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61 ヘーゲルのフィヒテ批判

カ
の
下
に
置
か
れ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ナ
期
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
中
心
に

ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
考
え
に
正
反
対
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
共
和
国
を
あ
げ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
で
き
る
だ
け
多
く

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
ド
イ
ッ
憲
法
論
』
の
「
国
家
の
概
念
」
と
い
う
箇
所
で
国
家
の
望
ま
し
い
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
政
府
は

自
分
自
身
の
安
全
と
存
続
が
お
び
や
か
さ
れ
な
い
限
り
は
、

で
き
る
だ
け
市
民
の
自
由
に
ま
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
市
民
の
自
由
は
神

聖
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
は
政
府
に
と
っ
て
神
聖
な
こ
と
で
あ
る
。

の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
国
民
が
幸
福
な
の
で
あ
り
、
国
民
の
自
由
な
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
国
家
が
無
限
に
強
い
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
国
家
と
社
会
の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
国
家
権
力
が
君
主
の
人
格
に
お
い
て
中
心
点
を
持

ち
、
国
民
の
尊
敬
の
念
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
国
家
権
力
は
自
分
の
下
に
あ
る
団
体
に
社
会
で
発
生
す
る
関

係
の
大
部
分
を
ま
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
市
民
の
自
由
を
否
定
し
て
、
国
家
権
力
が
す
べ
て
を
自
ら
の
手
中
に
収
め
る
こ
と
に
ヘ
ー
ゲ

ル
は
反
対
し
て
い
る
。

て
い
る
。
こ
れ
ら
両
者
に
お
い
て
は
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
区
別
さ
れ
ず
、
す
べ
て
が
国
家
権

つ
ま
り
、
国
家
と
社
会
の
区
別
が
消
さ
れ
、
社
会
の
構
成
員
に
自
由
な
活
動
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
社
会
を
完
全
に
国
家
の
統
制
の
下
に
置
い
た
と
い
う
の
が
、

ー
—
国
家
と
社
会
の
区
別
を
め
ぐ
っ
て

ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判

黒

瀬

勉
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係
で
形
成
さ
れ
る
社
会
は

契
約
の
対
象
と
な
る
の
は
譲
渡
可
能
な
権
利
で
あ

社
会
は
「
複
数
の
人
間
の
自
然
的
な
相
互
関
係
」
、

J

れ
に
は
契
約
関
係
は
含
ま

家
と
社
会
を
区
別
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

よ
う
。

あ
る
論
点
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、

し
か
し
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
国
家
と
社
会
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
初
期
か
ら

『
自
然
法
の
甚
礎
』
ま
で
に
お
い
て
、
国
家
と
社
会
の
区
別
の
問
題
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
国
家
と
社
会

の
区
別
を
め
ぐ
っ
て
、

イ
エ
ナ
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
自
然
法
の
基
礎
』
ま
で
で
フ
ィ
ヒ
テ
が
国
家
と
社
会
の
区
別
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
追
っ
て
み

一
七
九
三
年
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
関
す
る
公
衆
の
判
断
の
是
正
へ
の
寄
与
』

『
寄
与
』
と
略
す
）
で
、

社
会

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

と
い
う
言
葉
に
も
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
自
由
な
選
択
意
志

つ
ま
り
「
空
間
の
中
で
の
相
互
関
係
」
を
意
味
し
、

れ
な
い
。
次
に
そ
れ
は
契
約
を
介
し
た
「
相
互
の
権
利
と
義
務
の
関
係
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
契
約
も
契
約
一
般
と
特
殊
契
約
で
あ

(
2
)
 

る
公
民
契
約
に
分
け
ら
れ
る
。
人
は
第
二
の
意
味
で
社
会
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
契
約
に
よ
っ
て
社
会
が
形
成
さ
れ
、

契
約
な
く
し
て
は
社
会
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
反
対
し
、
契
約
関
係
を
含

の
領
域
で
あ
り
、

ま
な
い
人
間
相
互
の
社
会
の
意
義
を
強
調
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
社
会
を
支
配
し
て
い
る
の
は
道
徳
法
で
あ
り
、
道
徳
法

(
3
)
 

こ
そ
「
人
間
と
し
て
の
人
間
」
に
妥
当
し
、
人
間
の
譲
渡
で
き
な
い
権
利
は
そ
れ
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
契
約
関

(
4
)
 

(
W
i
l
l
k
t
i
r
)」

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
進
歩
の
程
度
に
応
じ
て
、
選
択
意
志
の
領
域
を
変
革
す
る
の
は
人
間
の
権
利
で
あ
る
。

し
た
が
っ

（
以
下
、

第
一
に

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
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「
熟
練

(
G
e
s
c
h
i
c
k
l
i
c
h
k
e
i
t
)
」
が
必
要
と
さ

J

の
完
全
性
と
い
う
目
的
は
一
個
人
単
独
で
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

自
由
へ
至
る
文
化
を
阻
害
す
る
国
家
を
批
判
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

て
、
国
家
契
約
お
よ
び
契
約
一
般
の
不
変
性
は
人
間
の
進
歩
に
矛
盾
し
、
人
間
の
権
利
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
道
徳
的

(
5
)
 

に
可
能
な
国
家
結
合
」
の
条
件
と
し
て
、
国
家
の
窮
極
目
的
が
道
徳
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
個
人
の
窮
極
目
的
に
矛
盾
せ
ず
、
個
人

の
こ
の
目
的
達
成
を
妨
害
し
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
国
家
結
合
が
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
個
人

の
目
的
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
由
へ
至
る
文
化
を
感
性
的
存
在
で
あ
る
限
り
の
人
間
の
唯
一

(
6
)
 

可
能
な
窮
極
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
国
家
も
社
会
も
文
化
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
文
化
と
は
独
立
的
な

(
7
)
 

自
己
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

え
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
、
社
会
が
国
家
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
、
有
益
な
文
化
へ
の
手
段
を
与

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
と
区
別
さ
れ
た
社
会
か
ら
、

ま
た
そ
の
社
会
を
支
配
し
て
い
る
道
徳
法
に
由
来
す
る
権
利
か
ら
、

『
学
者
の
使
命
』

(
8
)
 

さ
れ
る
。
こ
の
社
会
の
中
で
文
化
を
手
段
に
し
て
よ
り
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
が
人
間
の
使
命
と
さ
れ
、
人
間
の
相
互
作
用
が

（
一
七
九
四
年
）
に
問
題
は
引
彦
継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
社
会
は
「
理
性
的
存
在
者
の
相
互
関
係
」
と
定
義

詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

れ
を
「
完
全
性

(
V
o
l
l
k
o
m
m
e
n
h
e
i
t
)
」

フ
ィ
ヒ
テ
は
人
間
の
窮
極
的
、
か
つ
最
高
の
目
的
を
「
人
間
の
自
分
自
身
と
の
完
全
な
一
致
」
と
し
、
こ

(
9
)
 

と
言
っ
て
い
る
。

な
く
、
社
会
の
中
で
他
者
と
共
同
し
て
無
限
に
近
づ
い
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。
他
者
か
ら
影
響
を
受
け
て
自
分
を
よ
り
完
全
に
し
て
ゆ

き
、
逆
に
他
者
へ
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
他
者
を
よ
り
完
全
に
し
て
い
く
相
互
の
働
き
か
け
を
す
る
こ
と
が
社
会
に
お
け
る
人
間
の
使

(10) 

命
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
、

(11) 

