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愛
は
死
よ
り
も
冷
た
し

ヘ
ー
ゲ
ル
の
欲
望
理
論
に
お
け
る
否
定
性
、
無
限
性
お
よ
び
無
規
定
性ウ

ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
サ
フ
ァ
ト
ル

︵
児
島
創
＝
訳
︶ 

O
f course all life is a process of breaking dow

n, but the blow
s that do the dram

atic side of the w
ork (…

)
don’t show

 their effect all at once. 
T

he C
rack-U

p, Scott Fitzgerald

も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
生
は
崩
壊
の
過
程
な
の
だ
、
し
か
し
作
品
の
劇
的
な
面
を
な
す
諸
々
の
打
撃
と
い
う
も
の
は
︵
…
︶

そ
の
効
果
を
一
度
に
見
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
﹃
崩
壊（
＊
）﹄

承
認
の
問
題

我
々
は
今
日
精
神
の
普
遍
性
が
強
固
に
安
定
せ
し
め
ら
れ
か
つ
ま
た
単
独
性
と
い
う
も
の
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
い
よ

い
よ
無
意
味
と
な
っ
た
時
代
に
生
き
て
い
る
、︿
普
遍
性
﹀
が
そ
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
伸
張
と
あ
ら
ゆ
る
獲
得
済
み
の
豊
か

さ
に
固
執
し
、
ま
た
そ
れ
を
請
求
し
て
も
い
る
あ
る
時
代
に
。
そ
れ
ゆ
え
精
神
の
全
体
的
な
作
品
に
お
い
て
個
人
の
活
動
に

帰
属
す
る
分
担
は
た
だ
些
細
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
個
人
が
な
す
べ
き
は
、
そ
も
そ
も
学
の
本
性
が
す
で
に
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含
意
す
る
と
お
り
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
己
を
忘
れ
去
り
、
自
分
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
行
い
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
ほ
と
ん
ど
自
己
に
期
待
し
た
り
自
分
自
身
の
た
め
に
懇
望
し
た
り
は
す
べ
き
で
な
い
だ
け

に
な
お
さ
ら
世
人
も
彼
か
ら
多
く
を
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る

）
（
（

。

以
上
の
よ
う
な
主
張
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
哲
学
的
思
考
の
幾
筋
も
の
覇
権
的
潮
流
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
批
判
し
た
も

の
全
て
を
集
約
し
て
い
る
。
曰
く
、
個
人
的
な
も
の
が
も
つ
差
異
と
諸
々
の
承
認
へ
の
希
求
と
が
概
念
的
総
合
の
諸
戦
略
に

は
還
元
不
可
能
な
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
、︿
絶
対
知
﹀
の
全
体
性
の
哲
学
者
。
曰
く
、
思
考
が
い
つ
も
階
層
的
で
目
的
論
的

な
数
々
の
体
系
に
訴
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
偶
然
的
な
も
の
、﹁
ほ
と
ん
ど
自
己
に
期
待
し
た
り
自
分
自
身
の
た
め
に
懇
望
し

た
り
は
す
べ
き
で
な
い
﹂
あ
の
偶
然
的
な
も
の
の
も
つ
、
何
が
し
か
の
存
在
論
的
な
尊
厳
を
軽
視
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う

哲
学
的
信
仰
の
表
れ
。
曰
く
、
現
在
が
﹁
強
固
に
安
定
せ
し
め
ら
れ
た
精
神
の
普
遍
性
﹂
と
し
て
現
れ
て
く
る
あ
る
歴
史
へ
の
、

諸
々
の
出
来
事
が
い
ま
だ
可
能
的
で
あ
る
は
ず
の
時
間
を
把
握
す
る
能
力
を
抜
き
去
ら
れ
た
、
あ
る
目
的
論
的
な
メ
タ
歴
史
へ

の
信
仰
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。

理
性
は
、
実
際
、
以
後
は
運
命
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
理
性
は
い
か
な
る
本
質
的
な
射
程
を
も
っ
た
出
来

事
も
す
で
に
決
定
済
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
今
日
と
い
う
も
の
の
価
値
が
低
下
す
る
こ
と
と
批

判
の
矛
先
が
鈍
る
こ
と
と
を
代
償
と
し
て
の
み
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
近
代
が
も
つ
自
ら
の
自
己
的
な
︲
基
礎
づ
け
︹son 

auto-fondation

︺
に
到
達
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
し
て
い
た
の
だ

）
（
（

。

　
こ
う
し
た
非
難
の
中
に
は
、
特
殊
な
も
の
︹un particulier

︺
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
不
可
能
性

が
現
れ
て
い
る
。
特
殊
な
も
の
は
単
な
る
特
殊
性
︹particularité

︺
の
条
件
へ
と
還
元
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
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わ
け
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
は
、
特
殊
な
も
の
と
は
普
遍
と
い
う
も
の
の
具
体
的
実
現
の
た
め
の
機
会
で

し
か
な
く
、
即
自
的
に
は
い
か
な
る
現
実
性
を
も
も
た
な
い
か
の
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
非
難
の
中
に
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
診
断
が

共
鳴
し
て
い
る
。﹁
仮
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
普
遍
と
特
殊
と
の
同
一
性
の
教
説
を
特
殊
な
も
の
そ
れ
自
体
の
中
で
一
つ
の
弁
証
法

に
ま
で
推
し
進
め
て
い
た
と
し
た
ら
、
特
殊
な
も
の
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
言
を
信
じ
れ
ば
、
媒
介
さ
れ
た
普
遍
で
あ
る
の
だ

が
、
普
遍
と
同
じ
程
度
の
権
利
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
権
利
を

︱
ち
ょ
う
ど
息
子
に
向
か
っ

て
﹃
貴
様
は
自
分
が
特
別
な
存
在
︹un être particulier

︺
だ
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
か
﹄
と
説
教
を
す
る
父
親
の
よ
う
に

︱
、

彼
は
そ
れ
を
単
な
る
情
念
の
序
列
へ
と
お
と
し
め
、
そ
し
て
人
間
性
の
権
利
と
い
う
も
の
を
、
心
理
学
的
な
仕
方
で
、
自ナ

ル
シ
シ
ス
ム

己
愛

で
あ
る
と
し
て
こ
き
お
ろ
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
、
く
だ
ん
の
哲
学
者
の
個
人
的
な
原
罪
な
ど
で
は
な
い

）
（
（

﹂。

そ
れ
は
哲
学
者
の
個
人
的
な
罪
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
彼
の
全
体
系
の
罪
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

　
し
か
し
我
々
は
こ
れ
ら
の
解
釈
が
、
果
た
し
て
十
分
な
基
礎
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
自
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
個
体
性
が
も
つ
承
認
へ
の
諸
要
求
を
単
に
無
視
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼
は
、
個
体
化
の
諸
過
程
の
再
理
解
の

た
め
の
諸
条
件
を
、
実
は
再
構
築
し
て
い
る
最
中
だ
っ
た
の
か
。
我
々
が
前
に
し
て
い
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
諸
限
界
を

定
め
る
一
つ
の
特
徴
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
の
特
徴
は
、
個
体
性
の
あ
る
一
新
さ
れ
た
概
念
、
我
々
が
い
ま
だ
に
競
争

相
手
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
概
念
を
提
供
で
き
る
あ
る
計
画
の
最
も
重
要
な
地
点
で
あ
る
よ
う
な
特
徴
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
個
体
性
の
概
念
を
自
己
意
識
の
概
念
を
通
じ
て
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
自
己
意
識
の
概
念
は
、
あ
る
自
己
充
足
的
な
主
体
性
の
反
省
性
に
固
有
な
心
理
主
義
的
な
概

念
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
し
ば
し
ば
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
事
実
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、﹁
自
己
意
識
﹂
と

は
主
体
と
他
者
と
の
間
の
交キ

ア

ス

ム

差
配
列
の
諸
様
態
、
自
己
自
身
の
経
験
に
と
っ
て
構
成
的
な
価
値
を
も
っ
た
諸
様
式
を
記
述
で
き

る
一
つ
の
関
係
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
。﹁
自
己
意
識
﹂
と
は
あ
る
関
係
的
な
概
念
な
の
だ
か
ら
、
実
践
的
次
元
に
お
け
る
自

己
意
識
の
主
な
諸
属
性
︵
規
定
性
、
自
律
性
、
自
由
、
責
任
を
担
い
う
る
こ
と
と
い
っ
た
︶
が
、
そ
れ
ら
の
真
の
意
味
の
中
で
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思
考
さ
れ
う
る
の
は
、
自
己
性
︹ipséité

︺
の
経
験
は
同
一
性
や
一
体
性
と
い
っ
た
形
式
的
な
原
則
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
我
々
が
放
棄
す
る
と
き
の
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
自
己
意
識
は
自
己
の
︲
同
一
性
に
関
す
る
直

接
的
な
把
握
の
上
に
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
の
把
握
の
内
在
性
が
否
定
す
る
も
の
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の

点
に
関
し
て
現
代
の
観
念
を
利
用
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
自
己
意
識
と
は
主
体
と
他
者
と
の
間
の
物
質

的
諸
関
係
の
内
部
に
顕
現
す
る
非
︲
同
一
性
の
基
礎
的
経
験
の
座0

︹locus

︺
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
や
、
欲
望

や
、
言
語
活
動
と
い
っ
た
諸
形
象
か
ら
出
発
し
て
思
考
さ
れ
る
葛
藤
的
な
関
係
の
数
々
だ
。

　
し
か
し
自
己
意
識
が
一
つ
の
関
係
的
な
概
念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
ま
た
あ
ま
り
に
も
わ
ず
か
な
こ
と
し
か
言
わ
な
い
こ
と

で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
単
に
あ
ら
ゆ
る
主
体
性
が
、
劈
頭
以
来
、
構
成
的
に
し
て
先
行
的
な
あ
る
間
主
観
的
構
造
へ

の
依
存
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
う
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
別
の
こ
と
を

言
わ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
よ
り
よ
く
了
解
す
る
た
め
に
、
そ
の

者
と
と
も
に
私
が
労
働
の
、
言
語
の
そ
し
て
欲
望
の
諸
々
の
場
に
お
い
て
構
成
的
な
関
係
の
数
々
を
樹
立
す
る
こ
の
他
者
と
は

0

0

0

0

0

0

誰
な
の
か

0

0

0

0

を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
あ
る
別
の
自
己
意
識
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
に
お
い
て
彼

は
、
あ
る
個
体
性
を
心
理
的
表
象
の
対
象
と
し
て
規
定
す
る
も
の
の
彼
方
に
あ
る
、
よ
り
深
い
他
性
で
あ
る
の
か
。
少
な
く
と

