
•
加
工
と
い
う
行
為
を
介
し
て
生
産
物
と
し
て
り
物
を
主
人
が
享
受
す
る
と
い
う
関
係
（
享
受
ー
労
働
）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い

介
に
お
い
て
主
人
は
物
を
非
自
立
的
と
考
え
奴
隷
は
物
を
自
立
的
と
考
え
‘
い
司
に
お
い
て
も
主
人
は
物
の
非
自
立
性
を
享
受
し
奴
隷
は

物
の
自
立
性
を
引
き
受
け
て
い
る
。
二
つ
の
自
己
意
識
を
媒
介
す
る
物
が
両
者
に
一
面
的
に
し
か
も
異
な
っ
た
面
に
お
い
て
し
か
関
係
し

て
い
な
い
と
き
‘

そ
の
物
は
分
裂
し
た
中
辞
で
あ
り
‘
商
者
を
統
一
し
得
な
い
。
さ
し
あ
た
り
こ
う
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
周
知
の
主
奴
の
逆
転
が
起
き
る
。
こ
こ
で
の
承
認
関
係
は
‘

同
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
（
主
人
）

「
本
来
的
な
承
認
」

(
S
.
1
4
7
)

の
み
が
承
認
さ
れ
て
、
他
方
（
奴
隷
）
は
承
認
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
の
み
で
な

(15) 

＜
、
主
人
が
た
と
え
承
認
さ
れ
て
も
「
本
来
的
な
承
認
」
で
は
な
い
と
い
う
点
に
も
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

A
・コ

ジ
ェ
ー
プ
が
鋭
く
指
摘
す
る
よ
う
に
「
奴
隷
は
主
人
に
と
っ
て
は
動
物
・
物
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
…
…
彼
は
…
…
一
人
の
他
の
人
間
に
よ

(16) 

っ
て
承
認
さ
れ
た
人
間
で
は
な
い
」
。
私
達
は
こ
こ
か
ら
更
に
、
主
人
が
奴
隷
に
逆
転
す
る
の
は
、
彼
の
生
活
が
奴
隷
の
労
働
生
産
物
に
依

存
し
て
い
る
か
ら
の
み
で
な
く
（
こ
の
こ
と
は
主
人
が
初
心
に
戻
っ
て
物
を
非
自
立
的
な
も
の
と
し
て
否
定
す
れ
ば
問
題
に
は
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
り
、
よ
り
根
本
的
な
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
）
、
承
認
に
お
い
て
ま
さ
に
主
人
に
と
っ
て
物
で
あ
る
奴
隷
に
依
存
し
て
い
る
か

ら
、
主
人
も
物
に
依
存
す
る
奴
隷
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
し
て
対
象
化
す
る
と
い
う
‘

つ
ま
り
絶
対
的
主
人
の
恐
怖
」

(
S
.
1
4
5
)

「
恐
怖
」
「
奉
仕
」
「
労
働
」

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
確
固
と
し
た
も
の
の
崩
壊
を
体
験

し
、
主
人
の
内
に
見
て
い
た
純
粋
対
自
存
在
II
絶
対
的
否
定
性
を
自
己
の
内
に
見
い
出
し
、
そ
れ
を
「
奉
仕
」
に
お
い
て
自
分
の
物
に
対

す
る
執
着
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
、
更
に
「
労
働
」
に
お
い
て
自
分
の
否
定
性
・
対
自
存
在
を
生
産
物
の
「
形
式
」
(
S
.
1
4
9
)

の
三
契
機
に
よ
っ
て
「
自
立
的
存
在
の
自
分
自
身
と
し
て
の
直
観
」

(
S
.
1
4
9
)

「
対
自
存
在
し
て
い
る
も
の
」
主
人
と
同
じ
も
の
に
な
る
と
云
わ
れ
る
。

で
は
な
く
「
一
面
的
で
不
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求
め
る
自
己
意
識
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
面

(
0的
と
司

al)

で
き
な
い

と
い
っ
た
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
。

対
象
化
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
欲
望
」

す
る
に
は
「
恐
怖
」
に
加
え
て
「
奉
仕
」

こ
の
両
面
は
各
々

こ
こ
で
疎
外
と
承
認
の
関
係
を
考
え
る
私
達
に
と
っ
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
労
働
に
よ
っ
て
自
立
的
対
象
を
自
分
自
身
と
し
て
直
観

疎
外
を
止
揚
す
る
た
め
に
他
者
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
奉
仕
と
い
う
契
機
が
な
け
れ
ば
‘
奴
隷
の
労
働
は
前

の
「
欲
望
」

の
行
為
と
同
じ
で
あ
る
。
労
働
に
も
な
る
ほ
ど
欲
望
の
抑
制
は
あ
る
が
、

奉
仕
を
欠
く
な
ら
、
労
働
は
自
分
の
欲
望
の
満
足
と
は
な
っ
て
も
‘
純
粋
対
自
存
在
の
対
象
化
に
は
な
ら
な
い
。
奉
仕
に
よ
っ
て
自
分
の

（
個
々
の
対
象
へ
の
依
存
‘
執
着
）
を
否
定
し
‘
疎
遠
な
主
人
の
欲
望
を
実
現
す
る
こ
と
が
初
め
て
労
働
を
し
て
対
自
存
在
の

「
真
の
精
神
」

つ
ま
り
他
者
を
承
認
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
‘
換
言
す
れ
ば
物
・
存
在
に
お
け
る

そ
れ
は
欲
望
実
現
の
た
め
の
必
要
手
段
に
過
ぎ
ず

の
章
か
ら
の
前
の
引
用
の
よ
う
に
、
・
自
己
意
識
が
行
為
す
る
と
き
1

行
為
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
常
に
自
己
を
実
現

す
る
と
い
う
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
捉
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ー
|
_
自
己
意
識
が
二
重
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実
も
自
立
的
‘

非
自
立
的
と
い
う
二
面
へ
分
か
れ
る
。
こ
の
現
実
の
二
面
へ
の
分
裂
は
‘
行
為
の
二
面
性
及
至
二
義
性
に
由
来
し
て
い
る
。
行
為
は
一
面

で
は
現
実
的
な
働
ら
き
か
け
と
し
て
常
に
現
実
の
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
行
為
は
現
実
を
そ
れ
が
向
か
う
対
象
と
し
て
、
ま
た

そ
れ
が
成
立
す
る
場
と
し
て
前
提
し
、
従
っ
て
「
行
為
は
現
実
を
自
分
の
本
質
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
(S.
2
6
7
)