れ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
フ
ィ
ヒ
テ
は
文
化
を
人
間
の
窮
極
目
的
の
た
め
の
最
高
の
手
段
と
み
な
し
、
文
化
に
よ

文
化
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
た

っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
熟
練
」
に
よ
っ
て
、
理
性
的
存
在
者
の
関
係
が
単
な
る
因
果
性
の
関
係
で
な
く
、
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
う
関
係
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自
我
の
目
的
に
従
っ
て
い
る
感
覚
的
世
界
の
一
部
分
、

つ
ま
り
、
自
我
の
活
動
領
域
が
根
源
的
に
自
我
の

で
フ
ィ
ヒ
テ
は
所
有
と
契
約
の
問
題
を
徹
底
的
に
考
え
て
、

「
法
的
社
会
」
の
考
察
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

と

に
な
り
う
る
と
す
る
。
社
会
の
中
で
の
理
性
的
存
在
者
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
人
間
の
窮
極
目
的
に
無
限
に
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、

(12) 

で
あ
る
。
国
家
の
目
的
と
は
自
分
自
身
を
止
揚
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
自
然
法
の
甚
礎
』

G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)」

権

(
U
r
r
e
c
h
t
)」

所
有
と
な
る
と
し
た
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
を
人
間
の
絶
対
的
目
的
と
み
な
さ
ず
、
完
全
な
社
会
の
建
設
の
た
め
の
手
段
と
す
る
の

「
自
然
的
で
道
徳
的
な
社
会

者
は
男
女
の
婚
姻
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、

(
e
i
n
e
 
natlirliche 
u
n
d
 m
o
r
a
l
i
s
c
h
e
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
」
を
七
の
注
り
て
い
る
。
銘
区

「
法
的
社
会
」
と
は
実
定
法
の
下
で
の
人
間
の
相
互
的
な
権
利
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
れ
を
法
的
な
権
利
概
念
や
強
制
法
よ
り
も
高
い
原
理
（
自
然
と
遮
徳
性
）
に

(13) 

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
関
係
と
み
な
し
、
法
的
社
会
と
区
別
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
親
子
関
係
も
権
利
概
念
よ
り
も
高
い
原
理
か
ら
考
え
て

(14) 

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

社
会
の
維
持
に
関
係
し
て
、
国
家
と
社
会
（
市
民
社
会
）
の
区
別
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
自
然
法
の
甚
礎
』
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
の
根
源
的
な
活
動
か
ら
出
発
し
、
世
界
は
自
我
の
根
源
的
な
活
動
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る

と
す
る
。
自
我
は
自
ら
の
活
動
を
制
限
し
て
、
自
ら
の
外
に
世
界
を
定
立
し
て
い
く
。

の
所
有
論
の
特
徴
は
、
所
有
は
物
に
対
す
る
権
利
と
い
う
よ
り
、

な
行
為
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。

と
し
、

ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
状
態
で
は
人
間
は
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
よ
う
に
、

テ
も
根
洞
権
は
可
能
的
に
は
無
限
で
あ
る
と
す
る
。

『
自
然
法
の
基
礎
』

『
全
知
識
学
の
基
礎
』
を
ふ
ま
え
た
フ
ィ
ヒ
テ

ま
ず
第
一
に
は
、
身
体
を
通
じ
て
感
覚
的
世
界
で
実
現
さ
れ
る
自
由

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
と
感
覚
的
世
界
の
間
で
の
相
互
作
用
に
対
す
る
権
利
を
「
根
源

フ
ィ
ヒ

し
か
し
、
こ
の
根
源
権
は
現
実
的
に
は
他
の
自
我
と
の
共
同
の
中
で
制
限
さ
れ
、

（
一
七
九
六
年
）

で
フ
ィ
ヒ
テ
は
二
つ
の
質
の
異
な
っ
た
社
会
、

つ
ま
り

「
法
的
社
会

(
e
i
n
e

j
u
r
i
d
i
s
c
h
e
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フ
ィ
ヒ
テ
が
法
関
係
と
呼
ぶ
の
は
、
各
々
の
自
我
が
他
の
自
我
に
対
し
て
自
分
の
自
由
な
活
動
を
制
限
し
あ
う
関
係
で
あ
る
。

権
利
（
法
）
概
念
は
、
道
徳
性
の
領
域
と
区
別
さ
れ
て
、
自
由
な
存
在
者
の
感
覚
的
世
界
で
の
「
共
同

(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
.

フ
ィ
ヒ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
構
成
員
が
無
制
限
に
自
分
の
自
由
を
主
張
す
る
と
共
同
1
1
社
会
は
存
続
で
き
な
い
か
ら
、
相
互
に
自
分
の
自
由

を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
自
分
の
自
由
を
制
限
す
る
の
を
道
徳
的
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、

択
意
志
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
共
同
1
1
社
会
の
実
現
は
恣
意
的
な
の
で
あ
る
。

た
め
に
、
汝
自
身
の
自
由
を
制
限
せ
よ
」
と
い
う
命
題
を
「
権
利
の
規
則

(
R
e
c
h
t
s
r
e
g
e
l
.
,
R
e
c
h
t
s
f
o
r
m
e
l
.
,
R
e
c
h
t
s
g
e
s
e
t
z
)
」
と
呼

ん
で
い
る
が
、
こ
の
規
則
が
実
際
に
妥
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
1
1
社
会
の
存
立
が
可
能
と
な
り
、
権
利
（
法
）
関
係
も
可
能
に
な

る
。
道
徳
性
と
適
法
性
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、

と
こ
ろ
で
、
共
同
1
1
社
会
の
存
続
が
各
自
の
意
志
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
各
自
の
自
由
の
制
限
が
首
尾
一
貫
し
続
け
る
と
は

持
す
る
た
め
に
、

ま
た
各
自
の
権
利
の
保
障
の
た
め
に
、

限
ら
な
い
か
ら
、
各
々
の
権
利
が
全
未
来
に
わ
た
っ
て
絶
対
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
共
同
1
1
社
会
を
維

(15) 

を
導
入
す
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
両
当
事
者
以
外
の
「
第
三
者

(
d
e
r
D
r
i
t
t
e
)
」

こ
の
第
三
者
は
公
正
で
、
両
当
事
者
よ
り
も
強
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

え
て
い
る
。
法
律
は
実
際
に
効
力
を
持
っ
た
め
に
い
か
な
る
個
別
者
よ
り
も
強
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

テ
は
社
会
と
も
言
っ
て
い
る
）
」
に
関
わ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
強
さ

『
寄
与
』
と
は
ち
が
っ
て
、
権
利
概
念
が
道
徳
法
か
ら
導
出

そ
れ
は
各
自
の
選

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
他
人
も
汝
と
と
も
に
自
由
で
あ
り
う
る

し
か
し
、
個
人
が
自
分
の
権
利
に
関
し
て
第
三
者
の
判
断

に
任
せ
る
こ
と
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
各
自
に
は
自
分
の
自
由
の
限
界
を
制
定
し
、
自
由
を
守
る
権
利
が
あ
る
の
に
、
こ
の
権
利
を
譲
渡

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
矛
盾
は
全
て
の
人
々
の
意
志
を
代
表
す
る
法
律
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
考

権
利
（
法
）
関
係
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

）
の
共
同
1
1
社
会
が
可
能
で
あ
る
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が
い
が
あ
る
。