も
意
識
の
観
点
か
ら
み
て
、
何
か
無
規
定
な
も
の
の
前
に
私
を
置
く
よ
う
な
あ
る
彼
方
で
あ
る
の
か
。
と
り
わ
け
、
こ
の
文
脈

に
お
い
て
、﹁
よ
り
深
い
他
性
﹂
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
表
現
は
、
何
を
意
味
し
う
る
の
か
。

　
も
し
我
々
が
こ
の
第
二
の
仮
説
を
た
ど
る
と
す
る
と
、
な
ぜ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
自
由
な
個
体
性
︵
つ
ま
り
、
己
の
形

成
の
過
程
を
履
行
し
た
個
体
性
︶
と
は
無
規
定
的
な
も
の
と
の
対
決
を
規
定
の
場
に
引
き
入
れ
る
よ
う
な
あ
の
個
体
性
の
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0

の
か
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
こ
の
こ
と
が
原
因
で
、
有
限
な
一
規
定
へ
の
あ

ら
ゆ
る
執
着
を
弱
め
て
し
ま
う
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
我
々
は
次
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張

を
理
解
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。﹁
自
由
と
は
し
た
が
っ
て
無
規
定
態
の
中
に
あ
る
の
で
も
規
定
態
の
中
に
あ
る
の
で
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も
な
い
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
双
方
で
あ
る

）
（
（

︹D
ie Freiheit liegt also w

eder in der U
nbestim

m
theit noch in der Bestim

m
theit, 

sondern sie ist beides

︺﹂。
あ
る
い
は
さ
ら
に
こ
う
も
い
う
。﹁
自
我
は
こ
こ
に
お
い
て
差
異
を
欠
く
無
規
定
態
か
ら
差
異
化
へ

と
、
一
つ
の
規
定
態
を
一
つ
の
内
容
の
ま
た
対
象
の
規
定
態
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
へ
と
移
行
す
る）

（
（

︹D
as Ich geht hier aus 

unterschiedsloser U
nbestim

m
theit zur U

nterscheidung, zum
 Setzen einer Bestim

m
theit als eines Inhalts und G

egenstandes 

über

︺﹂。
一
つ
の
移
行
で
あ
る
以
上
、︿
自
我
﹀
は
つ
ね
に
諸
々
の
、
そ
れ
ら
の
対
立
者
の
中
を
通
過
す
る
契
機
を
保
存
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
そ
う 

。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
︿
自
我
﹀
が
い
ま
だ
に
一
つ
の
︿
自
我
﹀
で
は
な
い
も
の
に

属
す
る
何
か
を
、
何
か
し
ら
前
︲
個
体
的
で
あ
る
も
の
︹quelque chose qui est pré-individuel

︺
を
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︹
言
わ
ん
と
し
て
い
る
︺。

　
諸
個
体
性
の
構
成
の
主
要
な
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
た
無
規
定
な
も
の
と
の
こ
の
対
決
は
も
し
我
々
が
自
己
意
識
の
形
成
に

お
け
る
死
や
不
安
と
い
っ
た
限
界
経
験
の
機
能
に
つ
い
て
自
問
す
る
な
ら
ば
さ
ら
に
明
晰
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
現
象
学
の
過

度
に
﹁
実
存
主
義
的
な
﹂
読
解
に
固
有
な
動モ

チ
ー
フ機

の
数
々
、
な
い
し
は
有
限
性
を
前
に
し
た
怨

ル
サ
ン
チ
マ
ン

恨
と
諦
念
と
い
う
意
味
に
結
び
つ

い
た
道
学
者
風
の
十
字
軍
に
固
有
な
動モ

チ
ー
フ機

の
数
々
︵
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ル
ブ
ラ
ン
が
欲
し
て
い
た
よ
う
に 

︶
で

あ
る
こ
と
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
死
や
不
安
は
意
識
の
形
成
の
道
筋
に
お
い
て
大
変
正
確
な
論
理
的
機
能
の
数
々
を
も
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
両
者
は
、
そ
の
思
考
が
表
象
に
よ
っ
て
ま
た
悟
性
に
固
有
の
範

カ
テ
ゴ
リ
ー疇

区
分
の
諸
様
態
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ

う
な
意
識
に
と
っ
て
は
、
規
定
を
欠
い
て
し
か
現
わ
れ
え
な
い
も
の
の
ほ
う
へ
向
か
う
必
然
的
な
開
放
過
程
を
指
し
示
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
は
っ
き
り
言
お
う
。
意
識
の
形
成
に
と
っ
て
死
と
の
対
決
が
も
つ
重
要
性
に
関
す
る
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
直
観
は

不
正
確
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
論
理
的
機
能
を
も
っ
と
的
確
な
仕
方
で
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
は
、
我
々
が
こ
の
側
面
を
強
調
す
る
の
は
、
い
か
に
し
て
個
体
性
の
承
認
の
過
程
が
、
規
定
さ
れ
た
規
範
的
状
況
の

中
に
し
か
居
場
所
を
見
出
す
こ
と
の
な
い
は
ず
の
諸
々
の
個
人
的
な
実
定
的
権
利
の
純
粋
な
承
認
に
は
制
限
さ
れ
え
な
い
か
を

示
す
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
ホ
ネ
ッ
ト
が
、
自
分
は
な
ぜ
﹁
主
体
自
身
の
死
で
あ
れ
︿
他
者
﹀
の
死
で
あ
れ
、
死
を
予
想
す
る
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こ
と
が
、
個
人
的
な
諸
権
利
の
請
求
の
承
認
へ
と
き
っ
と
ま
さ
し
く
通
じ
て
い
る
は
ず
﹂
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
断
言
す
る

）
（
（

際
に
支
持
さ
れ
て
い
る
立
場
だ
。
同
じ
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
無
規
定
性
の
経
験
は
意
識
に
よ
っ
て
必
然
的
に
苦
痛
の
源
泉
と
し
て
、

空
虚
さ
と
い
う
あ
る
ぞ
っ
と
す
る
状
態
と
し
て
生
き
ら
れ
る
の
だ
と
も
言
う
こ
と
だ
ろ
う

）
（
（

。

　
事
実
、
も
し
我
々
が
、
承
認
の
対
象
と
な
る
の
は
個
人
的
な
権
利
の
数
々
、
自
律
と
自
由
と
の
単
独
的
な
表
現
の
数
々
の
こ

と
で
あ
る
と
考
え
続
け
る
場
合
に
は
、
我
々
は
死
の
こ
の
機
能
を
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
真
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に

あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
、
自
ら
の
生
を
危
険
に
さ
ら
さ
ず
と
も
、
意
識
は
人
格
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
、
た
だ
し
自
律
的

で
独
立
的
な
自
己
意
識
と
し
て
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
た
か
も
自
己
意
識
の
真
の
自
律
と
は
数
々
の
実
定
的

な
権
利
を
伴
う
法
的
人
格
な
ら
び
に
個
体
化
的
な
規
定
の
数
々
と
い
う
形
式
の
彼
方
︵
な
い
し
は
手
前
︶
に
あ
る
地
に
お
い
て

し
か
思
考
さ
れ
え
な
い
か
の
よ
う
に
。
我
々
は
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
か
に
し
て
諸
主
体
の
構
成
が
、
否
定
性
の
葛
藤
的

な
経
験
の
中
で
定
立
さ
れ
る
何
も
の
か
と
の
対
決
と
連
帯
し
て
い
る
の
か
を
示
そ
う
と
欲
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
特
殊
的
な
諸
文
脈
と
諸
々
の
規
定
さ
れ
た
世
界
像
と
の
脆
弱
化
に
類
似
し
た
経
験
の
数
々
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
狡
智
と
は
、
こ

の
否
定
性
の
傍
ら
に
滞
在
す
る
こ
と
の
力
こ
そ
が
、
我
々
に
と
っ
て
普
遍
的
な
妥
当
性
を
も
ち
う
る
も
の
の
構
成
の
た
め
の
条

件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
理
論
に
と
っ
て
内
的
な
諸
々
の
緊
張
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
と
き
提

案
し
て
い
る
よ
う
な
二
重
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
思
考
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。﹁﹃
私
﹄
は
自
ら
を
﹃
人
格
一
般
﹄
と
し

て
も
、
そ
の
伝
記
が
何
人
に
対
し
て
も
彼
に
置
き
換
わ
る
こ
と
を
禁
じ
る
﹃
比
類
な
き
個
人
﹄
と
し
て
も
理
解
す
る
。
認
識
し
、

話
し
、
行
動
す
る
諸
主
体
の
特
徴
と
い
え
る
よ
う
な
本
質
的
な
人
格
的
諸
特
徴
を
全
て
の
他
の
人
格
ら
と
共
有
す
る
と
き
、
私

は
あ
る
人
格
一
般

0

0

0

0

で
あ
る
。
私
は
同
時
に
あ
る
比
類
な
き
個
人

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
り
、
い
か
な
る
他
者
が
私
に
置
き
換
え

0

0

0

0

ら
れ
う
る
と
い

う
事
態
を
も
排
斥
す
る
よ
う
な
仕
方
に
よ
り
、
一
度
に
形
成
的
で
も
唯
一
的
で
も
あ
る
よ
う
な
伝
記
の
責
任
者
で
あ
る

）
（（
（

﹂。
こ

の
よ
う
な
解
釈
は
人
格
主
義
的
な
個
体
性
の
概
念
、
完
全
な
規
定
の
形
象
と
し
て
の
︿
自
我
﹀
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
概
念
を
実



57 愛は死よりも冷たし

体
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
我
々
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
が
そ
の
同
一
性
を
弱
め
る
無
規
定
性
の
奥
底
に
よ
っ
て
浸

食
さ
れ
て
し
ま
う
場
で
あ
る
は
ず
の
、
個
体
性
の
概
念
の
も
つ
流
動
性
と
い
う
も
の
を
思
考
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
し
ま
う
。
そ

も
そ
も
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
解
釈
の
よ
う
な
解
釈
は
ど
れ
も
、
問
い
た
だ
し
に
も
葛
藤
に
も
服
す
る
こ
と
の
な
い
は
ず
の
、
か

え
っ
て
社
会
的
葛
藤
の
中
に
現
前
す
る
ど
ん
な
要
求
に
関
し
て
も
原
動
力
に
あ
た
る
と
い
え
る
は
ず
の
﹁
本
質
的
な
人
格
的
特

性
ら
﹂
の
規
定
さ
れ
た
総
体
と
し
て
普
遍
性
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
普
遍
性
を
規
範
的
に
し
て
本
質
主
義
的
な
概
念
と

し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
経
路
は
我
々
を
、
必
然
的
に
、
主
体
と
い
う
概
念
の
実
体
化
︹substantialisation