。

現
実
の
虚
無
性
・
非
自
立
性

0
は
、
具
体
的
に
は
切
行
為
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
り
、
い
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
維
持
で
き

ず
否
定
性
が
対
象
化
さ
れ
な
い
‘

と
い
っ
た
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
。
現
実
の
実
体
性
・
自
立
性
司
は
‘
具
体
的
に
は
的
労
働
の
行
為
が
作

品
と
し
て
「
持
続
す
る
も
の
ein
B
l
e
i
b
e
n
d
e
s
」
(
S
.
1
4
9
)

及
至
定
在
に
な
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
り
、
い
行
為
に
よ
っ
て
根
絶
・
否
定

こ
の
具
体
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
己
実
現
・
確
信
の
対
象
化
を

と
悪
い
面

(
0い
と
司
い
）
を
も
つ
。
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機
の
導
入
は

他
者
を
承
認
す
る
契
機
は

と
こ
ろ
で
『
実
在
哲
学
I
』

の
各
々
に
つ
い
て

r

そ
れ
が
「
良
い

g
u
t
」

自
己
実
現
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
面
が
「
奉
仕
」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
だ
ろ
う
か
。

(17) 

産
物
を
主
人
の
享
受
の
為
に
捧
げ
る
こ
と
と
、
主
人
の
欲
望
の
実
現
の
為
の
労
働
で
あ
る
こ
と
の
二
契
機
か
ら
成
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
都

奴
隷
は
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
‘
悪
い
面
司
い
は
‘
加
工
の
不
充
分
さ
と
し
て
現

わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
加
工
は
主
人
の
欲
望
の
実
現
で
あ
る
か
ら
‘
奴
隷
に
と
っ
て
は
無
関
係
な
こ
と
と
な
る
。
前
に
私
達
は
‘
主

人
が
現
実
の
非
自
立
的
な
側
面
の
み
に
、
奴
隷
が
自
立
的
な
側
面
の
み
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
た
が
、
実
際
に
は
‘
主
人
は
現
実
の
二

面
の
各
々
の
自
己
実
現
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
面
に
、
奴
隷
は
都
合
の
よ
い
面
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
こ
と
が
主
奴
の
転

倒
の
理
由
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

―
つ
の
自
己
意
識
が
現
実
の
二
面
に
関
わ
る
こ
と
は
‘
現
実
に
対
し
て
二
様
の
関
係
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
己
意
識
自
身
が
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
現
実
と
の
関
係
の
こ
の
四
面

(
0
の
的
い
‘
司
の
切
い
）
は
、
現
実
と
の
関
係
が
叙
述
さ
れ
る
場
合
に
は
常
に
重
要
な
解

釈
の
鍵
と
な
る
の
だ
が
、
現
実
の
二
面

(
0と
切
）
は
後
に
「
不
幸
な
意
識
」
に
お
い
て
「
分
裂
し
た
現
実
」
と
し
て
明
言
さ
れ
、
現
実

の
四
面
は
後
の
「
自
分
か
ら
疎
遠
に
な
っ
た
精
神
・
教
養
」
に
お
い
て
「
国
家
権
力
」

『
精
神
現
象
学
』

（
自
立
的
な
面
）
と
「
財
富
」

「
悪
い
s
c
h
l
e
c
h
t
」
と
い
う
二
つ
の
判
断
‘
計
四
つ
の
判
断
と
し
て
明
言
さ
れ
て
い
る
。

『
実
在
哲
学
II
』
で
は
‘
承
認
は
何
よ
り
も
他
者
に
承
認
さ
れ
る
必
要
と
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
り
‘

他
者
を
承
認
す
る
必
要
が
出
て
く
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
他
者
に
承
認
さ
れ
る
に
は
相
互
承
認
に
よ
る
他
な
い
と
い
う
理
由
で
出
て
く
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
物
と
の
統
一
の
た
め
の
、
ま
た
後
に
「
不
幸
な
意
識
」
に
出
て
く
る
自
己
同
一
回
復
の
た
め
の
「
奉
仕
」
と
い
う

で
の
承
認
論
と
そ
れ
以
前
の
そ
れ
を
区
別
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る

C

こ
の
契

ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
相
互
承
認
へ
の
過
程
を
多
様
な
諸
段
階
‘
諸
相
に
お
い
て
叙
述
す
る
こ
と
が
可

合
の
悪
い
面

0
い
は
、
主
人
の
享
受
に
お
い
て
現
わ
れ

（
非
自
立
的
な
面
）

「
奉
仕
」
は
‘
生
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能
に
な
り
、
『
実
在
哲
学
I
』
『
実
在
哲
学
II
』

一
面
的
承
認
論
か
ら
相
互
承
認
論
へ

で
の
不
充
分
さ
‘

つ
ま
り
承
認
を
求
め
る
生
死
を
賭
け
た
闘
い
か
ら
、
自
己
否
定
に
よ
っ

て
あ
っ
さ
り
と
相
互
承
認
の
成
立
へ
移
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
不
充
分
さ
を
あ
る
程
度
免
れ
た
理
由
の
―
つ
で
あ
る
。

主
奴
関
係
或
る
い
は
そ
れ
に
入
る
こ
と
は
、
主
人
の
前
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
は
「
全
て
の
対
象
は
そ
れ
自
体
虚
し
く
、
自
我
が
そ
の

本
質
で
あ
る
と
い
う
確
信
の
対
象
化
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
多
分
は
じ
め
に
は
「
こ
の
人
間
を
支

配
し
、
自
分
を
承
認
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、

味
に
逆
転
す
る
。
こ
れ
は
前
主
題
的
意
識
に
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
主
人
は
i

前
に
欲
望
か
ら
対
人
関
係
へ
の
移
行
に
お
い
て
し
た
よ
う

に
|
—
再
び
行
為
を
前
主
題
的
意
識
に
合
わ
せ
て
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
は
や
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
行
き
詰
ま
り

に
お
い
て
主
人
は
彼
が
無
意
識
的
に
課
題
と
し
て
い
た
確
信
を
意
識
す
る
。
先
の
確
信
が
主
題
的
意
識
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の

(18) 

意
識
で
あ
る
前
主
題
的
意
識
も
ま
た
変
化
し
「
対
象
的
実
在
が
（
こ
の
）
意
識
の
対
自
存
在
と
い
う
意
味
を
も
つ
」

(
S
.
1
5
1
f

括
弧
内
引

用
者
）
と
い
う
意
識
に
変
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
前
主
題
的
意
識
が
、
新
し
い
意
識
の
形
態
（
さ
し
あ
た
っ
て
は
ス
ト
ア
主
義
）