ル
ソ
ー
の
全
面
的
譲
渡
論
に
批
判
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、

は
多
数
者
の
意
志
の
結
合
以
外
に
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
は
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
(la
v
o
l
o
n
t
e
 g
含
erale)
」

に
結
び
つ
く
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
la
v
o
l
o
n
t
e
 
g
e
n
e
r
a
l
e
」
に
「
共
通
意
志

(
d
e
r
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 W
i
l
l
e
)
」、「
la
v
o
l
o
n
t
e
 d
e
 t
o
u
s
」

に
「
一
般
意
志

(
d
e
r
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 W
i
l
l
e
)
」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
あ
て
て
い
る
。

相
当
す
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
由
を
放
棄
す
る
こ
と
で
自
由
を
得
る
こ
と
の
可
能
な
結
合
、
第
三
者
に
服
従
し
な
が
ら
も
自
分
の
意
志
に

の
み
服
従
し
て
い
る
こ
と
の
可
能
な
結
合
を
求
め
、
こ
う
し
た
結
合
に
対
し
て
こ
そ
、
人
々
は
安
心
し
て
自
分
の
自
由
を
譲
渡
し
う
る

以
前
と
同
じ
ょ
う
に
自
由
で
あ
る
こ
と
」
の
可
能
な
「
結
合
の
一
形
式

(
u
n
e
f
o
r
m
e
 d'association)
」
を
求
め
た

(16) 

の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
「
自
然
的
自
由

(la
liberte 
naturelle)
」

(la 
liberte 
civile)
」
を
得
る
。

の
基
礎
』
で
も
以
前
と
同
様
に
、

(18) 

る
。
し
か
し
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

（
国
家
契
約
）
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
共
通
意
志
は
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
に

「
各
自
が
す
べ
て
の
人
々
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、

し
か
も
自
分
自
身
に
し

「
市
民
的
自
由

ル
ソ
ー
と
同
様
に
フ
ィ
ヒ
テ
も
共
通
意
志
に
そ
う
し
た
結
合
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
法
律
と
は
全

(17) 

未
来
に
わ
た
っ
て
妥
当
し
続
け
る
共
通
意
志
で
あ
り
、
共
通
意
志
に
強
大
な
権
力
が
与
え
ら
れ
た
の
が
国
家
権
力
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
を
窮
極
目
的
と
み
な
さ
ず
、
道
徳
性
へ
高
ま
る
の
に
通
る
過
程
と
位
置
づ
け
て
い

フ
ィ
ヒ
テ
が
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
彼

が
国
家
を
自
然
法
の
体
系
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

『
寄
与
』
で
は
第
二
の
意
味
の
社
会
を
形
成
す
る
契
約
関
係
に
は
二
つ
あ
っ
た
。
契
約
一
般
と
公
民
契
約

『
寄
与
』
と
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
契
約
一
般
と
公
民
契
約
の
関
係
に
対
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
方
に
ち

『
寄
与
』
で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
契
約
一
般
の
領
城
を
公
民
契
約
の
領
域
よ
り
も
広
い
と
し
、
人
間
は
国
家
の
中
で
存
在

(19) 

す
る
こ
と
な
く
、
契
約
一
般
と
し
て
の
社
会
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
契
約
一
般
は
国
家
に
よ
っ
て
維

か
服
従
せ
ず
、

と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ル
ソ
ー
が
『
社
会
契
約
論
』
で

を
失
う
が

『
自
然
法



67 ヘーゲルのフィヒテ批判

ェ
リ
と
モ
ア
に
お
い
て
分
離
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
要
素
‘

「
主
権

(
d
o
m
i
n
i
u
m
)
」

と
「
社
会

(
s
o
c
i
e
t
a
s
)
」

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ

が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
っ

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
と
、

マ
キ
ア
ヴ

持
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
と
し
、
相
手
が
契
約
を
守
る
こ
と
を
強
い
る
権
利
は
国
家
に
由
来
し
な
い
と
し
て
い
た
。

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
国
家
が
契
約
一
般
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
所
有
契
約
と
保
護
契
約
が
統
一
さ
れ
て
国

あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
法
関
係
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
た
の
は
所
有
の
問
題
で

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
契
約
以
前
に
所
有
権
を
想
定
し
て
い
た
ル
ソ
ー
を
批
判
し
、

(20) 

も
持
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
は
相
互
承
認
に
根
拠
を
持
ち
、
占
有

(
B
e
s
i
t
z
)

(21) 

て
所
有
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
承
認
を
確
保
す
る
と
い
う
「
途
方
も
な
い
課
題
」
を
解
決
す
る
の
は
国
家
な
の
で
あ
る
。
国
家
は
契

約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
当
事
者
た
ち
の
自
由
の
限
界
を
、

物
理
的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
守
り
、

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
所
有
と
は
自
我
の
自
由
な
行
為
へ
の
権
利
で
あ
り
、
所
有
に
関
す
る
契
約
が
各
個
人
に
保
証
す
る
の
は
独

占
的
な
自
由
の
使
用
で
あ
る
。
国
家
は
共
同
1
1
社
会
の
構
成
員
が
相
互
に
自
由
を
制
限
し
あ
う
関
係
を
保
証
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、

『
自
然
法
の
甚
礎
』
で
は
国
家
は
社
会
の
所
有
関
係
を
維
持
し
、
保
証
す
る
働
き
を
す
る
。

国
家
と
社
会
の
関
連
づ
け
は
近
代
の
自
然
法
の
、
特
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。

て
関
連
つ
け
ら
れ
、
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
。
十
六
、
十
七
世
紀
に
支
配
の
集
中
と
官
僚
化
が
進
行
し
、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
家
と
社
会
の
区
別
の
問
題
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
と
ら
え
て
い
た
が
、

家
公
民
契
約
と
な
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

こ
れ
に
対
し
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
う
し
た

ま
た
商
品
経
済
が
拡
大
し
て
、

「
主
権
」
と
「
社
会
」
の
関
連
が
根
本
的
に
変
化
し
、
ホ
ッ
プ
ズ
は
国
家
権
力
を
解
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
市
民
社
会
と
の
関
係
で
考
え
ざ

(22) 

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
で
も
、
国
家
主
権
は
所
有
権
を
設
定
し
、
所
有
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
契
約
の
有
効
性
を
判
断

(23) 

す
る
。

そ
れ
で
も
、

相
互
の
権
利
を
安
定
さ
す
の
で
あ

は
相
互
承
認
に
よ
っ

「
人
は
こ
の
契
約
（
国
家
契
約
）
以
前
に
は
何
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系
で
あ
り
、
個
別
者
の
活
動
の
細
部
に
ま
で
干
渉
し
て
い
く
一
個
の
機
械
の
よ
う
な
国
家
で
あ
る
。

は
国
民
へ
の
信
頼
が
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
体

(
t
o
t
u
m
)

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
の
構
成
員
は
誰
で
も
他
人
に
攻
撃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
攻
撃
が
自
分
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ

フ
ィ
ヒ
テ
は
他
者
か
ら
の
攻
撃
の
可
能
性
に
対
す
る
不
安
を
国
家
全
体
の
結
合
の
絆
と
し
、

こ
そ
が
人
々
を
国
家
へ
と
駆
り
立
て
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

(26) 

り
、
国
家
は
全
的
な
不
信
の
上
に
策
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

さ
が
、

(25) 