︺
の
方
へ
と
連
れ

て
行
く
。
や
が
て
見
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
普
遍
性
に
向
か
う
道
の
り
へ
の
欲
求
に
お
い
て
﹁
否
定
的
な
も
の
の
労
働
﹂
を
、

﹁
絶
望
の
道
﹂
を
通
過
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
か
か
る
実
体
化
を
防
ぐ
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

個
体
発
生
と
葛
藤

　
も
し
自
己
意
識
の
形
成
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
論
の
展
開
の
主
要
な
装
置
を
再
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
我
々

は
い
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
諸
主
体
の
実
践
的
︲
認
知
的
な
諸
能
力
の
個
体
発
生
に
つ
い
て
の
諸
考
察
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
を
見

る
こ
と
だ
ろ
う
。︹
こ
の
個
体
発
生
と
は
す
な
わ
ち
、︺
社
会
化
の
過
程
を
通
じ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
あ
る
個
体
発
生
で
あ
る
。

我
々
の
認
知
的
諸
能
力
と
行
動
の
合
理
的
規
定
に
関
す
る
我
々
の
諸
図
式
と
の
経
験
的
発
生
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
問
す
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
純
に
社
会
的
相
互
作
用
の
元
素
た
る
数
々
の
中
核
︵
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
の
諸
制
度
と
い
っ
た
︶

に
お
け
る
諸
社
会
化
実
践
に
関
す
る
分
析
か
ら
始
め
る
代
り
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
ず
こ
れ
ら
の
過
程
の
可
知
性
を
期
し
て
、
一

般
的
な
現
象
学
的
母マ

ト
リ
ッ
ク
ス

型
の
ご
と
き
何
も
の
か
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
︿
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
﹀
で
あ
る
。

　
自
己
意
識
の
形
成
と
承
認
と
の
諸
過
程
に
つ
い
て
の
省
察
に
お
け
る
︿
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
﹀
の
重
大
な
役
割
を
批
判
し

た
が
る
今
日
の
数
あ
る
企
図
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。﹁
こ
こ
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で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
相
互
承
認
の
完
全
な
過
程
で
は
な
く
、
こ
の
承
認
の
失
敗
で
あ
る

）
（（
（

﹂
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
よ
う
や
く
彼

の
成
熟
期
の
体
系
に
お
い
て
こ
の
﹁
完
全
な
過
程
﹂
を
つ
い
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
か
か
る
本
性

の
読
解
は
﹃
現
象
学
﹄
が
す
で
に
意
識
の
観
点
か
ら
す
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

体
系
の
完
全
版
で
あ
り
、
そ
の
点
は
﹃
大
論
理
学
﹄
が
客
観
的
な

0

0

0

0

知
の
観
点
か
ら
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

体
系
の
完
全
版
で
あ
る
の
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
却
し
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

﹃
現
象
学
﹄
が
我
々
に
示
す
も
の
を
、
あ
た
か
も
不
完
全
な
過
程
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
相
対
化
し
て
は
な
ら
な

い
。

　
事
実
、
何
人
も
の
注
釈
者
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
い
か
に
社
会
的
承
認
の
諸
過
程
が
、
葛
藤
と
い
う
も
の
に
存
在
論
的
な
地

位
を
与
え
る
よ
う
な
あ
る
欲
望
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
か
を
︿
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
﹀
が
示
し
て
く
れ
る
、
そ
の
仕
方
に

関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
欲
望
と
い
う
も
の
が
、
劈
頭
以
来
諸
関
係
の
構
成
を
も
っ
ぱ
ら
支
配
と
隷
属
と
の
諸
々
の
力
学
か
ら

出
発
し
て
の
み
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
欲
望
を
通
じ
て
、
私
は
他
者
を
、
自

律
を
欠
い
た
対
象
︹
客
体
︺
の
条
件
へ
と
従
わ
せ
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の
本
質
が
私
の
欲
望
の
単
な
る
支
え
で
あ
る
こ
と
に
存

す
る
よ
う
な
一
個
の
他
者
を
、
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
欲
望
と
は
他
者
へ
の
関
係
の
最
初
の
様
態
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う

な
る
と
そ
れ
が
創
設
す
る
葛
藤
と
い
う
も
の
は
あ
る
存
在
論
的
所
与
の
、
す
な
わ
ち
克
服
不
可
能
な
仕
方
で
自
己
意
識
の
存
在

様
態
を
規
定
す
る
所
与
の
重
み
を
も
つ
は
ず
だ
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
図
式
に
伴
う
、
一
つ
の
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
承
認
の
過
程
は
︿
自
我
﹀
が
自
己
自
身
の
外
部
に
存
在
す
る
と
い
う

事
実
、
つ
ま
り
︿
自
我
﹀
は
対
自
存
在
と
し
て
は
無
化
さ
れ
て
自
己
自
身
を
た
だ
他
者
の
中
に
し
か
直
観
し
な
い
と
い
う
事
実

と
と
も
に
開
始
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
闘
争
で
は
な
く
、
愛
の
構
造
で
あ
る

）
（（
（

﹂
か
ら
だ
。
他
者
と
の
葛
藤
は
た
だ
、

私
が
他
者
は
私
を
承
認
す
る
こ
と
を
す
べ
き
だ
し
で
き
る
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
前
提
す
る
場
合
に
し
か
意
味
を
な
さ
な
い
。
も
し
他
者
が
私

を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
︵
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
例
え
ば
、
狂
人
だ
か
ら
︶
も
し
く
は
す
べ
き
で
な
い
︵
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
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例
え
ば
、
私
が
軽
蔑
す
る
相
手
だ
か
ら
︶
と
私
が
信
じ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
承
認
へ
の
要
求
は
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
他
者

の
利
害
関
心
の
体
系
を
私
の
欲
望
に
従
わ
せ
る
試
み
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
る
に
私
が
他
者
は
私
を
承
認
す
る
こ
と
を
す
べ
き

だ
し
で
き
る
と
信
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
我
々
が
﹁
愛
﹂
と
呼
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
、
ま
た
諸
関
係
の
間
主

観
的
に
し
て
問
題
含
み
で
な
い
基
盤
と
し
て
役
立
つ
よ
う
な
、
あ
る
先
行
的
な
紐
帯
の
型
が
あ
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
社
会
的
諸
要
求
の
規
範
的
な
根
拠
と
し
て
愛
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
主
体
間
の
承
認
に
関
す
る
葛
藤
的
な

諸
過
程
の
記
述
を
開
始
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
何
か
一
八
〇
五
年
の
﹃
精
神
哲
学
﹄
の
ご
と
き
、
若
書
き
の
文

章
群
に
お
い
て
彼
が
し
た
よ
う
な
こ
と
を
。

︿
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
﹀
に
立
ち
戻
る
こ
と
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
愛
を
﹁
相
互
的
承
認
の
一
般
的

構
造
﹂
と
し
て 

取
り
戻
そ
う
と
す
る
今
日
の
諸
々
の
企
図
に
同
意
し
え
な
い
の
か
を
我
々
に
説
明
し
て
く
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
と
き
愛
は
、
個
体
性
の
社
会
的
規
定
の
全
過
程
の
展
開
に
と
っ
て
の
一
次
的
な
間
主
観
的
場
と
し
て
き
っ
と
現
れ
て

く
る
は
ず
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
今
日
の
企
図
は
相
互
的
依
存
と
補
完
性
と
の
諸
関
係
が
も
つ
交

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

流
的
な
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
内
側
で
愛
を
思
考
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
︹
む
し
ろ
︺、
相
互
作
用
と

社
会
化
と
の
諸
過
程
が
、
あ
る
欲
望
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
も
大
い
に
あ
り
う
る
。
そ
の

不
透
明
性
と
否
定
性
と
が
、
愛
の
一
次
的
な
間
主
観
性
を
問
題
含
み
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
あ
る
欲
望
だ

）
（（
（

。︿
自
我
﹀

が
つ
ね
に
、
あ
る
種
の
仕
方
で
、
自
己
の
外
に
い
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
あ
る
個
体
性
に
お
い
て
私
が
承
認
さ
れ
る
と
き
に
し

か
、
満
た
さ
れ
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
あ
る
欲
望
で
あ
り
、
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
が
我
々
を
、
強
固
に
個
人
的
な
形
式
と
し
て

の
︿
自
我
﹀
の
放
棄
の
ほ
う
へ
と
導
い
て
ゆ
く
欲
望
だ
。

　
確
か
に
、
対
象
と
の
否
定
的
関
係
と
し
て
の
欲
望
は
克
服
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
強

固
に
個
体
化
さ
れ
か
つ
規
定
さ
れ
た
主
体
ら
の
間
の
あ
る
種
の
相
互
作
用
の
取
り
戻
し
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は

ま
た
共
生
的
未
分
化
と
い
う
前
︲
個
体
的
な
過
程
を
社
会
的
諸
関
係
の
展
開
に
と
っ
て
の
地
平
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
を
意
味
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し
て
も
い
な
い
。
私
と
し
て
は
、
欲
望
の
否
定
性
の
経
験
は
、
あ
る
仕
方
で
、
自
己
と
他
者
と
へ
の
関
係
の
諸
様
態
の
再
構
築

に
と
っ
て
の
根
拠
と
し
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
が
、
交

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

流
的
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
属
す
る
あ
れ
こ
れ
の
形
式
に
結
び
つ
い
た
あ
ら
ゆ
る
愛
の
概
念
を
問
題
含
み
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
強
い
る
の
だ
。

　﹃
現
象
学
﹄
の
文
章
に
戻
る
と
、
我
々
は
欲
望
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
か
な
り
重
要
な
文
脈
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
て
く
る

の
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
自
己
意
識
と
対
象
意
識
と
の
間
の
統
一
性
の
実
現
の
た
め
の
諸
条
件
に
関
す
る
議
論
で
あ

る
。﹁
現
象
﹂
の
概
念
は
、﹁
即
自
的
に
は
い
か
な
る
存
在
も
も
た
な
い
差
異
﹂︵
そ
れ
が
あ
る
︿
他
者
﹀
に
と
っ
て
の
現
れ
で

し
か
な
い
か
ぎ
り
で
︶
と
し
て
、
自
己
意
識
の
己
自
身
に
対
す
る
分
裂
の
形
象
で
あ
っ
た
︵
本
質
と
は
つ
ね
に
あ
る
接
近
不
可

能
な
︿
他
者
﹀、
物
自
体
の
中
に
あ
る
か
ぎ
り
で
︶
と
言
う
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
主
張
す
る
の
だ
。﹁
自
己
意
識
の
統
一
性

は
本
質
的
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
自
己
意
識
と
は
欲
望
一
般
︵Begierde überhaupt