自
的
に
存
在
し
て
い
る
エ
レ
メ
ン
ト
」

(
S
.
1
5
2
)

前
主
題
的
な
存
在
論
、
世
界
観
と
な
る
。

の

艮i

奴
隷
の
前
主
題
的
意
識
は
「
物
が
自
分
の
本
質
で
あ
り
、
自
分
は
物
（
生
命
）
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
を
も
つ
。
主
題

的
意
識
は
「
主
人
が
自
分
の
本
質
で
あ
る
一
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
が
、
恐
怖
に
よ
っ
て
前
主
題
的
意
識
も
主
題
的
意
識
も
「
純
粋
対
自

存
在
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
に
な
る
。
更
に
奉
仕
‘
労
働
に
よ
っ
て
そ
れ
が
対
象
化
さ
れ
「
こ
の
物
（
生
産
物
）
の
形
式
は
自
分
の
対
自

存
在
で
あ
る
」
と
い
う
主
題
的
意
識
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
前
主
題
的
意
識
は
「
全
て
の
対
象
的
実
在
は
こ
の
意
識
の
対
自
存
在

「
こ
の
奴
隷
（
物
）
と
そ
の
生
産
物
に
依
存
す
る
」
と
い
う
意
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し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

マ
の
奴
隷
制
に

化」

(
S
.
1
5
8
)

に
な
っ
て
い
る
。

で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
」
と
い
う
内
容
に
な
る
が
‘
主
題
的
意
識
は
‘
自
分
の
こ
の
生
産
物
に
お
け
る
自
已
直
観
を
全
て
の
対
象
に

拡
張
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
物
一
般
に
対
す
る
態
度
と
し
て
は
「
全
て
の
対
象
は
即
自
的
に
は
虚
し
く
、
自
我
が
そ
の
本
質
で
あ
る
」

と
い
う
内
容
に
留
ま
る
。
こ
う
し
て
奴
隷
も
ス
ト
ア
主
義
へ
移
行
す
る
。

（
存
在
、
物
、
個
別
性
）

「
ス
ト
ア
主
義
」
の
意
識
が
自
覚
し
て
い
る
「
全
て
の
対
象
は
そ
れ
自
体
で
は
虚
し
く
、
自
我
が
そ
の
本
質
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
は
、

「
ス
ケ
プ
シ
ス
主
義
」
に
お
い
て
理
論
的
態
度
に
よ
っ
て
実
現
が
試
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
‘

に
試
み
ら
れ
た
の
と
同
様
に
失
敗
す
る
。
そ
こ
で
自
已
意
識
は
初
め
て
対
自
存
在
と
存
在
が
共
に
本
質
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
て
生
じ
た

「
不
幸
な
意
識
」
で
は
‘
主
人
と
奴
隷
へ
の
自
已
意
識
の
二
重
化
が
「
自
己
自
身
の
内
で
の
自
己
意
識
の
二
重

つ
ま
り
自
己
が
一
方
で
は
主
人
の
よ
う
に
対
自
存
在
を
本
質
と
し
他
方
で
は
奴
隷
の
よ
う
に
存
在
を
本

質
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
化
は
、
現
実
と
の
関
係
で
い
え
ば
‘
物
の
非
自
立
性
と
自
立
性
の
二
面
に
対
応
し
て
お
り
主
人
と
奴
隷

が
、
物
の
こ
の
二
面
に
共
に
関
係
す
る
と
き
即
自
的
に
は
既
に
生
じ
て
い
た
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
不
変
な
も
の

（
純
粋
対
自
存
在
、
普
遍
）
と
可
変
的
な
も
の

へ
と
自
己
内
で
分
裂
し
た
不
幸
な
意

識
は
ま
ず
始
め
に
は
、
分
裂
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
自
已
の
否
定
に
よ
っ
て
、
不
変
な
も
の
と
し
て
自
己
同
一
性
を

獲
得
し
ょ
う
と
す
る
が
、
可
変
的
な
も
の
も
本
質
で
あ
る
か
ら
失
敗
す
る
。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
神
（
主
人
）
と
人
（
奴
隷
）

の

関
係
で
あ
る
と
一
般
に
云
わ
れ
て
お
り
、
前
の
主
奴
関
係
の
内
面
化
で
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
前
の
主
奴
関
係
は
歴
史
的
に
は
古
代
ロ
ー

ス
ト
ア
主
義
と
ス
ケ
プ
シ
ス
主
義
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
に
、
不
幸
な
意
識
は
全
体
と
し
て
は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
に
対
応

承
認
論
を
考
え
る
私
達
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
不
変
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
の
統
一
っ
ま
り
「
姿
形
を
も
っ
た

「
欲
望
」

「
主
奴
関
係
」
に
お
い
て
実
践
的
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的
意
識
に
と
っ
て
は
‘
不
変
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
先
の
前
主
題
的
な
確
信
の
確
証
・
対
象
化
で
あ
る
が
、
こ

自
己
意
識
は
次
に
「
欲
望
と
労
働
」

(
S
.
1
6
5
)

に
確
証
さ
れ
て
い
る
。

過
ぎ
な
い
。

不
変
者
d
e
r
g
e
s
t
a
l
t
e
t
e
 U
n
w
a
n
d
e
l
b
a
r
e

」
(
S
.
1
6
2
)
で
あ
る
歴
史
上
の
「
出
来
事
」

(s.
1
6
1
)

イ
エ
ス
を
「
憧
憬
S
e
h
n
s
u
c
h
t
」
(
S
.
1
6
3
)
 

•••••••••••• 

す
る
自
己
意
識
の
態
度
が
次
に
現
わ
れ
、
意
識
は
‘
自
己
同
一
性
の
獲
得
の
運
動
を
、
そ
の
自
已
同
一
の
理
想
で
あ
る
イ
エ
ス
と
の
相
互

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

承
認
を
求
め
る
運
動
と
し
て
行
な
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
憧
憬
」
は
「
我
々
に
と
っ
て
は
」
ま
た
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
前
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
も
‘
自
己
を
「
個
別
性
（
物
）
と
考
え
る

こ
の
憧
憬
が
こ
の
対
象
（
イ
エ
ス
）
に
よ
っ
て
I

彼
も
ま
た
自
己
を
個
別
性
と
し
て

考
え
る
ゆ
え
に
i

認
識
さ
れ
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
」

(
S
.
1
6
3
f

括
弧
内
と
傍
点
引
用
者
）
。
憧
憬
す
る
者
は
‘
無
論
イ

エ
ス
を
承
認
し
て
い
る
か
ら
こ
こ
で
相
互
承
認
が
成
立
す
る
か
と
い
え
ば
‘
否
で
あ
る
。
相
互
承
認
は
、
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
両
者