゜

る」

し
た
が
っ
て
、

こ
う
な
る
と
、

構
想
力
の
こ
の
動
揺
が
結
合
の
絆
で
あ
る
。

国
家
の
窮
極
目
的
は
公
共
の
安
全
と
い
う
こ
と
に
な

自
分
自
身
の
安
全
に
対
す
る
不
安

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
根
本
性
格
と
し
て
、
そ
の
哲
学
が
主
観

II客
観
を
原
理
と
し
な
が
ら
も
再
び
そ
の
同
一

す
べ
て
の
人
が
一
体
と
な
る
の
は
こ
の
絆
に
よ
っ
て
な
の
で
あ

と
も
あ
れ
ば
、
自
分
以
外
の
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
ど
の
個
人
が
最
初
に
攻
撃
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
の
不
確
実

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
に

械
的
な
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
見
た
の
は
、
個
別
者
に
対
し
て
機
械
的
必
然
性
で
も
っ
て
働
く
強
制
の
体

し

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と

の
形
成
に
関
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
説
明
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い

ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
は
国
家
か
ら
区
別
さ
れ
た
社
会
の
独
自
の
領
域
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
な
く
、
有
機
的
で
現
実
的
な
全
体

(
t
o
t
u
m
)

フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
よ
る
と
、
国
家
が
形
成
す
る
全
体
は
抽
象
的
概
念
と
し
て
構
成
さ
れ
た
全
体

(
c
o
m
p
o
s
i
t
u
m
)

(24) 

で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
と
国
民
の
関
係
を
有
機
体
の
全
体
と
部
分
の
関
係
に
た

と
え
て
説
明
す
る
。
全
体
は
部
分
を
維
持
す
る
こ
と
で
自
ら
を
維
持
し
、
部
分
は
全
体
を
維
持
す
る
こ
と
で
自
ら
を
維
持
す
る
。
し
か

フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
の
国
家
と
国
民
の
関
係
は
少
し
も
有
機
的
な
も
の
で
な
く
、
全
く
機
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ま
り
、

(27) 

性
に
も
ど
れ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
同
一
性
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
差
異
の
中
に
あ
る
も
の
が
因
果
関
係
に
置
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
中
で
は
一
方
が
他
方
に
依
存
し
た
り
、
支
配
さ
れ
た
り
し
て
、
真
の
同
一
性
が
不
可
能
に
な
る
と

ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
て
い
る
。
自
我

II自
我
が
実
践
的
に
要
請
さ
れ
て
も
、
自
我
は
非
我
と
因
果
関
係
に
入
り
、
対
立
す
る
両
者
が
固
定

「
相
対
的
同
一
性
」
と
呼
び
、
そ
の
中
で
は
関
係
し
あ
う
も
の
の
対
立
が
存
続
し
て
い
る
た
め
に
、
統
一
は
「
暴
力
的
に
」
な
さ
れ
る

(28) 

と
考
え
て
い
る
。

互
作
用
に
つ
い
て
も
言
っ
て
い
る
。
法
の
概
念
は
感
性
界
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
の
相
互
作
用
（
共
同
）
に
か
か
わ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
し
、
純
粋
意
識
と
経
験
的
意
識
の
相
互
作
用
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て
い
る
。

用
の
中
で
も
対
立
は
残
る
の
で
あ
り
、
原
因
と
結
果
の
対
立
を
な
く
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
方
で
は
、(29) 

と
を
批
判
し
て
い
る
。
道
徳
性
と
対
立
さ
せ
ら
れ
た
自
然
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
理
性
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
の

『
寄
与
』
か
ら

ル
ソ
ー
の
自
然
状
態 つ

ま
で
で
、
自
然
法
の
意
味
内
容
の
変
化
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

『
寄

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
然
を
生
け
る
も
の
と
し
て
で
な
く

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
相
互
作

さ
れ
て
、
真
の
同
一
性
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
関
係
の
も
た
ら
す
同
一
性
を
「
ま
や
か
し
の
同
一
性
」
と
か

ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
関
係
と
支
配
ー
従
属
関
係
を
同
一
視
し
て
い
る
。
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
因
果
関
係
だ
け
で
な
く
相

『
自
然
法
の
基
礎
』

し
か
し
、

「
絶
対
的
に
死
せ
る
も
の
」
と
と
ら
え
た
こ

与
』
で
は
ホ
ッ
ブ
ズ
的
自
然
状
態
に
反
対
し
、
自
然
状
態
で
の
人
間
の
善
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
契
約
の
な
い
社
会
で
あ
る

(30) 

自
然
状
態
で
は
適
徳
法
が
支
配
し
て
お
り
、
道
徳
法
が
現
象
の
世
界
を
規
定
し
て
い
る
限
り
で
自
然
法
と
呼
ば
れ
る
と
し
て
い
る
。

『
寄
与
』
で
は
自
然
法
と
道
徳
法
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
学
者
の
使
命
』
で
は
、

(31) 

が
批
判
さ
れ
、
非
活
動
的
な
自
然
状
態
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
怠
情
が
す
べ
て
の
悪
徳
の
源
泉
と
さ
れ
、
人

間
が
自
分
の
活
動
に
喜
び
を
見
出
す
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
人
間
に
救
い
は
な
い
と
し
て
い
る
。

『
自
然
法
の
基
礎
』
に
な
る
と
、
自
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は
強
制
法
が
機
械
的
必
然
性
で
機
能
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

て
、
自
由
主
義
的
内
容
が
犠
牲
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
見

と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
然
法
で
は
、
因
果
的
意
味
で
の
自
然
法
則
で
機
能
す
る
権
力
が
、

規
範
的
意
味
で
の
自
然
法
則
を
支
配
し
て
い
っ

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る

「
自
由
は
自
由
で
あ
る
た
め
に
自
分
自
身
を
廃
棄
し
な
け

『
自
然
法
の
基
礎
』

で
の
自
然
法
の
領
域
は
、

『
寄
与
』

然
法
の
領
域
は
道
徳
性
の
領
域
と
完
全
に
分
離
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
共
同
体
の
中
以
外
で
は
、

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
意
味
で
の
自
然
法
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
、

(32) 

ま
た
実
定
法
の
下
以
外
で
は
人
問
相
互
の
法
関
係
は
不
可
能
」
と
さ
れ
る
。
道
徳
性
と
区
別
さ
れ
た
自
然

法
の
領
域
で
は
人
間
の
善
意
志
は
全
く
あ
て
に
で
き
な
い
か
ら
、
各
自
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
に
機
械
的
な
必
然
性
で
作
用
す
る
装

(33) 

置
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
強
制
法

(
Z
w
a
n
g
s
g
e
s
e
t
z
)
」
で
あ
る
。

と
は
全
く
ち
が
っ
て
、
機
械
的
必
然
性
の
領
域
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
が
社
会
の
活
動
の
細
部
に
ま
で
干
渉
す
る
強
制
の
体
系
と
な
る
根
拠
を
道
徳
性
と
適
法
性
の
峻
別
に

見
出
し
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
で
は
自
由
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
の
に
、

(34) 

れ
ば
な
ら
な
い
」
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

て
、
自
由
主
義
的
内
容
が
、

の
発
達
で
、

ホ
ッ
プ
ズ
自
然
法
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し

(35) 

そ
れ
を
実
効
化
し
て
ゆ
く
絶
対
主
義
的
形
式
に
犠
牲
に
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
近
代
科
学

「
自
然
法
則
」
は
自
然
法
的
ー
規
範
的
意
味
と
自
然
科
学
的
ー
因
果
的
意
味
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