︶
な
の
で
あ
る
﹂。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹁
欲
望
一
般
﹂
と
呼
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
規
定
さ
れ
た
対
象
へ
の
欲
望
で
は
な
く
て
、
そ
の
一
般
的
な

意
味
に
お
い
て
、
主
体
と
対
象
と
の
間
の
関
係
の
様
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
欲
望
の
こ
の
導
入
は

何
を
意
味
す
る
の
か
。
事
実
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
諸
現
象
の
彼
岸
の
本
質
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
と
の
自
己
意
識
の
統
一
性
、

知
と
諸
対
象
の
本
質
的
な
規
定
と
の
間
の
統
一
性
は
、
我
々
が
主
体
と
対
象
と
の
間
の
諸
関
係
を
た
だ
単
に
認
識
の
関
係
と
し

て
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
欲
望
と
満
足
の
関
係
の
数
々
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ

ろ
う
と
言
お
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
原
理
上
、
そ
の
よ
う
な
主
張
と
い
う
も
の
は
大
変
危
険
な
も
の
に
見
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
認
知
的
要
請
の
数
々
を
さ
ま
ざ
ま

な
実
践
的
利
害
関
心
に
従
わ
せ
る
、
あ
る
種
の
野
蛮
な
心
理
主
義
を
起
動
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
彼

は
も
っ
と
の
ち
に
ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ロ
イ
ト
も
す
る
よ
う
に
、
実
践
的
な
合
目
的
性
の
実
現
に
お
い
て
現
前
す
る
利
害
関
心
、
す

な
わ
ち
﹁
欲
望
﹂
の
範カ

テ
ゴ
リ
ー

疇
が
も
つ
哲
学
的
尊
厳
を
取
り
戻
す
よ
う
に
我
々
を
仕
向
け
る
数
々
の
利
害
関
心
を
通
じ
て
、
理
性
は

己
の
手
続
き
を
規
定
す
る
︵
理
性
は
合
理
的
で
合
法
的
な
も
の
を
規
定
す
る
の
だ
が
︶
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
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か
。

　
事
実
、
こ
の
第
二
の
道
が
最
も
的
確
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
我
々
は
そ
の
点
を
よ
く
見
て
と
っ
て
い
た
一

人
の
注
釈
者
で
あ
る
、
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ピ
ン
に
し
た
が
う
こ
と
が
で
き
る
。﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
は
客
観
性
の
問
題
、
我
々
が
客
観
的

な
請
求
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
つ
も
り
の
も
の
に
相
関
的
な
問
題
と
は
、
欲
望
の
満
足
の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
彼
は
真
理
と
は
実
践
的
な
合
目
的
性
の
数
々
に
よ
っ
て
全
面
的
に
相
対
化
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

︵
…
︶
あ
た
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
大
勢
の
人
が
一
九
世
紀
に
も
二
〇
世
紀
に
も
し
た
よ
う
に
、
成
功
し
た
説
明
と
し
て
価
値
が

あ
る
も
の
は
我
々
が
解
消
せ
ん
と
欲
す
る
実
践
的
諸
問
題
と
関
係
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
︵
…
︶
認
識
は
人
間
的
な
利
害
関
心

に
関
す
る
一
つ
の
問
い
か
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
一
切
は
進
行
す
る

）
（（
（

﹂。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
し
て
真
理
へ
の
普
遍
的
な
諸
要
求
を
、
数
あ
る
利
害
関
心
と
数
あ
る
特
殊
な

欲
望
と
に
よ
っ
て
標
示
さ
れ
る
諸
文
脈
の
も
つ
偶
然
性
へ
と
従
わ
せ
る
相
対
主
義
の
一
形
式
の
中
に
入
り
こ
み
つ
つ
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
た
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
諸
々
の
実
践
的
な
利
害
関
心
は
諸
性
向
の
特
殊
主
義
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
、
か
え
っ
て
自
分
た
ち
の
欲
求
の
満
足
を
念
頭
に
置
く
実
践
的
次
元
の
中
に
入
る
と
き
、
諸
主
体
は
必
然
的
に
理
性
の
普
遍

主
義
的
な
諸
要
求
に
到
達
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
話
は
違
っ
て
く
る
。
ま
た
、
経
験
的
な
も

の
と
超
越
論
的
な
も
の
と
の
間
の
厳
格
な
区
別
の
数
々
を
認
め
る
こ
と
を
欲
し
な
い
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
感パ

ト
ロ
ジ
ッ
ク

受
的
な
欲
望
と

自
由
な
意
志
と
の
間
の
断
絶
の
数
々
を
樹
立
す
る
こ
と
に
乗
り
気
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
も
思
い
出
そ
う
。
と
い
う
の

も
自
由
意
志
の
普
遍
性
に
固
有
で
あ
り
な
が
ら
す
で
に
欲
望
の
内
部
に
現
れ
て
く
る
よ
う
な
何
も
の
か
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
こ
の
種
の
主
張
は
二
〇
世
紀
の
批
判
的
思
考
の
覇
権
的
な
諸
傾
向
の
流
れ
と
逆
方
向
に
進
む
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
あ
の
問
い
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
と
そ
れ
が

実
践
的
認
知
的
な
諸
能
力
の
個
体
発
生
に
関
し
て
行
な
う
葛
藤
的
な
記
述
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
問
い
を
再
説
す
れ
ば
、
十
分

で
あ
る
。
社
会
化
と
個
体
化
と
の
数
あ
る
覇
権
的
な
過
程
に
お
い
て
現
前
す
る
合
理
性
の
諸
要
求
に
順
応
す
る
た
め
に
は
、
何
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を
失
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
家
族
の
成
員
と
し
て
、
市
民
社
会
の
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
何
を
失
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
か
、
等
々
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
要
求
を
持
続
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
代
償
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。﹁
真
の

0

0

自
由
と
は
、
倫
理
的
な
生
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
意
志
が
目
標
と
し
て
主
観
的

な
、
つ
ま
り
利
己
的
な
利
害
関
心
の
数
々
を
で
は
な
く
、
あ
る
普
遍
的
な
内
容
を
も
つ
と
い
う
こ
の
事
実
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た

主
張
の
数
々
を
支
持
す
る
た
め
に
は
い
く
ら
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
ア
ド
ル
ノ
が
言
っ
た
よ
う
に
、
我
々
は
こ
こ

で
は
﹁
人
間
性
に
属
す
る
権
利
を
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
己
愛
で
し
か
な
い
か
の
よ
う
に
心
理
学
化
す
る
﹂
あ
る
企
図
を
前
に
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
正
確
な
読
解
は
、
い
か
に
彼
が
、
社
会
化
と
個
体
化
の
数
あ
る
過
程
を
通
じ
て
全
面
的
に

実
定
的
な
︹
肯
定
的
な
︵positive
︶︺
仕
方
で
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
に
対
し
て
敏
感
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を

我
々
に
示
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
は
、
主
体
の
個
体
発
生
は
社
会
的
葛
藤
の
恒
久
的
な
歴
史
で
あ
る

の
だ
。
主
体
の
個
体
発
生
は
、
主
体
性
と
否
定
の
存
在
論
と
を
結
び
つ
け
る
あ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
仕
方
の
中
に
顕
現
す
る
葛
藤

が
も
っ
て
い
る
、
存
在
論
的
な
先
行
性
の
承
認
な
の
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
﹁
生
命
﹂
の
概
念
の
核
心
に
葛
藤
を
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
の
自
然
哲
学
を
通
し
て
﹁
葛
藤
の
概
念
を
自
然
化
す
る
﹂
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
﹁
生
命
﹂
の
運
動
は
、
自
己
意
識

の
自
己
定
立
と
い
う
反
省
的
な
過
程
の
見
本
を
提
供
し
つ
つ
、
自
己
意
識
の
規
定
の
内
部
で
反
省
的
な
仕
方
で
や
が
て
取
り
戻

さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
葛
藤
の
も
つ
こ
の
存
在
論
的
本
性
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
欲
望
概
念
へ
の
注
釈
を
通
じ
て
理
解

す
る
こ
と
を
試
み
て
み
よ
う
。

欲
望
に
真
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
何
か

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
欲
望
︵Begierde

︶
と
は
そ
れ
を
通
じ
て
自
己
意
識
が
自
ら
の
展
開
の
最
初
の
段
階
の
中
に
現
れ
て
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く
る
よ
う
な
当
の
様
態
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
、
同
時
に
、
社
会
的
相
互
作
用
の
様
態
で
も
あ
れ
ば
対
象
関
係
の
様

態
で
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
た
自
己
意
識
の
規
定
に
関
す
る
別
の
二
つ
の
操
作
子
を
も
提
示
す
る
、
す
な
わ
ち
、
労
働
と
言

語
で
あ
る
。
労
働
と
は
﹁
抑
制
さ
れ
た
欲
望
﹂
で
あ
り
言
語
は
労
働
と
同
じ
表
現
的
な
力
学
に
服
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
こ
れ

ら
三
つ
の
操
作
子
が
互
い
の
間
に
数
々
の
深
遠
な
分
節
化
を
樹
立
す
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
に
帰
着
す
る
、
欠
如
の
顕
現
と
し
て
欲
望
を
理
解
す
る
一
つ
の
長
い
伝
統
に
い
か
ほ
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
ら
を
結
び

つ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
を
ま
ず
思
い
出
そ
う
。
例
え
ば
、﹃
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
﹄
の
欲
望
に
つ
い
て
の
主
な
主

張
を
見
て
み
よ
う
。

主
体
は
対
象
の
中
に
自
分
自
身
の
欠
如

0

0

0

0

0

0

0

︹son propre m
anque

︺
を
、
自
分
自
身
の
一
面
性
を
直
観
す
る
、

︱
彼
は
対
象

の
中
に
何
か
し
ら
彼
自
身
の
本
質
に
所
属
し
て
い
な
が
ら
し
か
も
、
そ
れ
で
い
て
、
彼
に
は
不
足
し
て
い
る
も
の
を
見
る
。

自
己
意
識
は
一
人
の
存
在
者
で
は
な
く
、
あ
る
絶
対
的
な
活
動
で
あ
る
以
上
、
こ
の
矛
盾
を
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
る
状
態

に
あ
る

）
（（
（

。

　
く
だ
ん
の
主
張
は
こ
れ
以
上
明
晰
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
欲
望
を
鼓
舞
す
る
も
の
と
は
対
象
の
中
に
直
観
さ
れ
て
現
れ
る

欠
如
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
主
体
の
本
質
性
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
う
る
よ
う
な
対
象
で
あ
る
。
自
分
の
本
質

を
一
つ
の
他
者
︵
対
象
︶
の
中
に
も
つ
こ
と
、
そ
れ
は
意
識
が
克
服
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