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
憧
憬
す
る
者

が
相
互
に
承
認
し
合
う
も
の
と
し
て
、
相
互
に
承
認
す
る
」

(
S
.
1
4
3
)

．． 

は
‘
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
が
意
識
し
て
い
な
い
の
で
、

イ
エ
ス
を
一
方
的
に
承
認
す
る
も
の
と
し
て
承
認
し
て
い
る
に

自
己
意
識
が
こ
こ
で
自
己
の
分
裂
を
止
揚
す
る
た
め
に
他
者
へ
向
か
う
の
は
‘
直
接
に
自
己
自
身
に
向
か
う
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
自
己
分
裂
は
対
他
関
係
の
分
裂
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
不
変
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
の
統
一
で
あ
る
イ
エ
ス
と
の

相
互
承
認
に
入
る
に
は
、
自
分
も
ま
た
そ
れ
ら
の
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
己
同
一
を
獲
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
‘
逆

に
相
互
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
分
裂
の
止
揚
を
図
る
の
で
あ
る
。
自
己
分
裂
が
対
他
関
係
の
分
裂
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
次

純
粋
思
惟
（
対
自
存
在
）

で
あ
る
と
い
う
確
信

と
い
う
態
度
を
と
る
。
こ
の
「
欲
望
と
労
働
」
は
「
我
々
に
と
っ
て
は
」
ま
た
前
主
題
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傍
点
部
イ
タ
リ
ッ
ク
）

こ
の
表
面
的
な
相
互
承
認
は
破
れ
る
。

に
よ
っ
て
イ
エ
ス
の

で
あ
り
、
現
実
の
止
揚
も
ま
た

一
面
で
は
‘
不
変
な
も
の

の
確
信
を
自
覚
し
て
い
な
い
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
は
‘
不
変
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
の
矛
盾
で
あ
る
と
い
う
「
自
分
自
身
の
分
裂
し

た
確
信

die
g
e
b
r
o
c
h
e
n
e
 G
e
w
i
B
h
e
i
t
 seiner selbst
」
(
S
.
1
6
5
)

と
し
て
の
自
己
に
よ
る
‘

(
S
.
1
6
5
 

の
確
証
・
対
象
化
で
し
か
な
い
。
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
現

実
は
‘
意
識
の
自
己
分
裂
に
対
応
し
て
「
一
面
で
の
み
即
自
的
に
虚
し
く
、
他
面
で
は
し
か
し
ま
た
聖
な
る
現
実
（
不
変
な
も
の
の
形
態
）

.•••••••• 

で
あ
る
と
い
う
二
つ
に
分
裂
し
た
現
実
」

即
自
的
に
虚
し
い
も
の
と
し
て
の
現
実
の
止
揚
で
あ
り
、
他
面
で
は
‘
不
変
な
も
の
で
あ
る
現
実
（
イ
エ
ス
の

血
と
肉
で
あ
る
ワ
イ
ン
と
パ
ン
）
の
否
定
は
‘
可
変
的
な
も
の
で
あ
る
自
己
意
識
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
エ
ス
（
不
変

な
も
の
）
が
自
己
意
識
を
承
認
し
、
そ
れ
の
た
め
に
自
己
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
後
の
面

に
お
い
て
確
証
さ
れ
て
い
る
イ
エ
ス
に
よ
る
自
己
意
識
の
承
認
に
対
し
て
、
自
己
意
識
は
、
現
実
の
否
定
は
不
変
な
も
の
と
し
て
の
自
分

の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
前
の
面
を
放
棄
す
る
と
い
う
‘
イ
エ
ス
に
対
す
る
「
感
謝
」
(
S
.
1
6
7
)

「
感
謝
す
る
承
認

<las
d
a
n
k
e
-

n
d
e
 A
n
e
r
k
e
n
n
e
n
」
(
S
.
1
6
8
)

を
行
な
う
。

一
担
は
こ
こ
に
相
互
承
認
が
成
立
し
た
か
に
見
え
る
の
だ
が
、
前
の
面
の
感
謝
に
よ
る
放

棄
は
内
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
お
り
現
実
的
な
享
受
は
放
棄
し
て
お
ら
ず
‘

そ
こ
で
最
後
に
不
幸
な
意
識
は
、
単
に
承
認
し
て
感
謝
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
所
有
と
享
受
を
放
棄
し
、
そ
の
上
自
分
の
決
断
を

捨
て
イ
エ
ス
と
自
分
の
「
媒
介
者

V
e
r
m
i
t
t
l
e
r
」
(
S
・
1
6
9
,
1
7
1
)
 
(
教
会
・
僧
侶
）
の
「
助
言
R
a
t
」
(
S
.
1
6
9
,
1
7
1
)
 

意
志
に
従
う
と
い
う
「
現
実
に
遂
行
さ
れ
た
献
身
」
に
よ
っ
て
相
互
承
認
を
実
現
し
ょ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
相
互
承
認
は
相
互
的
な
献
身
・

奉
仕
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
現
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
現
実
（
物
）
を
媒
介
に
し
た
献
身
・
奉
仕
に
よ
っ
て
求
め

ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
明
示
さ
れ
て
に
い
な
い
が
一
方
で
は
人
ー
物
ー
イ
エ
ス
と
い
う
推
論
・
媒
介
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
他
方
で
は

こ
こ
に
は
人
と
イ
エ
ス
の
間
に
第
三
の
意
識
（
教
会
・
僧
侶
）
が
現
わ
れ
、
人
ー
＇
媒
介
者
|
'
イ
エ
ス
と
い
う
も
う
―
つ
の
「
推
論
」

(
S
.
1
7
0
)
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こ
の
行
き
詰
ま
り
に
お
い
て

こ
の
前
主
題
的
意
識

が
生
じ
て
い
る
。
人
と
イ
エ
ス
の
関
係
は
相
互
的
な
奉
仕
で
あ
る
か
ら
そ
の
媒
介
者
は
「
相
互
的
な
奉
仕
者
」

(
S
.
1
6
9
)

（
自
已
意
識
と
意
識
の
）
統
一
と
分
裂
は
‘
換
言
す
れ
ば
‘
意
識
と
物
の
統
一

こ
こ
で
は
―
つ
の
意
識
の
内
に
内
面
化
さ
れ
且
意
識
さ
れ
て
い
る
。

で
あ
り
‘
「
両
者

前
主
題
的
意
識
は
‘
私
達
の
解
釈
に
よ
れ
ば
ス
ト
ア
主
義
以
来
「
全
て
の
対
象
的
実
在
か
こ
の
意
識
の
対
自
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味