は
市
民
生
活
の
法
則
を
、
機
械
観
的
前
提
に
立
っ
て
、
因
果
的
意
味
で
の
自
然
法
則
と
し
て
研
究
し
て
ゆ
く
。

て
い
る
。
た
だ
ホ
ッ
プ
ズ
と
ち
が
っ
て
、

ホ
ッ
ブ
ズ

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
然
法
を
道
徳
性
と
全
く
無
関
係
と
す
る
こ
と
で
、
実
定
法
が
有
効
な
領
域
で

ヘ
ー
ゲ
ル
は
逍
徳
性
を
概
念
と
主
体
の
一
致
、
適
法
性
を
そ
れ
ら
の
不
一
致
と
し
て
説
明
し
、
善
意
志
を
全
く
あ
て
に
し
な
い
適
法

性
の
体
系
で
は
、
概
念
と
主
体
が
外
的
に
、
強
制
に
よ
っ
て
一
致
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
適
法
性
の
体
系
に
課
題
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の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
自
由
の
国
で
は

と
な
る
の
は
、
す
べ
て
の
個
別
者
の
活
動
を
機
械
的
必
然
性
で
も
っ
て
一
般
意
志
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ヘ

フ
ィ
ヒ
テ
の
警
察
の
概
念
の
演
繹
に
よ
る
と
、

ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
警
察
論
に
見
た
。

(36) 

間
の
媒
介
者
で
あ
る
。
国
家
は
臣
民
に
対
し
て
保
護
す
る
義
務
が
あ
り
、
臣
民
は
法
律
に
従
う
義
務
が
あ
る
。
国
家
と
臣
民
の
問
に
あ

っ
て
、
両
者
の
絶
え
ざ
る
相
互
作
用
を
可
能
に
す
る
の
が
警
察
で
あ
る
。

に
他
な
ら
な
い
。

に
関
わ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
無
限
性
論
に
強
制

「
生
命
の
美
し
き
相
互
関
係
」
は
破
壊

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
普
遍
者
と
個
別
者
の

フ
ィ
ヒ
テ
は
普
逼
者
と
個
別
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
警

フ
ィ
ヒ
テ
は
国
家
を
契
約
関
係
で
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
、
個
別
性
を
本
質
と
す
る
私
法
1
1
市
民
法
の
原
理
が
公
法

1
1
国
家
法
の
領
域
に
ま
で
侵
入
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

別
的
な
る
も
の
の
領
域
に
ま
で
関
係
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
社
会
の
細
部
に
ま
で
干
渉
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

国
家
と
社
会
の
区
別
が
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
で
あ
る
。

(37) 

相
互
作
用
は
な
く
、
前
者
の
後
者
へ
の
支
配
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
言
い
表
わ
す
と
、

(38)

（

39) 

さ
れ
、
「
美
し
き
共
同
の
真
の
無
限
性
」
が
な
く
、
抽
象
的
悟
性
の
支
配
だ
け
が
あ
る
。

『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
無
限
者
を
我
々
の
外
に
置
い
た
ス
。
ヒ
ノ
ザ
を
批
判
し
、
自
我
を
無
限
性
と
有
限
性
の
関
連

の
中
で
と
ら
え
る
。
客
体
に
向
か
わ
ず
、
自
分
自
身
へ
帰
る
自
我
の
純
粋
な
活
動
が
無
限
で
あ
る
と
さ
れ
、

か
う
客
観
的
活
動
は
有
限
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
前
者
は
直
接
的
に
後
者
に
関
係
す
る
こ
と
で
、
後
者
が
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
客
体

つ
ま
り
、
純
粋
活
動
は
客
観
的
活
動
を
通
し
て
、
客
体
に
対
す
る
因
果
性
を
持
と
う
と
す
る
。

察
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

フ
ィ
ヒ
テ
で
は
国
家
ま
で
も
私
法
の
原
理
で
説
明
さ
れ
る
か
ら
、
国
家
が
個

J

の
よ
う
な
警
察
の
演
繹
は
、

そ
れ
に
対
し
、
対
象
へ
向

し
か
し
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
普
遍
性
と
個
別
性
の
野
蛮
な
混
同

警
察
と
は
国
家
と
臣
民

(
U
n
t
e
r
t
a
n
)
の
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す
る
も
の
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

か
ら
、

「
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
」
に
は
強
制
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
、
自
由
と
は
「
＋

A
か一

A
か
」
そ
の
も
の

(43) 

の
止
揚
で
あ
る
と
し
て
ゆ
く
。
＋

A
と
一

A
の
両
者
の
絶
対
的
否
定
、
十

A
と
＿

A
の
＋
と
一
の
止
揚
、
こ
の
境
地
が
無
限
性
と
か
自

ヘ
ー
ゲ
ル
は
二
項
対
立
の
否
定
が
消
極
的
な
結
果
に
終
わ
ら
ず
、
積
極
的
な
第
三
者
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
二
項
対
立
の
否
定
の
中
で
肯
定
的
な
第
三
者
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、

『
人
倫
の
体
系
』
と
『
実
在
哲
学
』
で
、

由
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

『
自
然
法
論
文
』
で
は
、

あ
る
の
で
あ
る
。

容
に
な
っ
て
い
る
。

め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

あ
る
の
に
、

号
で
言
う
と
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
実
的
な
無
限
者
を
示
そ
う
と
す
る
。
だ

る
と
、
自
我
は
非
我
に
完
全
な
因
果
性
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
な
る
と
、
非
我
は
非
我
で
あ
る
こ
と
を
や

フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
の
活
動
を
、
無
限
で
も
有
限
で
も
あ
る
「
努
力

(
S
t
r
e
b
e
n
)
」

(40) 

限
性
を
達
成
さ
れ
る
べ
き
理
念
と
し
て
い
く
。
し
か
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
無
限
な
活
動
が
有
限
な
活
動
と
の
相
関
関

係
の
一
項
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
両
者
の
対
立
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(41) 

欠
い
た
二
元
論
と
み
な
す
。
そ
し
て
、

と
し
て
と
ら
え
、
無

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
二
元
論
を
超
え
る
第
三
者
、
二
項
の
間
の
絶
対
的
同
一
性
を
考
え
て
い
き
、

二
元
論
を
破
る
否
定
性
を
無
と
か
無
限
性
と
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
が
第
一
に
す
る
べ
き
こ
と
は
、
絶
対
的
な
無
を
認
識
す
る
こ
と
で

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
は
そ
れ
に
あ
ま
り
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
無
限
性
の
概
念
を
説
明
す
る
の
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
使
う
記

ブ

ラ

ス

マ

イ

ナ

ス

フ
ィ
ヒ
テ
は
純
粋
思
惟
に
お
い
て
無
限
性
を
示
し
た
が
、
現
実
に
は
十

A
と
一

A
の
対
立
の
存
続
が
彼
の
観
念
論
の
内

『
信
仰
と
知
識
』

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
十

A
と

l
A
が
互
い
に
外
的
で
対
立
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
強
制
の
可
能
性
が

(42) 

を
絶
対
的
媒
介
の
中
で
否
定
す
る
と
言
い
、

で、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
第
三
者
（
媒
介
者
）
を
理
性
的
な
る
も
の
で
、
無
限
性
の
概
念
を
実
現

ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
は

「
あ
れ
か
ー
こ
れ
か
」

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
を
第
三
者
を
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ぢ