意
識
と
は
正
確
に
は
一
人
の
存
在
者
で
は
な
く
、
定
立
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
自
体
を
他
者
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
対
象
を
自
己
と
同
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
反
省
と
い
う
意
味
で
一
つ
の
活
動
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ

の
欠
如
の
経
験
は
や
は
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
中
心
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
は
生
き
物
の
特
種
性
を
そ
れ
が
も
つ
欠
如

を
感
じ
う
る
と
い
う
能
力
、
生
き
物
を
運
動
へ
と
導
く
こ
の
興
奮
︵Erregung

︶
を
感
じ
う
る
と
い
う
能
力
を
通
じ
て
定
義
す
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る
こ
と
も
あ
る
。
同
じ
仕
方
で
、
主
体
の
本
質
を
対
象
の
中
に
定
立
す
る
一
つ
の
欲
望
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
、
自
己
の
矛

盾
︵W

iderspruch seiner selbst

︶
を
耐
え
う
る
も
の
と
し
て
彼
は
主
体
を
規
定
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
と
き
、

欠
如
が
や
は
り
主
体
の
定
義
に
と
っ
て
中
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
の
だ
。

一
脚
の
椅
子
が
、
三
本
の
足
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
見
つ
か
る
欠
如
と
い
う
も
の
は
、
我
々
の
内
に
あ
る
［
と
い
う
の
も
そ

0

0

0

0

0

0

れ
は
椅
子
の
概
念
に
対
す
る
欠
如
で
あ
る
か
ら
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

］。
し
か
し
、
生
命
に
お
い
て
は
、
欠
如
が
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
欠
如
は
そ
こ
で
は
等
し
く
取
り
除
か
れ
て
も
い
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
生
命
は
欠
如
と
し
て
の
限
度
に
関
す
る
知
を

も
つ
か
ら
で
あ
る
。
苦
痛
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
上
等
な
諸
自
然
の
特
権
で
あ
る
。
自
然
が
高
等
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
そ
れ
は
不
幸
を
経
験
す
る
。
偉
人
は
大
い
な
る
欲
求
を
も
っ
て
お
り
そ
れ
を
取
り
除
く
よ
う
に

駆
り
立
て
ら
れ
る
。
偉
大
な
行
動
は
魂
の
深
い
苦
悩
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。
悪
の
起
源
等
々
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
こ
に

そ
の
解
消
を
見
出
す

）
（（
（

。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
を
主
張
す
る
こ
と
は
い
ま
だ
あ
ま
り
に
も
わ
ず
か
し
か
言
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

も
し
も
欲
望
が
欠
如
で
あ
り
ま
た
も
し
も
対
象
が
こ
の
欠
如
の
本
質
的
な
規
定
と
し
て
現
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
意
識
は

自
ら
の
満
足
を
対
象
の
消
費
の
中
に
見
つ
け
る
と
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
そ
う
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
起
き

な
い
。
と
い
う
の
も
欲
望
と
は
あ
る
自
然
的
欲
求
の
満
足
に
結
び
つ
い
た
志
向
的
機
能
で
は
な
い
か
ら
だ
。
欲
望
を
通
じ
て
意

識
は
自
己
を
対
象
の
中
に
直
観
す
る
こ
と
、
自
己
を
対
象
と
み
な
す
こ
と
に
努
め
る
。
こ
れ
が
満
足
の
真
の
原
動
力
で
あ
る
。

事
実
は
、
欲
望
を
通
じ
て
意
識
は
自
己
自
身
を
探
し
求
め
て
い
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
欠
如
と
は
と
り
わ
け

0

0

0

0

意
識
の
存
在
様
態
、

有
限
な
諸
規
定
は
つ
ね
に
存
在
を
取
り
逃
が
す
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
意
識
の
一
存
在
様
態
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
欲
望
を
欠
如
で
あ
る
と
す
る
こ
の
命
題
が
と
り
わ
け
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
由
来
す
る
諸
々
の
猛
烈
な
批
判
の
対
象
と
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な
っ
た
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
標
的
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
欲
望
概
念
の
中
に
現
前
す
る
否
定
性
に
関
す
る
錯
覚
的

な
か
つ
道
徳
的
に
疑
わ
し
い
形
而
上
学
に
劣
ら
ず
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
概
念
の
使
用
で

あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
精
神
分
析
が
欲
望
を
社
会
化
す
る
仕
方
は
、
ち
ょ
う
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
そ
う
で
あ
る
ご
と
く
、

否
定
性
や
、
喪
失
に
よ
っ
て
、
決
し
て
忘
却
さ
れ
え
な
い
葛
藤
、
怨

ル
サ
ン
チ
マ
ン

恨
、
有
限
性
を
前
に
し
た
諦
念
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
よ
う
な
あ
る
欲
望
を
産
出
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
欲
望
は
何
も
欠
い
て
は
い
な
い
﹂、
と
ド
ゥ
ル
ー

ズ
と
ガ
タ
リ
は
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。﹁
そ
れ
は
己
の
対
象
を
欠
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
主
体
こ
そ
が
欲
望
に
は
欠
け
て
い
る
、

あ
る
い
は
欲
望
こ
そ
が
固
定
し
た
主
体
を
欠
い
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
た
だ
抑
圧
に
よ
っ
て
し
か
固
定
し
た
主
体
を
も
つ
こ
と

が
な
い

）
（（
（

﹂。

　
し
か
し
我
々
は
、
欲
望
の
本
質
が
欠
如
で
あ
る
と
い
う
命
題
を
理
解
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
異
な
っ
た
仕
方
が
あ

る
こ
と
を
ま
ず
思
い
出
そ
う
。
第
一
に
、
欠
如
と
は
単
に
欲
求
の
あ
る
規
定
さ
れ
た
対
象
の
剝
奪
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
が
諸
欲

求
の
諸
体
系
の
自
然
化
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
お
よ
び
ラ
カ
ン
的
な
立
場
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
欠
如
と
は
経
験
的
諸
対
象
に
対
す
る
欲
望
の
超
越
を
指
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
意
識
の
存
在
様
態
の
こ
と

で
あ
る
と
我
々
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
道
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、﹃
饗
宴Le banquet 

﹄
の
中
で
、
人
間
は
﹁
彼
が
所
有
し
て
い
な
い
も
の
、
彼
が
自
ら
当
の
そ

れ
で
あ
る
の
で
は
な
い
も
の
、
彼
に
欠
け
て
い
る
も
の
﹂
を
欲
望
す
る
の
だ
と
主
張
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る

）
（（
（

。

そ
こ
か
ら
し
て
︿
愛

エ
ロ
ー
ス﹀︹Éros

︺
と
は
二
つ
の
反
対
な
も
の
の
間
の
仲
介
者
な
の
だ
と
い
う
主
張
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
欲
望

︵epithum
ia

︶
が
探
し
求
め
る
諸
々
の
美
し
い
も
の
の
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
る
種
の
知
を
私
が
も
っ
て
い
る
諸
物
の
欠
如
を
顕

現
せ
し
め
る
。
そ
の
こ
と
が
プ
ラ
ト
ン
に
、
欲
望
の
対
象
と
は
、
私
が
も
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
私
の
内
に
あ
る

も
の
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
を
許
す
の
だ
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
欠
如
は
感
覚
的
諸
対
象
の
次
元
に
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
﹁
し
か
じ
か
の
身
体
の
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中
に
存
す
る
美
は
あ
る
別
の
身
体
の
中
に
存
す
る
美
の
姉
妹
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
感
覚
的
形
態
の
中
に
美
し
い
も
の
を
追

い
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
、
全
て
の
身
体
の
中
に
存
す
る
の
は
一
つ
の
同
じ
美
な
る
も
の
だ
と
判
断
し
な
い
の
は
度
し

難
い
乱
心
で
あ
る
は
ず
だ
﹂
か
ら
で
あ
る

）
（（
（

。
感
覚
的
な
も
の
の
こ
の
悪
し
ざ
ま
な
形
容
は
死
ん
で
腐
敗
す
べ
き
定
め
に
あ
る
も

の
の
彼
岸
に
あ
る
﹁
美
し
い
も
の
の
本
質
自
体
﹂
の
ほ
う
へ
と
我
々
を
導
く
は
ず
の
一
連
の
禁
欲
苦
行
の
始
ま
り
を
可
能
に
す

る
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
で
、
美
し
い
も
の
を
そ
の
純
粋
性
に
お
い
て
解
き
放
つ
こ
と
も
、
美
し
い
も
の
が
、
そ
の
形
相
的
本
性

が
も
つ
単
一
性
に
お
い
て
顕
現
す
る
た
め
の
空
間
を
開
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
は
ず
の
あ
る
本
質
だ
。
我
々
は
こ
の
禁
欲
苦
行

に
お
い
て
、﹁
人
は
特
殊
性
を
我
々
の
背
後
に
置
き
去
り
に
す
る

）
（（
（

﹂
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
あ
た
か
も
死
す
べ
き
自

然
の
秩
序
に
属
す
る
も
の
の
本
質
性
を
、
そ
れ
も
我
々
に
帰
属
し
て
は
い
る
の
だ
が
し
か
し
直
接
的
に
利
用
可
能
で
は
な
い
何

も
の
か
の
本
質
性
を
考
慮
し
て
、
否
定
す
る
場
合
の
よ
う
に
。
か
く
し
て
欲
望
の
否
定
性
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
経
験
性
に

対
す
る
存
在
な
る
も
の
が
持
つ
、
汲
み
尽
く
し
え
な
い
超
越
の
志
向
的
顕
現
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
ま
さ
に
こ
の
側
面
の
こ
と
を
考
え
つ
つ
、
欠
如
と
し
て
の
欲
望
に
対
す
る
彼
ら
の
批
判
を
展
開
し

た
。
全
て
は
あ
た
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ラ
カ
ン
が
こ
の
超
越
の
図
式
を
利
用
し
て
い
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
否
定
神
学
の
内
部
に
置

こ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
感
覚
的
な
も
の
の
悪
し
ざ
ま
な
形
容
を
産
出
す
る
も
の

は
理イ

デ
ア念

の
超
越
で
は
な
く
、｢

純
粋
な
否
定
性｣
な
の
で
あ
っ
て
そ
れ
は
、
た
だ
感
覚
的
な
有
限
な
る
規
定
を
克
服
す
る
行
為

の
無
限
反
復
を
通
じ
て
し
か
現
れ
て
こ
な
い
、︹
す
な
わ
ち
︺
消
失
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
ず
、
消
失
し
つ
つ
保
存
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
、
あ
る
有
限
な
規
定
の
無
限
な
行
為
を
通
じ
て
︹
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
︺、
そ
れ
も
︹
何
の
た
め
か