を
も
つ
」
こ
と
を
意
識
し
て
お
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
こ
こ
で
は
相
互
承
認
を
様
々
に
試
み
て
き
た
。
「
欲
望
と
労
働
」
に
お
い
て
前

主
題
的
に
は
こ
れ
は
実
現
さ
れ
た
が
、
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
く
自
已
分
裂
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
前
主
題
的
意
識
は
‘
不

変
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
の
統
一
で
あ
る
に
反
し
て
、
主
題
的
意
識
は
‘
そ
の
分
裂
で
あ
り
、
前
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
意
識
全
体
は

統
一
と
分
裂
の
分
裂
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
憧
憬
」
に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

確
証
・
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
現
実
的
な
献
身
・
奉
仕
に
よ
っ
て
主
題
的
意
識
に
は
‘
自
分
の
行
為
及
び
存
在
で
あ
る
対
象
は
‘

イ
エ
ス
の
意
志
へ
の
奉
仕
で
あ
る
か
ら
不
変
で
あ
り
、
従
っ
て
不
変
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
の
統
一
で
あ
る
が
、
自
分
に
は
疎
遠
な

つ
ま
り
こ
こ
で
は
先
の
統
一
と
分
裂
の
分
裂
が
主
題
的
意
識
の
対
象
と
な
っ

（
自
已
実
現
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
現
実

こ
の
分
裂
は
以
前
に
は
‘
都
合
の
良
い
面
に
関
わ
る
奴
隷
と
悪
い
面
に
関
わ
る
主
人

の
分
裂
・
不
幸
は
一
層
深
刻
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
無
論
相
互
承
認
は
失
敗
で
あ
る
。
こ
の
前
主
題
的
意
識
に
留
ま
っ
て
、
主
題
的
慈

識
と
の
矛
盾
を
回
避
し
て
、
自
己
同
一
、
相
互
承
認
を
求
め
る
道
は
も
は
や
な
く
‘

は
主
題
化
さ
れ
、
こ
こ
に
相
互
承
認
を
可
能
に
す
る
新
し
い
前
主
題
的
意
識
か
生
じ
る
。
そ
れ
は
‘
「
全
て
の
実
在
性
で
あ
る
」
「
思
惟
が
直

接
に
そ
れ
自
身
現
実
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
II
理
性
で
あ
る
。
こ
う
し
て
舞
台
・
エ
レ
メ
ン
ト
は
理
性
へ
移
る
。
（
理
性
の
確
信
は
「
自
分

と
い
う
二
つ
の
意
識
へ
の
分
裂
で
あ
っ
た
が

の
側
面
）
と
分
裂
（
悪
い
側
面
）
の
分
裂
で
あ
る
。

「
彼
岸
」
，
（

て
い
る
。
こ
の

(n .171 
で
あ
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
て
い
る
。

を
互
い
に
紹
介
（
表
象
）
す
る
」
(
S
.
1
6
9
)

。

こ
こ
に
お
い
て
千
、
，
恥

「
欲
望
と
労
働
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
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の
個
別
性
に
お
い
て
即
自
的
に
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
確
信
」

エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
ま
た

(
S
.
1
7
1
)

と
も
云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
個
別
性
は
対
自
存
在
と

し
て
の
個
別
性
で
は
な
く
ー
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
れ
は
従
来
の
前
主
題
的
意
識
の
内
容
と
変
ら
な
い
ー
|
'
存
在
•
物
と
し
て
の
意

こ
こ
に
は
猶
多
く
の
問
題
、
例
え
ば
相
互
承
認
を
媒
介
す
る
言
語
（
こ
こ
で
は

R
a
t
)
の
問
題
‘
言
語
の
背
景
に
あ
る
社
会
の
問
題
‘

二
つ
の
推
論
の
関
係
の
問
題
、
相
互
承
認
は
媒
介
す
る
第
三
の
意
識
を
必
然
的
に
必
要
と
す
る
の
か
ど
う
か
の
問
題
等
々
あ
る
が
紙
数
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
を
論
じ
る
に
は
こ
の
後
「
理
性
」
「
精
神
」
「
宗
教
」
の
章
で
の
相
互
承
認
過
程
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
‘

そ
こ

で
は
こ
れ
ま
で
の
承
認
過
程
が
止
揚
さ
れ
よ
り
根
源
的
に
語
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
私
達
は
一
先
ず
以
上
で
考
察
を
終
わ
り
た
い
。

行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の
自
己
吟
味
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
行
為
が
主
題
的
意
識
に
と
っ
て
も
つ
意
味
と
前
主
題
的
意

識
に
と
っ
て
も
つ
意
味
（
行
為
者
の
前
主
題
的
存
在
論
、
世
界
観
‘

さ
れ
、

後
者
に
合
わ
せ
て
行
為
を
ま
た
前
者
を
変
更
し
、

一
連
の
行
為
が
続
い
た
。

結
ぴ

尽
き
た
の
で
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
留
め
て
お
く
。

識
の
個
別
性
だ
ろ
う
。
）

エ
レ
メ
ン
ト
）

の
矛
盾
が
行
為
の
挫
折
に
お
い
て
前
主
題
的
に
意
識

ど
う
し
て
も
矛
盾
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
後
者
が
主
題
化
さ
れ
、

よ
っ
て
ま
た
新
し
い
前
主
題
的
意
識
が
生
じ
、
前
主
題
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
新
し
い
存
在
論
、
世
界
観
‘

と
こ
ろ
で
こ
の
行
為
は
自
己
実
現
し
ょ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
、
自
己
実
現
は
相
互
承
認
に
よ
っ
て
の
み
成
立

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
相
互
承
認
を
求
め
る
行
為
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
私
達
の
解
釈
し
た
前
主
題
的
意
識
の
内
容
は
意
識
と
対
象
の
一
定

の
関
係
を
内
容
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
前
主
題
的
意
識
‘

そ
れ
に

つ
ま
り
エ
レ
メ
ン
ト
の
内
に
対
他
者
関
係
が
組
み
込
ま
れ
る
の
は
‘
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こ
こ
に
お
い
て
、
前
述
の
行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の
自
己
吟
味
の

構
造
そ
の
も
の
の
内
に
対
他
者
関
係
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
承
認
論
は
弁
証
法
の
内
容
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
‘