ヘーゲルのフィヒテ批判

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

認
め
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
こ
で
は
、

に
ヽ

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

ら
も
、

そ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
は
イ
ニ
ナ
後
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
先
取
り
し
て
い
る
点
も
あ
る
。

(44) 

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
接
近
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
、

の
条
件
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
、
と
く
に
『
自
然
法
の
基
礎
』
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。

哲
学
(
-
八

0
五
I
O六
年
）
』
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

と
で
あ
る
。
承
認
し
あ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
人
間
は
自
分
の
自
然
状
態
を
止
揚
す
る
。

『
自
然
法
論
文
』
で
、

し
か
し
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
法
（
権
利
）
概
念
を
自
己
意
識
の
条
件
と
し
、
こ
の
概
念
が
い
か
に
し
て
感
覚
的
世
界
で
実

現
さ
れ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
複
数
の
理
性
的
存
在
者
の
相
互
関
係
が
法
関
係
と
し
て
感
覚
的
世
界
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
自
己
意
識

フ
ィ
ヒ
テ
の
考
え
で
は
、
す
べ
て
の
法
関
係
は
相
互
承
認
を
条
件
に
し
て
お
り
、
こ
の
相
互
承
認
を
確
保
す
る
の
は

国
家
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
互
承
認
の
存
在
し
な
い
の
が
戦
争
状
態
で
あ
り
、
戦
争
状
態
で
は
全
法
関
係
が
止
む
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
、
法
（
権
利
）
関
係
を
相
互
承
認
の
関
係
と
考
え
て
い
る
。

(45) 

こ
こ
で
「
相
互
に
自
由
な
自
己
意
識
の
概
念
」
が
定
立
さ
れ
、
こ
の
概
念
が
自
分
を
実
現
し
て
い
く
の
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
示
す
。
人
間
を

自
然
状
態
に
お
い
て
で
な
く
、
概
念
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
相
互
に
承
認
し
あ
っ
て
い
く
運
動
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ

と
政
治
的
権
威
が
全
く
同
一
で
あ
る
絶
対
的
人
倫
を
理
想
化
し
て
、
自
然
状
態
を
脱
却
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら

『
自
然
法
論
文
』
は
、
権
利
と
義
務
の
本
質
と
主
体
の
本
質
が
完
全
に
一
致
す
る
と
し
た
点
に
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
偉
大
さ
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
権
利
概
念
を
自
己
意
識
の
条
件
と
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
を
受
容
し
て
い
な
か
っ

フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
、
自
己
意
識
の
概
念
を
相
互
承
認
関
係
と
結
び
つ
け
て
考
え
た
の
は
『
実
在
哲
学
(
-
八
〇

ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
然
状
態

『
実
在

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

違
い
は
残
し
な
が
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行
し
た
人
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

持、 実
的
な
無
限
が
提
示
さ
れ
ず
、

ル
は
相
互
承
認
を
＋
と
一
、
肯
定
と
否
定
の
統
一
と
し
て
と
ら
え
る
。
イ
ニ
ナ
期
の
論
理
学
で
、

(46) 

自
我
を
無
限
な
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、

性
の
統
一
と
し
て
と
ら
え
、
個
別
性
が
普
遍
性
へ
連
続
的
に
移
行
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
我
は
個
別
性
と
普
遍
性

の
対
立
の
中
で
、
自
分
を
形
成
し
て
い
く
運
動
を
す
る
こ
と
で
、
個
別
性
と
普
遍
性
を
統
一
し
て
い
く
。

で
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
で
は
理
性
的
存
在
者
の
他
者
に
対
す
る
二
つ
の
あ
り
方
、
①
自
由
で
理
性
的
な
存
在
者
と
し
て
あ
る
、
③
単
な
る

物
と
し
て
扱
わ
れ
う
る
者
と
し
て
あ
る
、
が
絶
対
的
に
分
裂
し
て
い
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
人
間
の
共
同
が
支
配
ー
従
属
関
係
に
な
っ

(47) 

て
し
ま
う
と
言
っ
て
い
た
。

化
、
形
成
な
ど
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
国
家
の
制
度
全
般
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
考
え
て
い
っ
た
。

ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
豊
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

と
こ
ろ
で
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
に
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。

つ
ま
り
「
自
己
保
存

(
S
e
l
b
s
t
e
r
h
a
l
t
u
n
g
)
」

(48) 

さ
れ
た
意
志
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
西
洋
の
自
然
法
論
の
歴
史
で
、

レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
が
個
人
に
先
だ
っ
と
考
え
て
い
た
伝
統
的
な
自
然
法
に

を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
個
人
の
身
体
の
保

を
す
べ
て
の
外
的
な
自
由
の
条
件
と
し
、
そ
れ
を
自
然
的
必
然
性
に
よ
っ
て
決
定

ホ
ッ
ブ
ズ
は
古
典
的
自
然
法
か
ら
近
代
的
自
然
法
へ
の
転
換
を
遂

ヘ
ー
ゲ
ル
が
無
限
な
る
自
我
を
個
別
性
と
普
遍
性

ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
は
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
を
統
一
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
は
フ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
相
互
承
認
を
労
働
、
外

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
差
異
論
文
』

フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
が
無
限
進
行
で
あ
る
の
に
対
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
我
を
個
別
性
と
普
遍

＋
と
一
が
対
立
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
強
制
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

し
か
し
な
が
ら
、

ヘ
ー
ゲ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
相
互
承
認
論
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
批
判
的
な
受
容
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

五

I
O五
年
）
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
状
態
は
止
揚
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
き
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
も

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
で
は
現
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こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、

ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。

対
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
身
分
論
に
も
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ト

ヘ
ー
ゲ
ル
が
個
別
性
の
契
機
を
近
代
の
原
理
と
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
論
も
個
別
性
を
原
理
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(49) 

ホ
ッ
ブ
ズ
は
個
人
の
自
己
保
存
を
す
べ
て
の
正
義
の
根
本
に
置
き
、
個
人
の
自
己
保
存
の
権
利
を
絶
対
的
と
し
た
。

(50) 

ウ
ス
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

『
自
然

シ
ュ
ト
ラ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
的
親
近
性
を
理
解
し
て
い
た
。

(51) 

の
存
在
を
第
一
で
最
高
の
も
の
と
し
て
定
立
す
る
」
ホ
ッ
プ
ズ
的
自
然
法
と
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
の
違
い
を
、
無
限
性
の
抽
象

の
度
合
い
の
違
い
と
考
え
て
い
る
。
前
者
で
は
無
限
性
が
よ
り
低
い
抽
象
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
純
粋
な
抽
象
に

法
論
文
』
の
中
で
、

る
絶
対
的
人
倫
の
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、

あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
よ
う
な
近
代
の
自
然
法
と
遥
徳
論
に
対
置
す
る
の
は
、
個
別
性
の
契
機
が
そ
れ
自
身
で
無
で
あ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
由
と
は
個
別
性
の
契
機
を
否
定
す
る
こ
と
と
し
、
主
体
は
死
ぬ
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
強
制
か
ら
自
由
で
あ
る
と
す
る
。
死
に
お
い
て
、
個
別
性
は
そ
の
正
反
対
の
普
遍
性
で

し
た
が
っ
て
、
所
有
に
執
着
し
、
欲
求
と
労
働
の
う
ち
に
あ
る
身
分
は
個
別
性
に
関
わ
り
、
死
の
危
険
を
自
ら
の
う
ち
に
持
た