と
い
え
ば
ひ
と
え
に
︺
否
定
性
が
何
が
し
か
の
現
実
性
を
も
た
ん
が
た
め
な
の
だ
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
い
は
、
欲
望
を
そ
の
否
定
性
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
定
義
し
て
い
る
こ
と
に
固
有
な
争
点
で
は

な
い
と
我
々
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
欲
望
の
否
定
性
は
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
よ
う
な
人
物
︵
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
に
お
け
る
主
要
な
参
照
先
に
あ
た
る
︶
が
欲
し
た
ご
と
く
、
超
越
と
い
う
も
の
の
持
つ
否
定
す
る
力
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か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
超
越
へ
の
そ
の
よ
う
な
訴
え
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ご
と
き
、
絶
対
知
を
経
験
的

な
も
の
と
の
和
解
と
し
て
理
解
す
る
一
人
の
著
者
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次

の
点
を
再
説
す
る
だ
け
で
十
分
だ
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
知
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
和
解
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

主
体
と
対
象
と
の
間
の
総
合
を
産
出
で
き
る
一
つ
の
無
限
判
断
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
﹁︿
自
我
﹀
の
存
在
は

一
つ
の
物
で
あ
る
︵das Sein des Ich ein D

ing ist

︶、
も
っ
と
正
確
に
は
、
あ
る
感
覚
的
に
し
て
無
媒
介
的
な
物
︵ein sinnliches 

unm
ittelbares D

ing
︶﹂）

（（
（

で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

無
限
の
概
念
に
訴
え
る
こ
と

　　
事
実
、
欠
如
と
し
て
の
欲
望
と
い
う
彼
の
概
念
と
と
も
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

我
々
は
欠
如
を
剝
奪
と
し
て
、
超
越
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
ず
、
無
限
の
顕
現

0

0

0

0

0

︹m
anifestation de l’infini

︺
と
し
て
理
解
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
欲
望
の
満
足
が
、
他
者
を
︿
自
我
﹀
へ
と
自
己
愛
的
︵
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
語
り
た

い
と
欲
す
る
の
な
ら
ば
﹁
利
己
的
﹂︶
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
な
い
よ
う
な
あ
る
享
楽
を
産
出
す
る
諸
対
象
の
消
費
を
通

じ
て
現
れ
て
く
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
無
限
は
悪
し
き

0

0

0

︹m
auvais

︺
も
の
︹
悪
無
限
︺
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

こ
の
享
楽
が
有
限
な
諸
規
定
か
ら
解
放
さ
れ
た
数
々
の
対
象
と
対
決
す
る
と
き
そ
れ
は
真
無
限

0

0

0

︹vrai infini

︺
で
あ
る
こ
と
だ

ろ
う
。

　
欠
如
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
あ
る
き
わ
め
て
正
確
な
歴
史
的
文
脈
に
お
け
る
意
識
の
存
在
様
態
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
を

思
い
出
そ
う
。
近
代
に
お
け
る
生
の
諸
形
態
に
と
っ
て
、
根
拠
と
し
て
役
立
つ
も
の
の
問
題
化
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
あ

る
文
脈
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
の
こ
と
を
、
精
神
が
己
の
実
体
的
生
の
直
接
性
を
﹁
失
っ
た
﹂
歴
史
的
時
期
と
し
て
理
解
し
て

い
る
。
つ
ま
り
精
神
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
で
は
も
は
や
何
も
の
も
、
諸
価
値
に
関
す
る
多
数
の
社
会
的
諸
領
野
を
統
一
で
き
る
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よ
う
な
あ
る
権
力
の
中
に
実
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
し
て
次
の
ご
と
き

時
代
診
断
が
出
て
く
る
。

［
近
代
に
お
い
て
は
］
た
だ
単
に
そ
の
実
体
的
生
が
彼
︹
精
神
︺
に
と
っ
て
失
わ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
そ
の
よ
う

な
喪
失
と
い
ま
や
彼
の
内
容
を
構
成
す
る
有
限
性
と
に
彼
は
ま
た
意
識
的
で
も
あ
る
。
自
ら
の
汚
辱
に
反
応
し
、
自
ら
の
悲

惨
を
告
白
し
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
呪
い
の
叫
び
を
投
げ
つ
け
つ
つ
、
精
神
は
哲
学
に
対
し
て
自
分
が
何
で
あ
る
か
に
関
す
る

知
を
懇
望
す
る
と
い
う
よ
り
も
こ
の
失
わ
れ
た
実
体
性
と
存
在
の
密
な
堅
固
さ
と
を
哲
学
を
あ
て
に
し
て
復
元
す
る
手
段
を

懇
望
し
て
い
る

）
（（
（

。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
何
十
年
も
後
に
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
学
は
近
代
を
、
社
会
化
の
安
定
し

た
諸
地
平
の
喪
失
か
ら
来
る
無
規
定
性
に
ま
つ
わ
る
あ
る
種
の
主
観
的
感
情
が
み
ら
れ
る
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
る
た
め
、
こ

れ
と
よ
く
似
た
分
析
の
枠
組
の
数
々
を
提
示
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
近
代
生
活
に
お
け
る
諸
価
値
の
社
会
的
圏
域
の
自
律
性
は
、

数
あ
る
習
慣
や
儀
式
化
さ
れ
た
風
俗
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
伝
統
的
権
威
の
侵
食
と
同
様
、
自
己
へ
の
諸
関
係
の
構
造
化
の
諸

様
態
に
お
け
る
諸
々
の
参
照
先
の
喪
失
を
、
活
動
す
る
諸
主
体
の
自
発
性
の
問
題
化
を
産
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
期
以

来
、
主
体
は
た
だ
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
現
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
夜
、
こ
の
夜
の
単
純
さ
の
中
に
一
切
を
含
む
こ
の
空
虚
な
無
は
、
数
あ
る
表
象
、
無
限
に
多
数
の
像
の
織
り
な
す
豊
か

さ
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
は
ど
れ
一
つ
と
し
て
彼
精
神
の
も
と
に
は
正
確
に
や
っ
て
来
な
い
か
あ
る
い
は
現
前
者
と
し
て
存
在
し

て
は
い
な
い
︵
…
︶
誰
か
が
一
人
の
人
間
の
両
目
を
見
つ
め
る
と
き
に
発
見
す
る
も
の
は
こ
の
夜
だ

︱
誰
か
が
そ
の
ま
な

ざ
し
を
あ
る
夜
の
中
に
投
じ
る
と
そ
の
夜
は
身
の
毛
も
よ
だ
つ
も
の
と
化
す
、
こ
こ
で
各
人
を
迎
え
に
進
み
出
て
く
る
の
は
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世
界
の
夜
だ

）
（（
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。

　
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
社
会
史
的
な
診
断
の
数
々
で
満
足
し
て
し
ま
う
つ
も
り
が
な
い
。
彼
は
近
代
に
固
有
な
歴
史
的
状

況
の
、
存
在
論
的
根
拠
を
提
出
し
た
い
と
欲
す
る
。
あ
た
か
も
こ
の
安
定
し
た
諸
地
平
の
喪
失
が
、
単
に
歴
史
的
諸
過
程
と
い

う
偶
然
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
あ
る
存
在
論
的
尊
厳
を
も
つ
も
の
の
必
然
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
一
つ
の

運
命
の
実
現
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
ゆ
え
個
体
性
を
あ
る
無
規
定
性
の
力
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
て
い
る
も
の
、

あ
る
︿
自
我
﹀
の
総
合
的
統
一
性
が
も
つ
自
同
的
な
規
定
に
統
合
的
な
仕
方
で
従
わ
せ
ら
れ
は
し
な
い
も
の
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
欠
如
と
し
て
の
、
活
動
を
鼓
舞
す
る
否
定
性
と
し
て
の
欲
望
の
理
論
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
こ
う
し
た

存
在
論
的
根
拠
を
提
供
で
き
る
は
ず
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
欠
如
が
事
実
は
あ
ら
ゆ
る
主
体
に
住
ま
う
あ
る
無
規
定
性
と
脱
人
称

化
と
の
力
を
記
述
す
る
様
態
で
あ
る
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
を
、
我
々
に
示
し
て
も
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
無
限
と
は
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
規
定
の
不
安
定
性
と
不
適
合
と
を
証
明
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
無
規
定
性
の
力

能
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
無
限
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
い
る
当
の
も
の
に
と
っ
て
の
あ
る
可
能
な
別
名
で
あ
る
。
そ
の
点
は
別
様

で
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
無
限
と
は
己
自
身
の
内
に
己
自
身
の
否
定
を
担
っ
て
お
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
か
も

0

0

0

、
自
己
破
壊
を
行
な
う
代
り
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
ら
ゆ
る
規
定
態
の
不
安
定
性
の
形
象
に
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
る
規
定
態
に
お
い
て
己
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保
存
す
る
当
の
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︹l’infini est ce qui porte en soi m
êm

e sa propre négation et qui, au lieu de s’autodétruire, se conserve 

dans une déterm
inité qui n’est autre chose que la figure de l’instabilité de toute déterm

inité

︺
か
ら
だ
。
そ
れ
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
を

こ
う
主
張
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
理
由
で
あ
る
。

無
限
性
な
い
し
純
粋
な
自
己
運
動
の
こ
の
絶
対
的
な
不
安
性
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、
例
え
ば
存
在
と
い
っ
た
ふ
う
に
規
定

さ
れ
た
も
の
全
て
が
、
む
し
ろ
こ
の
規
定
可
能
性
の
反
対
で
あ
る
よ
う
に
す
る

）
（（
（

。
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い
か
に
し
て
無
限
の
概
念
が
矛
盾
の
概
念
か
ら
出
発
し
て
構
築
さ
れ
る
か
を
見
て
と
る
の
は
難
し
く
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ
っ

て
提
出
さ
れ
た
矛
盾
の
定
義
を
思
い
出
そ
う
。
曰
く
﹁
そ
れ
自
体
で
自
ら
に
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
あ
る
概
念
の
対
象
は
何

も
の
で
も
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
無
の
概
念
と
は
不
可
能
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
い
わ
ば
二
本
の
直
線
で

限
界
づ
け
ら
れ
た
図
形
で
あ
る
︵
否
定
的
な
無
︹nihil negativum

︺︶﹂）
（（
（

。
つ
ま
り
、
二
つ
の
反
対
な
命
題
が
同
じ
対
象
を
め
ざ

し
て
い
る
と
き
に
は
可
能
な
表
象
な
ど
あ
り
は
し
な
い
か
ぎ
り
、
矛
盾
と
は
概
念
な
き
空
虚
な
対
象
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
と

い
え
ば
二
本
の
直
線
で
限
界
づ
け
ら
れ
た
図
形
を
思
考
し
た
い
と
欲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
彼
は
二
つ
の
分
岐
す
る
系
列
、