そ
の
方
法
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
自
己
意
識
」

対
他
者
関
係
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
承
認
過
程
が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
‘

自
己
吟
味
と
い
う
方
法
に
お
け
る
承
認
過
程
の
不
可
避
性
の
証
左
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
行
為
は
、
物
・
存
在
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
他
者
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
実
現
し
ょ
う
と

す
る
道
と
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
を
介
し
て
物
・
存
在
か
ら
の
疎
外
を
克
服
し
ょ
う
と
す
る
道
が
現
わ
れ
、
両
者
の
挫
折
（
前
者
は
本
来

的
な
承
認
が
得
ら
れ
ず
、
後
者
は
対
他
者
関
係
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
た
）

か
ら
、
物
・
存
在
を
媒
介
と
し
た
相
互
承
認
を
求
め
る
行
為
が

(20) 

現
わ
れ
た
。
こ
の
過
程
は
方
法
論
と
し
て
の
承
認
論
の
必
然
性
の
証
明
で
あ
る
と
読
め
る
。

最
後
に
理
論
的
な
も
の
を
含
め
た
知
の
自
己
吟
味
に
つ
い
て
い
え
ば
‘
意
識
の
「
不
幸
」
は
こ
の
知
の
自
己
吟
味
を
可
能
に
し
ま
た
必

然
的
な
も
の
に
し
て
い
る
意
識
の
存
在
構
造
か
ら
く
る
存
在
論
的
な
不
幸
で
あ
る
。

の
自
已
と
可
変
的
な
も
の
と
し
て
の
自
已
の
分
裂
で
あ
る
が
、

と
意
識
（
対
象
は
即
自
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
で
実
在
で
あ
る
と
い
う
確
信
）

と
い
う
こ
の
二
重
構
造
は
‘
主
題
的
意
識
と
前
主
題
的
意
識
の
二
重
構
造
に
由
来
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
意
識
が
主
題
的
意
識
と
前

主
題
的
意
識
の
二
重
構
造
を
も
ち
、

の
章
に
お
い
て
前
主
題
的
意
識
の
内
に

む
し
ろ
行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の

こ
れ
は
自
己
意
識
（
自
分
が
全
て
の
他
在
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
確
信
）

そ
れ
ゆ
え
に
知
を
吟
味
訂
正
し
て
新
し
い
形
態
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
と
、

か
か
る
知
の

自
己
吟
味
の
過
程
の
目
標
と
し
て
へ
—
ゲ
ル
か
云
う
「
知
が
自
己
自
身
を
超
え
て
ゆ
く
必
要
の
も
は
や
な
い
所
」

(
S
.
6
9
)

で
は
‘
意
識
の

二
重
構
造
は
止
揚
さ
れ
、
従
っ
て
「
精
神
の
定
在
」
で
あ
る
「
意
識
」
と
い
う
精
神
の
形
態
そ
の
も
の
が
止
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
理
性
的
自
己
意
識
の
自
己
自
身
に
よ
る
実
現
」
の
章
か
ら
で
あ
り

へ
の
分
裂
で
あ
ろ
う
。
意
識
で
も
あ
り
自
已
意
識
で
も
あ
る

「
不
幸
な
意
識
」
の
不
幸
は
‘
不
変
な
も
の
と
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
根
源
的
に
は
自
己
実
現
と
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意
識
の
存
在
論
的
な
「
不
幸
」
は
‘
人
間
が
常
に
自
己
を
超
え
て
い
る
と
か
‘

(21) 

ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
る
の
と
同
一
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
止
揚
は
「
人
間
」
の
止
揚
で
あ
る
。

識
と
自
己
意
識
の
統
一
を
企
て
る
最
初
の
形
態
で
あ
っ
て
、
最
後
の
絶
対
知
は
こ
の
統
一
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
の
統
一
は
換
言
す
れ

ば
主
題
的
意
識
と
前
主
題
的
意
識
の
統
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
前
主
題
的
意
識
も
ま
た
同
時
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
‘
換
言
す
れ
ば
主
題
的

意
識
が
自
己
自
身
を
く
ま
な
く
主
題
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
主
題
的
意
識
は
‘

た
と
え
自
己
を
対
象
と
し
て
も
現
在
の
意
識
作

用
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
対
象
意
識
で
あ
る
ゆ
え
に
‘
敢
え
て
す
れ
ば
実
体
的
な
も
の
へ
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
た
だ
行
為
に
お
い
て
の
み
主
題
的
意
識
は
現
在
の
自
己
を
主
題
化
し
、
そ
の
意
味
で
前
主
題
的
意
識
と
の
統
一
に
向
か
う
可

(22) 

能
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
認
識
と
し
て
の
実
践
概
念
の
重
要
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

注(
1
)
こ
れ
を
学
の
一
部
と
み
る
か
‘
体
系
の
外
に
置
く
か
、
そ
れ
と
も
体
系
で
あ
る
学
に
は
三
つ
の
叙
述
方
法
が
あ
っ
て
そ
の
一
っ
に
よ
っ
て
叙
述

さ
れ
た
学
の
体
系
そ
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
は
込
み
入
っ
た
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
‘
こ
こ
で
は
そ
の
考
察
を
控
え
さ

せ
て
頂
く
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
‘
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
批
判
」
が
形
而
上
学
に
対
し
て
予
備
学
と
い

う
意
味
を
も
つ
の
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
。

(
2
)
 R
i
c
h
a
r
d
 K
r
o
n
e
r
,
 V
o
n
 K
a
n
t
 bis Hegel, B
d
.
 II, Ti.ibingen, 1
9
7
7
,
 S
.
 3
6
6
f
f

参
照

「
不
幸
な
意
識
」
は
意

「
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ら
ず
、
そ
れ
が
あ
ら
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「
理
念
」
は
両
態
度
の
統
一

(
3
)
 H
e
g
e
l
,
 
Wi笏
enschaft
d
e
r
 L
o唸
k,
B
d
.
 II, hrsg. v
o
n
 G
.
 L
a
s
s
o
n
,
 H
a
m
b
u
r
g
,
 1969, S. 4
7
8
但
し
、
最
高
の

で
あ
る
。

(
4
)
本
文
中
に
示
す
頁
数
は
全
て
、

H
e
g
e
l
,
P
h
i
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
s G
袋
stes,
h
r
s
g
・
v
o
n
 J
.
 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 H
a
m
b
u
r
g
,
 1
9
5
2
の
も
の
で
あ
る
。