な
い
か
ら
、
非
自
由
の
身
分
と
さ
れ
る
。
こ
の
身
分
に
は
個
別
性
か
ら
普
遍
性
へ
の
移
行
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
。

れ
ば
、
各
々
の
部
分
が
自
分
の
限
界
内
に
と
ど
ま
り
、
全
体
の
中
で
独
立
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
倫
は
理
想
的
な
均
衡
を
保
つ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
私
法
の
原
理
を
公
法
の
領
域
ま
で
拡
大
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
自
分
自
身
の
立
場
と

し
て
は
、
個
別
的
な
る
も
の
に
関
わ
る
身
分
と
政
治
的
身
分
を
明
確
に
区
別
し
て
、
公
私
の
混
同
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

承
認
し
、
個
別
性
と
普
遍
性
の
相
互
作
用
を
推
論
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
く
の
は
『
実
在
哲
学
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
私
法
領
域
に
あ
る
身
分
に
普
遍
性
へ
の
移
行
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
人
倫
全
体
で
個
別
性
と
普
遍
性
の
相
互
作
用
が

ヘ
ー
ゲ
ル
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
警
察
論
に
個
別
性
と
普
遍
性
の
相
互
作
用
の
な
い

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
個
別
者
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て
あ
り
、
そ
れ
は
個
別
者
の
活
動
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
、
個
別
者
の

(52) 

実
体
で
あ
る
。
こ
の
実
体
の
中
で
は
特
殊
的
存
在
は
同
時
に
普
遍
的
で
あ
り
、
つ
ま
り
特
殊
性
と
普
遍
性
は
結
合
し
て
い
て
、
そ
こ
で

(53) 

ま
た
特
殊
的
な
も
の
と
し
て
も
あ
る
」
。

極
と
し
、
そ
の
中
で
、
同
一
人
物
が
自
分
や
家
族
の
た
め
に
働
き
、
契
約
を
結
ぶ
時
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
し
て
あ
り
、
普
遍
的
な
る
も
の

(54) 

を
目
的
と
す
る
時
は
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
と
し
て
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
で
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
が
先
取
り
し
て
い

る
。
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
所
有
契
約
と
保
護
契
約
が
統
一
さ
れ
て
国
家
公
民
契
約
に
な
る
。

つ
ま
り
、
所
有
契
約
と
国
家
公
民
契
約
は
一
体

(55) 

「
す
べ
て
の
国
家
公
民
は
必
然
的
に
所
有
を
持
つ
」
と
さ
れ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
所
有
と
は

感
覚
的
世
界
で
の
自
由
な
行
為
へ
の
権
利
で
あ
り
、
人
間
の
「
絶
対
的
で
、
譲
渡
で
き
な
い
所
有
」
と
は
「
生
存
で
き
る
こ
と
」
で
あ

(56) 

る
。
国
家
が
保
証
す
る
の
は
、
各
自
が
自
分
の
労
働
で
生
存
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
国
家
公
民
は
自
分
の
労
働
で

生
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
全
体
に
貢
献
す
る
。

た
労
働
へ
の
考
察
を
深
め
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
提
示
し
た
国
家
公
民
と
所
有
者
を
兼
ね
た
法
的
主
体
の
概
念
を
仕
上
げ
て
い
く
。
ブ
ル
ジ

『
自
然
法
論
文
』
で
二
つ
の
身
分
に
分
け
ら
れ
て
い
た
両
側
面
を
統
一
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
普
遍
者
と
個
別
者
の
関
係
を
外
化
の
理
論
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

遍
者
は
個
別
者
に
と
っ
て
疎
遠
な
も
の
で
な
く
、
個
別
者
の
対
象
的
本
質
で
あ
る
。
個
別
者
は
普
遍
的
意
志
が
自
ら
の
外
化
さ
れ
た
特

(57) 

殊
的
意
志
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
彼
が
外
化
す
る
の
は
普
遍
者
と
し
て
の
自
分
自
身
に
対
し
て
で
あ
る
。

問
題
を
国
家
体
制
全
体
へ
拡
げ
て
い
き
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
推
論
の
形
で
説
明
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
個
別
者
は
自
分
が
目
的
で
、
自

ョ
ア
で
も
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
で
も
あ
る
自
我
は
、

化
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、

の
個
別
者
の
自
我
は
「
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
あ
り

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
国
家
や
法
の
よ
う
な
普

ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
民
経
済
学
を
研
究
す
る
こ
と
で

ヘ
ー
ゲ
ル
は
承
認
の

フ
ィ
ヒ
テ
で
は
不
十
分
で
あ
っ

国
家
体
制
全
体
は
普
遍
と
個
別
を
両

『
実
在
哲
学
(
-
八

0
五
I
O
六
年
）
』
の
「
現
実
的
精
神
」

で
は
、

普
遍
的
に
承
認
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
直
接
的
な
現
実
性
と
し
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注

略
号

よ
っ
て
、

国
家
と
社
会
の
関
係
は
個
別
的
自
我
の
普
逼
性
と
特
殊
性
の
関
係
、
シ
ト
ワ
イ
ア
ン
的
側
面
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
側
面
の
関
係
と
し
て
現

別
性
の
三
つ
の
契
機
で
説
明
し
て
い
る
。

分
の
利
益
に
よ
っ
て
動
く
。
そ
の
時
、
こ
の
個
別
者
に
と
っ
て
普
遍
者
が
媒
介
と
な
る
。
普
遍
者
は
「
個
別
者
と
、
個
別
者
の
特
殊
的

(58) 

な
も
の
と
そ
の
現
実
性
を
推
理
連
結

(
z
u
s
a
m
m
e
n
s
c
h
l
i
e
B
e
n
)

す
る
媒
介
」
と
な
る
。
こ
れ
は
個
別
ー
普
遍
ー
特
殊
の
推
論
で
あ

る
。
こ
の
推
論
の
意
味
し
て
い
る
の
は
、
個
別
者
は
自
分
の
特
殊
的
欲
求
や
利
益
を
、
普
遍
者
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
足

的
で
も
あ
る
。

さ
せ
た
り
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
違
法
行
為
を
し
た
場
合
、
国
家
は
司
法
権
力
と
し
て
個
別
者

(59) 

の
特
殊
的
自
己
に
対
し
て
普
遍
的
自
己
を
強
制
し
て
く
る
。
普
遍
者
は
個
別
者
の
特
殊
的
な
も
の
に
対
し
て
、
承
認
も
す
る
し
、
強
制

(60) 

つ
ま
り
、
肯
定
的
で
も
否
定
的
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

た
り
、
契
約
関
係
を
結
ん
で
い
く
。

す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
描
く
市
民
社
会
で
は
、
個
人
は
商
品
を
所
有
す
る
者
と
し
て
、
自
由
に
交
換
し

フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
、
国
家
は
社
会
で
の
契
約
を
保
証
し
、
私
有
財
産
を
承
認
す
る
役
割
を
果
た

ま
た
、
国
家
は
法
秩
序
を
維
持
す
る
。
こ
う
し
た
体
制
の
中
で
、
自
我
は
普
遍
的
で
も
特
殊
的
で
も
あ
り
、

わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
両
側
面
を
統
一
し
て
い
る
自
我
は
イ
エ
ナ
期
の
論
理
学
で
示
さ
れ
た
無
限
な
る
自
我
で
あ
り
、
そ
の
活
動
に
よ