二
つ
の
反
対
な
命
題
を
通
じ
て
し
か
把
握
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
対
象
が
数
々
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
と
欲
し
て

い
る
の
だ
。

　
か
く
し
て
、
主
体
と
は
本
質
的
に
無
限
性
の
顕
現
の
座0

︹locus

︺
な
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
欲
望
の
否
定
性
と
い
う
語
彙
は
、

諸
主
体
が
も
つ
承
認
へ
の
諸
要
求
と
自
己
の
社
会
的
規
定
に
具
わ
る
利
用
可
能
な
諸
可
能
性
と
の
間
の
不
適
合

0
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0

0

0

0

︹l’inadéquation 
entre les dem

andes de reconnaissance des sujets et les possibilités disponibles de déterm
ination sociale de soi

︺
を
露
呈
さ
せ
る
た
め

に
役
立
つ
と
我
々
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
物
象
化
さ
れ
た
現
実
性
の
実
定
性
は
、
そ
の
有
限
な
諸
表
象
と
も
ど

も
、
こ
の
疎
外
の
循
環
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
否
定
の
努
力
し
か
な
い
ほ
ど
に
強
力
な
仕
方
で
﹁
思
考
の
自
然
的
な
表
象
﹂
と

し
て
樹
立
さ
れ
た
と
主
張
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
否
定
性
と
い
う
語
彙
が
、
生
に
関
す
る
諦
念
的
な
判

断
の
数
あ
る
形
態
と
は
何
ら
関
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
ル
ブ
ラ
ン
が
欲
し
て
い

た
よ
う
に

）
（（
（

、
あ
た
か
も
生
が
有
限
性
の
空
間
と
し
て
、
お
と
し
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
の
ご
と
く
︹
仮
定
す
る
な
ら
話

は
別
だ
が
、
そ
れ
は
事
実
に
反
す
る
︺。
反
対
に
、
否
定
性
は
社
会
的
生

0

0

0

0

の
規
定
の
諸
様
態
と
、
己
の
運
命
を
精
神
と
し
て
実

現
し
た
生
の
諸
潜
勢
力
と
の
間
の
位
相
差
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
欲
望
の
否
定
性
と
内
在
的
な
仕
方
で
表
出
さ
れ
る
あ
る
力
能
の
肯
定
性
︹
実
定
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性
︵positivité

︶︺
と
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
実
体
と
そ
の
諸
様
態
と
の
間
の
関
係
と
い
っ
た
具
合
に
対
抗
的
に
定
立
す
る

︹contreposer

︺
仕
方
、
我
々
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
同
時
代
人
に
も
固
有
な
こ
の
仕
方
が
、
端
的
に
不
正
確
だ
と
思
う
は
ず
だ
。

と
い
う
の
も
、
あ
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
欲
望
は
つ
ね
に
破
壊
的
で
あ
り
︵
そ
れ
は
つ
ね
に
有
限
な
諸
規
定
に
対
す
る
己
の
不

適
合
を
主
張
す
る
︶
か
つ
、
他
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
生
産
的
で
あ
る
︵
そ
れ
の
真
理
は
労
働
と
言
語
と
を
通

じ
て
承
認
の
制
度
的
な
枠
組
を
構
成
す
る
自
由
意
志
と
し
て
自
ら
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
︶
か
ら
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
否
定
性

と
生
産
性
と
の
間
の
こ
の
交キ

ア

ス

ム

差
配
列
に
関
し
て
も
意
識
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
革
命
の
恐
怖
の
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
現
象
的
規
定

を
荒
廃
さ
せ
て
し
ま
う
否
定
性
の
内
部
化
と
い
う
歴
史
的
経
験
と
し
て
語
る
と
き
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
み
せ
る
。

ま
さ
に
そ
の
た
め
に
普
遍
的
意
志
は
自
己
意
識
と
無
媒
介
的
に
一
体
と
な
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
純
粋
に
否
　
　
　
　
　
　
　
　

定
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
純
粋
に
肯
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
意
義
の
な
い
死
、︿
自
己
﹀
の
充
実
を
欠
い
た
否

定
性
は
、
内
面
的
な
概
念
に
お
い
て
絶
対
的
な
肯
定
性
へ
と
転
回
す
る

）
（（
（

。

「
否
定
的
な
も
の
の
純
粋
な
恐
怖
」
の
形
成
的
性
格

　
自
己
意
識
の
形
成
に
お
け
る
死
の
役
割
に
つ
い
て
の
思
考
の
た
め
の
背
景
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
あ
る
重
大
な
帰

結
を
強
調
し
て
お
こ
う
。
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
が
、
こ
の
よ
う
な
本
性
を
持
つ
欲
望
と
い
う
も
の
に
関
す
る
あ
る
理
論
に

よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
な
ら
、
そ
の
場
合
欲
望
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
葛
藤
、
そ
の
葛
藤
は
、
例
え
ば
、

主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
の
原
動
力
と
し
て
現
れ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
欲
し
て
い
る
ご
と
く

）
（（
（

、
特
殊
な
利
害
関

心
の
体
系
ら
の
間
の
対
決
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。︿
私
﹀
が
他
者
を
、
そ
の
価
値
と
利
害
関
心
と
の
体
系
を

私
自
身
の
視
野
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
支
配
し
よ
う
と
努
め
る
よ
う
な
、︿
私
﹀
が
他
者
の
欲
望
を
私
の
欲
望
に
従
わ
せ
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よ
う
と
努
め
る
よ
う
な
あ
る
葛
藤
と
い
う
わ
け
だ
。
反
対
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
由
で
普
遍
的
な
意
志
を
目
指
す
形
成
は
あ
る
主

人
へ
の
従
属
を
経
由
す
る
と
主
張
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
主
人
が
た
だ
単
に
、
別
の
特
殊
な
利
害
関
心
の
規
定

を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
主
人
と
奴
隷
の
弁
証
法
に
戻
る
こ
と
に
す
る
と
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
承
認
の
た
め
の
闘
争
後
、
奴
隷
の
本
質
性
は
主

人
の
中
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
と
強
調
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
だ
ろ
う
。
奴
隷
の
活
動
を
支
配
し
奴
隷
の
労
働
の
対
象
を

消
費
す
る
の
は
彼
で
あ
る
。
奴
隷
は
し
た
が
っ
て
自
分
の
活
動
を
何
か
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
し
て
見
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
が
特
殊
性
の
彼
岸
に
上
昇
す
る
こ
と
を
意
味
し
う
る
と
強
調
す
る
、
な
に
し
ろ
﹁
奴
隷
が
労

働
す
る
の
は
主
人
の
た
め
で
あ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
自
分
自
身
の
単
独
性
に
具
わ
る
排
他
的
な
利
害
関
心
に
お
い
て
で
は
な

い
一
方
で
、
そ
の
欲
望
も
そ
れ
が
単
に
一
人
の
こ
の
者
の
欲
望
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
同
時
に
、
己
の
内
に
他
者
の
欲
望
を

も
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
存
す
る
あ
の
広
が
り
を
受
容
す
る

）
（（
（

﹂
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
普
遍
性
の
受
諾
の
た
め
に
は
あ

る
疎
外
の
必
要
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
他
者
の
欲
望
に
結
び
つ
い
た
自
ら
の
欲
望
を
も
つ
こ
と
は
、
意
識
に
よ
っ

て
欲
せ
ら
れ
た
承
認
の
普
遍
性
を
我
々
に
提
供
し
て
は
く
れ
な
い
。
こ
の
紐
帯
が
単
な
る
従
属
で
な
い
た
め
に
は
、
本
質
的
で

あ
る
も
の
の
も
つ
無
条
件
的
な
普
遍
性
に
属
す
る
何
も
の
か
を
こ
の
他
者
が
も
つ
こ
と
、
彼
が
一
人
の
絶
対
的
主
人
で
あ
り
、

そ
の
承
認
が
意
識
を
あ
ら
ゆ
る
文
脈
の
彼
岸
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
へ
と
導
い
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
は

次
の
重
大
な
主
張
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
生
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
を
通
じ
て
の
み
人
は
自
由
を
保
存
す
る
。︹
す
な
わ
ち
︺
人
は
、
自
己
意
識
の
本
質
は
存
在

で
は
な
い
、
そ
の
内
に
自
己
意
識
が
ま
ず
出
現
す
る
当
の
無
媒
介
的
な
様
態
で
は
な
い
、
生
の
膨
張
の
中
へ
の
陥
没
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
人
は
む
し
ろ
こ
の
危
険
を
通
じ
て
、
自
己
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
と
っ
て
消
失
す
る
契

機
で
な
い
よ
う
な
も
の
は
何
も
現
前
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
、
人
は
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
あ
る
純
粋
な
対
自
存
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在
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
自
己
の
生
を
賭
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
個
人
も
い
か
に
も
人
格
と
し
て
承
認

さ
れ
う
る
。
し
か
し
彼
は
一
つ
の
独
立
的
な
自
己
意
識
の
承
認
と
し
て
の
こ
の
承
認
と
い
う
真
理
に
は
達
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る

）
（（
（

。

も
し
死
と
の
対
決
が
自
由
の
奪
取
の
た
め
の
条
件
な
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
わ
け
は
死
が
こ
の
普
遍
的
で
絶
対
的
な
無
条
件
性

の
あ
る
特
権
的
な
形
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
形
象
は
、
無
条
件
的
で
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
無
規
定
性
の
力
能

と
し
て
、
全
て
の
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
有
限
で
あ
る
も
の
の
否
定
と
し
て
顕
現
す
る
。
我
々
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
を
見
出
す
と
き
そ
の
点
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

奴
隷
の
利
己
主
義
の
臣
従
は
人
間
の
真
実
な
自
由
の
開
始
を
形
成
す
る
。
意
志
の
単
独
性
の
動
揺
、
利
己
主
義
の
無
を

感
じ
る
こ
と
、
服
従
の
習
慣
、
そ
れ
は
各
人
の
形
成
に
お
け
る
一
つ
の
必
然
的
な
契
機
で
あ
る
。
気
ま
ぐ
れ
な
意
欲

︵Eigenw
illen

︶
を
壊
す
こ
の
規
律
訓
練
︵Zucht
︶
の
経
験
を
も
た
な
け
れ
ば
、
何
人
も
自
由
で
、
理
性
的
で
指
揮
を
下
す
の

に
適
し
た
者
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
自
由
に
な
る
た
め
に
は
、
自
ら
を
統
治
す
る
能
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
全
て

の
民
族
は
前
も
っ
て
厳
し
い
訓
練
と
あ
る
主
人
へ
の
従
属
と
を
経
由
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
（（
（