(
5
)
『
精
神
現
象
学
』
で
は
、

T
u
n
は

H
a
n
d
u
n
g
,
H
a
n
d
e
l
n
,
 M
a
c
h
e
n
と
「
必
ら
ず
し
も
明
別
さ
れ
て
い
な
い
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』

下
巻
‘
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、

1
9
7
9
年
‘
「
事
項
索
引
」
の
「
行
動
」
「
為
す
こ
と
（
行
為
）
」
の
項
参
照
）
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
T
u
n
に
は
‘

T
u
n
 als T
u
n
 (S. 2
2
9
,
2
3
1
)
 
(
内
な
る
も
の
そ
の
も
の
‘
意
図
さ
れ
た
こ
と
）
と

T
u
n
als T
a
t
 (S. 231) 
(
内
な
る
も
の
か
ら
分
離
し
た

外
面
的
現
実
と
し
て
の
為
さ
れ
た
こ
と
）
と
い
う
「
二
璽
の
対
立
し
た
意
味
」

(S.230)

が
あ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
‘
二
義
を
含
む
広
義
で

の
T
u
n
を
「
行
為
」
の
語
の
下
に
考
え
て
お
き
た
い
。
行
為
の
挫
折
は
‘
こ
の
二
義
が
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
6
)
ヘ
ー
ゲ
ル
は
後
に
「
で
あ
る
」

1
1

「
持
つ

h
a
b
e
n
」
を
「
知
る

w
i
s
s
e
n

」
1
1

「
反
省
す
る

reflektieren
」
と
対
比
さ
せ
て
こ
う
述
べ
て

い
る
。
「
人
間
の
み
か
考
え
る
も
の
と
し
て
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
自
体
必
然
性
を
も
つ
衝
動
を
反
省
し
得
る
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
が
単
に
何
か
で

••••• 

あ
る
乃
至
何
か
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
ひ
と
が
こ
の
も
の
で
あ
る
乃
至
こ
の
も
の
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
い
る
の
か
は
‘
非
常
に

大
き
な
区
別
で
あ
る
。
…
•
•
•
そ
れ
の
反
省
は
‘
す
で
に
そ
れ
を
超
え
出
る
第
一
歩
で
あ
る
」
(
H
e
g
e
l
,

W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 4, 
S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
,
 

1970, s. 2
1
9
傍
点
部
イ
タ
リ
ッ
ク
）
こ
の
区
別
は
‘
カ
ン
ト
の
W
e
l
t
h
a
b
e
n
と
W
e
l
t
k
e
n
n
e
n
の
区
別
に
関
係
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
7
)
イ
ポ
リ
ッ
ト
『
マ
ル
ク
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』
宇
津
木
正
／
田
口
英
治
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
‘

111
`
 
112
頁

(
8
)
こ
の
予
想
は
‘
本
稿
の
後
に
つ
づ
く
べ
き
考
察
の
対
象
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
は
ま
だ
そ
の
論
証
に
入
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
後
の
『
哲
学

的
予
備
学
』
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
で
の
「
精
神
現
象
学
」
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
‘
承
認
を
求
め
る
生
死
を
賭
け
た
闘

い
、
主
奴
関
係
に
つ
づ
い
て
‘
「
普
遍
的
自
已
意
識
」
と
題
し
て
相
互
承
認
し
合
っ
て
い
る
自
己
意
識
か
叙
述
さ
れ
て
お
り
‘
こ
の
普
遍
的
自

己
意
識
は
存
在
と
思
惟
の
関
係
か
ら
み
ら
れ
る
と
、
両
者
の
同
一
性
を
確
信
し
て
い
る
理
性
に
他
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す

る
と
、
思
惟
と
存
在
の
統
一
‘
換
言
す
れ
ぱ
自
已
意
識
と
意
識
の
統
一
と
、
相
互
承
認
の
成
立
は
同
時
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
相
互

承
認
成
立
以
前
に
は
‘
思
惟
と
存
在
は
分
離
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(
9
)
こ
う
し
た
「
承
認
」
概
念
の
根
源
性
は
近
代
政
治
思
想
史
に
お
い
て
も
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
に
重
要
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
ト
ミ

ッ
ク
な
人
間
関
係
で
あ
る
近
代
市
民
社
会
の
正
統
化
理
論
と
し
て
登
場
し
て
き
た
近
代
の
国
家
契
約
説
を
批
判
し
て
‘
市
民
社
会
の
の
り
こ
え

を
国
家
に
求
め
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
出
し
た
い
わ
ば
国
家
承
認
説
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
の
重
要
な
点
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
二
点
に
あ
る
だ
ろ
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う
。
契
約
が
自
立
的
な
個
人
を
前
提
す
る
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論
は
根
源
的
に
は
個
人
の
確
立
に
先
行
す
る
点
‘
契
約
関
係
は
契
約

締
結
の
行
為
の
結
果
と
し
て
成
立
す
る
が
‘
承
認
関
係
は
承
認
の
結
果
と
し
て
で
な
く
承
認
行
為
と
し
て
成
立
し
、
国
家
は
持
続
的
な
承
認
行

為
に
よ
っ
て
成
立
す
る
点
で
あ
る
。

(10)
個
別
的
意
識
（
「
理
性
」
の
章
ま
で
）
に
お
い
て
は
大
体
「
意
識
」
は
理
論
的
態
度
を
‘
「
自
己
意
識
」
は
実
践
的
態
度
を
と
る
が
、
「
精
神
」

に
お
い
て
は
「
精
神
の
意
識
」
（
「
精
神
」
の
章
）
は
実
践
的
態
度
を
、
「
精
神
の
自
己
意
識
」
（
「
宗
教
」
の
章
）
は
理
論
的
態
度
を
と
る
。
こ
の
逆
転

は
「
有
限
な
も
の
の
存
在
が
絶
対
者
の
存
在
で
あ
る
」
の
で
は
な
く
「
有
限
な
も
の
の
非
存
在
が
絶
対
者
の
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
逆
転
に
基

づ
い
て
い
る
(
v
g
l
•

H
e
g
e
l
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 d
e
r
 Logik, 
B
d
.
 II, hrsg•von 

G. L
a
s
s
o
n
,
 H
a
m
b
u
r
g
,
 S. 6
2
)

。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
個
人
が

主
体
（
自
己
意
識
）
で
あ
る
こ
と
は
‘
精
神
が
主
体
で
な
い
（
意
識
で
あ
る
）
こ
と
で
あ
り
、
精
神
が
主
体
（
自
已
意
識
）
で
あ
る
こ
と
は
‘
個