っ
て
国
家
体
制
全
体
の
普
遍
性
と
個
別
性
の
絶
え
ざ
る
相
互
作
用
が
可
能
に
な
る
。

に
考
え
て
、
国
家
と
社
会
の
区
別
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
普
遍
者
と
個
別
者
の
関
係
を
機
械
的

と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
で
あ
っ
た
。
三
つ
の
契
機
の
推
論
関
係
に

ヘ
ー
ゲ
ル
が
国
家
と
社
会
の
関
係
を
動
的
に
把
握
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

B
e
i
:
 
Fichte, B
e
i
t
r
a
g
 z
u
r
 B
e
r
i
c
h
t
i
g
u
n
g
 d
e
r
 
U
r
t
e
i
l
e
 d
e
s
 P
u
b
l
i
k
u
m
s
 
fiber 
d
i
e
 f
r
 g梵
isische
R
e尽
olution,
F
e
l
i
x
 

M
e
i
n
e
r
,
 1
9
7
3
 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
体
制
全
体
を
、
普
遍
性
、
特
殊
性
、
個



8L 

B
G
:
 Fichte, E

i
n
i
g
e
 
V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 
iiber 

die 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 des Gelehrten, Fichtes 

W
e
r
k
e
 hrsg. v

o
n
 F. M

e
d
i
c
u
s
 

B
a
n
d
 
I
 

G
N
:
 Fichte, G

r
u
n
d
l
a
g
e
 des Naturrechts, Felix 

Meiner, 1979 

G
W
:
 Fichte, G

r
u
n
d
l
a
g
e
 
d
e
r
 
g
e
s
a
m
t
e
n
 Wissenschaftslehre, Felix Meiner, 1970 

H
W
:
 Hegel, W

e
r
k
e
 in 

z
w
a
n
z
i
g
 
Biinden, S

u
h
r
k
a
m
p
,
 1970 

J
L
:
 Hegel, Jenenser 

Logik, M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 u

n
d
 N
a
t
u
r
,
 Felix 

M
e
i
n
e
r
 

R
P
 II: 

Hegel, J
e
n
a
e
r
 Realphilosophie 

(1805
ー
06),

Felix Meiner, 1969 

←
)
 
H
W
,
 1, 
S. 479. 

("") 
Bei, S. 94. 

(Cf)) 
Ibid, S. 26, 96. 

("tj<) 
Ibid, S. 

96, 97. 

(11)) 
Ibid, S. 26. 

(~
) 

Ibid, S. 104. 

(~
) 

Ibid, S. 55. 

(oo) 
B
G
,
 Zweite 

Vorlesung. 

(°') 
Ibid, Erste Vorlesung. 

(~
) 

Ibid, Zweite Vorlesung. 

(::1) 
Ibid, Zweite Vorlesung. 

国
）

Ibid, Zweite Vorlesung. 

（臼）
G
N
,
 S. 298, 311. 

(::;) 
Ibid, S. 

350. 

（臼）
Ibid, S. 101. 

(;::) 
~::---ー『#~

膝
K函

縄
』

（怒基’芸：：：：：：：笛'~漑
届
択
晋
'

1
兵
ば
目
~
)
蒜

l
醍
~
1
(
~
叫°



ー―栄苺トakトQ4GKー（6L 

(~
) 

G
N
,
 S.151. 

（臼）
Ibid, S. 

197, 199. 

（臼）
Bei, S. 95. 

rn) 
G
N
,
 S.198. A

n
m
.
 

(;J) 
Ibid, S.129. 

（斜）
Jurgen 

H
a
b
e
r
m
a
s
,
 T
h
e
o
r
i
e
 u

n
d
 Praxis, S

u
h
r
k
a
m
p
,
 1971, S. 62, 67. 

ぼ
）

モ
ぷ

1''t<
『
=
-
~

い
,I'--

キ
入
』

(¾
 田

’
王
丑
鑑
,
~
 王

聟
lillS)

蒜
11
活
11+-

臣
憐゚

（苫）
G
N
,
 S.196. 

cm 
Ibid, s. 

196. 

（自）
Ibid, S. 256, 267. 

（芯）
H
W
,
2
,
S
.
 94. 

（器）
Ibid, S. 48. 

頃
）

Ibid, S. 80. 
1'
ヽ

-'11卜
Q{IT]~ll

0~\--'
ざ

(
g
)
 
Bei, S. 96. 

は
）

B
G
,
 Fiinfte 

Vorlesung. 

啜
）

G
N
,
 S.147. 

（器）
Ibid, S. 

141. 

（苫）
H
W
,
2
,
S
.
8
2
.
 

（為）
T
h
e
o
r
i
e
 
u
n
d
 Praxis, S. 72. 

(~
) 

G
N
,
 S. 286. 

(~
) 

H
W
,
 2, 
S. 518. 

（箆）
Ibid, S. 82. 

（宮）
Ibid, S. 84. 

『
起
逹
→
泉
据
』

Q
t
,
"
<
"

.'.I 
I只
瞑

rt,訊
叫
や
ヂ
臣
函
旦
初
菜

\J~\-(lo



~
 

（等）

(~
) 

（笞）

（尊）

(~
) 

(~
) 

（等）

（与）

（笞）

（弯）

(iis) 

C
芯）

（斜）

（器）

（苫）

（埒）

（為）

（お）

（誇）

（宮）

(
@
)
 

G
W
,
 Dritter 

Tei!, §5, Zweiter 
Lehrsatz. 

H
W
,
 2, 
S. 412. 

Ibid, S. 411. 

Ibid, S. 477. 

区・
:=-,-j只

『
〈
一
＇
ふ
ミ
甜
詞
中
』
（
茫
怜
’
ヨ
怜
瞬
晦
写
ヨ
追
）

1<+1-R゚
〈一’、

0
0

 
〈
-
:ト
ミ
茶

's;--~+,~~
や

母
心

＃
唸

ド
い

峠
心
哀
彩
.
.
.
.
.
)
投
埃
.
.
.
.
)
.;.! 

>
J
-嚢

把
翌

初
兵

ド
今

t
Q
O

:=-,-¥只
Q
渥
択
，
，

Fichtes
zweideutige 

U
m
k
e
h
r
 der 

naturrechtlichen 

Begriffsbildung", in 
Zeitschrift fiir philosophische 

F
o
r
s
c
h
u
n
g
 B
d
.
 31, 1977

以
妥

益
畑

兵
心

Jぷ
ふ
唸
ふ

¥'.;10

R
P
 II, 

S. 205. 

JL, S. 161~
\-'--0 

H
W
,
2
,
S
.
8
1
.
 

G
N
,
S
.
1
1
7
.
 

L
e
o
 Strauss, N

a
t
u
r
r
e
c
h
t
 u

n
d
 Geschichte, S

u
h
r
k
a
m
p
,
 1977, S. 

188. 

Ibid, S. 291. 

I-IW, 2, 
S. 454. 

R
P
 II, 

S. 225. 

Ibid, S. 222. 

Ibid, S. 249. 

G
N
,
S
.
1
8
9
.
 

Ibid, S. 206. 

R
P
 II, S. 242. 

Ibid, S. 243. 

Ibid, S. 235. 

Ibid, S. 235, 243, 248. 



81 ヘーゲルのフィヒテ批判

付
記
学
習
院
大
学
で
行
な
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れ
た
「
日
本
哲
学
会
第
四
十
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大
会
」
で
の
口
頭
発
表
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
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ニ
ナ
期
に
お
け
る
社
会
理
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の
展
開
」
を

改
題
し
加
筆
し
ま
し
た
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