人
が
主
体
で
な
い
（
意
識
で
あ
る
）
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
精
神
が
実
践
的
で
あ
る
と
は
‘
そ
の
内
で
個
人
が
実
践
的
（

自
己
意
識
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
精
神
が
理
論
的
で
あ
る
の
は
‘
そ
の
内
で
個
人
が
理
論
的
（
意
識
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(11) H
e
g
e
l
,
J
e
n
e
n
s
e
r
 R
e
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 I, hrsg• 

v
o
n
 J
.
 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 Leibzig, 1
9
3
2
,
 S. 2
2
2
f
 

(12) H
e
g
e
l
,
J
e
n
a
e
r
 Realphilosophie, h
r
s
g
-
v
o
n
 J
.
 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 H
a
m
b
u
r
g
,
 1
9
6
9
,
 S. 2
1
3
,
2
2
7
 

(13) H
e
g
e
l
,
 ibid., S. 2
0
4
 

(14)
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
」
は
大
塚
久
雄
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
こ
の
主
奴
関
係
の
典
型
例
と
し

て
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
フ
ラ
イ
デ
ー
の
物
語
」
を
挙
げ
て
い
る
。

vgl.
H
e
g
e
l
,
 W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 4
,
 S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
,
 1
9
7
0
,
 S. 1
2
1
 

(15)
こ
の
こ
と
は
‘
マ
ル
ク
ス
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
も
ま
た
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

(16) A
l
e
x
a
n
d
r
e
 K
o
j
e
v
e
,
 Hegel, 
hrsg•von 

I. 
F
e
t
s
c
h
e
r
,
 S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
,
 1
9
7
5
,
 S. 3
6
f
 

(17)
こ
の
二
契
機
は
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
述
べ
る
四
つ
の
疎
外
の
内
の
最
初
の
二
つ
、
生
産
物
か
ら
の
疎
外
と
労
働
に

お
け
る
疎
外
で
あ
る
。
こ
の
二
契
機
に
よ
る
人
間
か
ら
の
疎
外
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
気
づ
い
て
い
る
が
、
他
方
で
こ
こ
に
物
か
ら
の
疎
外
の
克
服
の

契
機
を
見
て
い
る
こ
と
を
、
簡
単
に
観
念
論
的
歪
曲
、
反
動
的
転
倒
と
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

(18)
こ
の
意
識
を
個
別
的
意
識
と
し
、
理
性
の
確
信
に
お
け
る
意
識
を
普
遍
的
意
識
と
し
て
区
別
し
た
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
両
者
は
同
一
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
。
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(19)
互
い
に
想
い
合
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
擦
れ
違
い
に
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
愛
に
お
け
る
相
思
相
愛
の
自
覚
の
契
機
の
必
要
性

は‘

H
e
g
e
l
,
J
e
n
a
e
r
Realphilosophie, h
r
s
g
・
v
o
n
 J
.
 
H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 H
a
m
b
u
r
g
,
 1
9
6
9
,
 S. 2
0
4

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(20)
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論
を
包
括
的
に
扱
っ
て
い
る
も
の
と
し
て

L
u
d
w
i
g
Siep, A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 als P
r
i
n
z
i
p
 d
e
r
 p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
n
 Philosophie, 

F
r
e
i
b
u
r
g
/
M
u
n
c
h
e
n
,
 1
9
7
9

が
あ
る
。
ジ
ー
プ
は
そ
こ
で
、
承
認
論
と
『
精
神
現
象
学
』
の
方
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
特
に
一
章
を
当
て
‘

ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
と
い
う
原
理
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
哲
学
の
方
法
で
あ
る
と
云
い
(S.
2
0
3
£
)

、
『
精
神
現
象
学
』
の
方
法
の
起
源
は
、
理
論
的

な
吟
味
に
で
は
な
く
む
し
ろ
実
践
的
な
吟
味
に
あ
る
こ
と
を
論
証
し
(S.
2
1
2
£
)

、
「
行
為
の
諸
尺
度
、
個
人
の
他
者
及
び
普
遍
的
精
神
に
対
す

る
関
係
の
諸
規
則
や
制
度
的
諸
決
定
が
、
行
為
に
お
け
る
自
己
吟
味
の
叙
述
に
よ
っ
て
批
判
可
能
で
あ
る
の
は
‘
承
認
過
程
に
よ
っ
て
の
み
そ

の
同
一
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
識
の
本
質
に
あ
る
」

(s.
2
2
0

傍
点
引
用
者
）
と
云
う
。
こ
の
主
張
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
こ
に
は
厳
蜜
な
意

味
で
の
論
証
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
私
達
は
行
為
の
挫
折
に
よ
る
知
の
自
己
吟
味
の
構
造
の
解
釈
に
よ
っ
て
ま
だ
ま
だ
充
分
で
な
い

に
せ
よ
そ
の
論
証
を
補
い
た
い
。

(21) A
l
e
x
a
n
d
r
e
 K
o
j
e
v
e
,
 ibid., S. 2
2

こ
の
部
分
の
初
出
は
一
九
三
九
年
一
月
十
四
日
で
あ
る
(ibid.,
S. 3
0
1
)

か
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
有
名
な
対
目

の
定
義
は
‘
こ
こ
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

(22)
行
為
に
よ
る
知
の
吟
味
、
或
る
い
は
認
識
と
し
て
の
実
践
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
は
、
近
代
認
識
論
史
に
お
い
て
枢
要
な
意
義
を
も
つ
の
み

で
は
な
く
、
も
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
従
っ
て
近
代
を
、
世
界
を
像
と
し
て
捉
ら
え
る
世
界
像
の
時
代
と
規
定
し
、
そ
こ
で
の
真
理
概
念
は
表

象
の
真
理
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
に
対
し
て
現
代
を
、
例
え
ば
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
真
理
は
主
体
性
に
あ
る
」
と
云
い
、
マ
ル
ク
ス
が
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
テ
ー
ゼ
の

2
で
「
人
間
的
思
考
に
対
象
的
な
真
理
が
到
来
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
‘
何
も
理
論
の
問
題
で
は
な
く
実
践
的

な
問
題
で
あ
る
。
人
間
は
か
れ
の
思
考
の
真
理
性
‘
す
な
わ
ち
現
実
性
と
か
此
岸
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云
う
時
の
主
体
的
或

る
い
は
実
践
的
真
理
概
念
へ
の
展
開
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
‘
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
‘
表
象
の
立
場
を
執
拗
に
批
判
し
、
認

識
と
し
て
の
実
践
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
か
ら
現
代
へ
の
真
理
概
念
の
転
換
点
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
博
士
課
程
学
生
）