。

こ
の
よ
う
な
主
張
の
数
々
は
い
く
つ
も
の
誤
解
を
産
出
し
う
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
由
と
は
我
々
が
﹁
規
律
訓
練
的
な
諸
装
置
﹂

の
取
り
込
み
以
降
に
構
築
さ
れ
た
あ
る
意
志
に
与
え
る
名
称
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
由
を
産
出
す
る

の
は
ど
ん
な
主
人
へ
の
従
属
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
普
遍
性
の
無
条
件
的
な
要
求
の
数
々
を
実
現
で
き
る
よ
う
な

主
人
へ
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
我
々
に
な
ぜ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
一
民
族
を
従
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
偉
大
な
諸

個
体
性
が
必
然
的
に
、
精
神
の
労
働
と
有
限
な
政
治
、
す
な
わ
ち
利
害
関
心
の
特
殊
な
体
系
の
数
々
の
こ
と
し
か
考
慮
に
と
り
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入
れ
な
い
功
利
主
義
的
な
打
算
に
も
と
づ
く
政
治
と
の
間
の
尺
度
の
全
き
不
在
の
感
覚
を
産
出
す
る
の
か
を
説
明
し
て
く
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
諸
々
の
錯
覚
中
の
最
悪
の
も
の
は
、
利
己
主
義
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
を
、
特
殊
な
も
の
を
悪
し
ざ
ま
に
形

容
す
る
こ
と
の
一
環
で
あ
る
狡
猾
な
戦
略
と
し
て
見
る
こ
と
に
存
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
利エ

ゴ
イ
ス
ム

己
主
義
を
批
判
で
き
る
の
は
、
こ

の
﹁
我エ

ゴ
﹂
の
中
に
は
い
か
な
る
個
体
性
も
な
い
か
ら
だ
。
あ
る
別
の
規
定
さ
れ
た
意
識
か
ら
来
た
振
舞
い
の
諸
原
則
に
関
す
る

諸
々
の
同
一
化
と
取
り
込
み
と
か
ら
出
発
し
て
構
築
さ
れ
た
利
害
関
心
の
体
系
の
内
部
に
は
、
何
ら
個
人
的
な
も
の
な
ど
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
意
志
の
単
独
性
の
解
消
﹂
は
﹁
解
放
﹂
と
し
て
現
れ
う
る

）
（（
（

。

　
ル
ブ
ラ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
こ
れ
ら
の
特
徴
を
用
い
て
、
自
己
意
識
の
形
成
と
は
己
を
無
化
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
の

汲
み
尽
く
し
え
な
い
断
念
、
恒
久
的
な
禁
欲
苦
行
と
し
て
理
解
さ
れ
た
あ
る
個
人
の
解
消
で
し
か
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
と

い
う
の
も
﹁
こ
の
賭
け
に
お
い
て
、
あ
る
規
定
を
贏か

ち
う
る
こ
と
は
そ
れ
ゆ
え
つ
ね
に
私
を
個
体
化
し
て
い
た
あ
る
差
異
を
断

念
す
る
こ
と
、
私
が
い
さ
さ
か
少
な
め
に
我エ

ゴ
で
あ
る
程
度
に
応
じ
て
い
さ
さ
か
多
め
に
私
の
真
の
存
在
に
生
成
す
る
こ
と
に
帰

着
す
る
﹂
か
ら
だ

）
（（
（

。
こ
の
意
味
で
、
絶
対
的
な
主
人
を
前
に
し
て
お
の
の
く
こ
と
と
は
、
自
然
的
な
単
独
性
に
よ
っ
て
表
象
さ

れ
る
無
力
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
あ
た
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
解
放
と
は
弱
さ
の
感
情
が
抵
抗
し
得
な
い
と
い
う

無
力
さ
の
合
法
化
へ
と
変
形
さ
れ
る
奇
術
の
こ
と
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
。
か
く
て
﹁
そ
の
苦
悩
と
引
換
え
に
、
不
幸
な
意
識

に
提
供
さ
れ
る
の
は
普
遍
的
な
も
の
の
享
受
で
あ
る

︱
美
し
き
現
在
…
…
﹂）

（（
（

。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
あ
る
別
の
解
釈
を
提
出
で
き
る
。︹
そ
の
た
め
に
は
︺
絶
対
的
な
主
人
と
し
て
の
死
の
こ
の
取

り
込
み
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
こ
の
自
己
の
脱
所
有
化
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
与
え
た
意
味
に
い
っ
そ
う
注
意
す
る
だ
け
で
足
り
る
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
死
は
意
識
の
単
な
る
破
壊
で
は
な
い
、
そ
れ
は
あ
る
衰
弱
︵zugrunde gehen

︶
な
の
で
は
な
い
、
か

え
っ
て
そ
れ
は
根
拠
に
赴
く
運
動
︵zu G

rund gehen

︶
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
死
と
の
対
決
は
根
拠
が
も
っ
て
い
る
無
規
定
性

の
力
能
へ
の
接
近
を
表
現
す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
な
、
現
象
学
的
経
験
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、﹁
本
質
は
、
そ
れ
が
根
拠

と
し
て
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、
無
︲
規
定
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
、
そ
し
て
本
質
の
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
、
た
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だ
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
の
規
定
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
揚
棄
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る

）
（（
（

﹂
の
は
い
か
に
し
て
か
を
表
現
す
る
の
に

役
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
以
下
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
う
る
。
根
拠
の
無
規
定
性
は
、
根
拠
が
対
立
し
あ
う
規
定
の
数
々

に
と
っ
て
の
共
通
の
基
体
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
事
実
か
ら
来
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
、
根
拠
は
同
一

性
と
差
異
と
の
間
の
同
一
性
︵die Einheit der Identität und des U
nterschiedes

︹
同
一
性
と
差
異
と
の
統
一
︺︶
を
含
む
と
主
張

す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
ち
ょ
う
ど
︿
自
我
﹀
が
経
験
の
根
拠
を
提
供
す
る
総
合
的
原
理
で
あ
る
よ
う
に
、
根

拠
と
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
当
の
も
の
と
の
間
の
分
節
化
の
様
態
を
規
定
す
る
連
結
と
統
一
と
の
原
理
も
や
は
り
同
様
な
わ
け
で
、

そ
う
な
る
と
己
の
本
質
を
あ
る
他
者
の
中
に
も
つ
︵sein Sein in einem

 Anderen hat

︹
己
の
存
在
を
あ
る
他
者
の
中
に
も
つ
︺︶

も
の
と
し
て
根
拠
の
真
の
本
質
を
考
え
る
こ
と
は
、︿
自
我
﹀
の
形
式
に
従
わ
な
い
数
あ
る
差
異
の
状
態
と
対
決
す
る
力
を
要

求
す
る

）
（（
（

。

　
根
拠
づ
け
る
こ
と
と
は
、
実
存
者
を
、
そ
れ
が
あ
る
構
造
と
の
間
に
取
り
結
ぶ
関
係
を
通
じ
て
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
の
を

我
々
は
知
っ
て
い
る
。
そ
の
構
造
は
我
々
に
、
思
考
の
中
で
方
向
を
定
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
我
々
が

因
果
性
、
様
相
と
い
っ
た
諸
範カ

テ
ゴ
リ
ー

疇
を
用
い
て
諸
現
象
の
可
知
性
を
保
証
す
る
と
き
、
我
々
は
実
存
者
の
形
式
を
規
定
し
て
い
る

の
だ
。
こ
う
し
て
根
拠
と
し
て
の
形
式
に
頼
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
我
々
は
真
と
偽
と
の
、
正
確
な
も
の
と
不
正
確
な
も
の

と
の
、
十
全
な
も
の
と
不
十
全
な
も
の
と
の
判
定
基
準
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
構
造
の
諸
現
象
へ
の

適
用
は
、
経
験
の
数
あ
る
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
と
、
同
一
性
と
差
異
に
ま
つ
わ
る
数
あ
る
命
題
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
と
が
で

き
る
連
結
と
統
一
と
の
一
般
的
な
論
理
的
諸
原
理
に
関
す
る
、
あ
る
先
行
的
な
暗
黙
の
決
断
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
連

結
︵Verbindung

︶
と
統
一
と
の
原
理
は
、
諸
表
象
の
総
合
的
統
一
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
︿
自
我
﹀
か
ら
派
生
し
て
い
る
。︿
自

我
﹀
こ
そ
諸
規
定
の
真
の
根
拠
な
の
だ
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
あ
る
機
知
︹W

itz 

︺
を
構
築
し
て
、
意
識
に
と
っ
て
は
存
在

が
自
分
の
も
の
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
︹das Sein die Bedeutung des Seinen hat
︺

）
（（
（

と
言
う
と
き
、
彼
は
意
識
に
と
っ
て
対

象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
内
的
な
連
結
と
統
一
の
原
理
、
意
識
が
も
つ
、
世
界
を
我
有
化
す
る
こ
と
の
、
世
界
を
己
の
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像
か
ら
出
発
し
て
構
築
す
る
こ
と
の
様
態
で
あ
る
よ
う
な
原
理
か
ら
出
発
し
て
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
事

実
を
念
頭
に
置
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
受
容
性
と
自
発
性
と
の
間
の
カ
ン
ト
的
な
諸
区
別
を
無
視
す
る
こ

と
を
許
し
て
い
る
の
だ
。

　
我
々
は
こ
れ
ら
連
結
の
原
理
の
問
題
化
こ
そ
が
弁
証
法
の
真
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
弁
証
法
は
︿
自

我
﹀
と
い
う
も
の
の
自
己
︲
同
一
的
な
形
式
に
依
存
し
な
い
あ
る
根
拠
を
つ
ね
に
探
し
求
め
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
を
我
々

に
許
す
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
た
だ
規
定
性
の
自
然
化
さ
れ
た
諸
様
態
の
否
定
を
通
じ
て
、
我
々
の
経
験
の
場
を
方
向
づ
け
る

諸
々
の
世
界
像
の
脆
弱
化
を
通
じ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
こ
の
脆
弱
化
は
現
象
学
的
な
仕
方
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
、

不
安
な
ら
び
に
死
と
の
対
決
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
我
々
が
目
に
す
る
の
は
次
の
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
死
と
の
対
決
が
自
己
意
識
に
対
し
て
、︿
精
神
﹀
を
、
己
の

多
数
あ
る
諸
規
定
に
お
い
て
自
己
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
は
、
そ
れ
ら
諸
規
定
を
必
然
的
に
脆
弱
な
も
の
に
変
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
前
︲
人
称
的

な
も
の
と
無
規
定
な
も
の
と
の
も
つ
力
能
と
対
決
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
か
か
る
力
能
こ
そ
、
ま

さ
し
く
差
異
で
あ
る
も
の
と
は
何
か
を
、
我
々
に
再
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
。
差
異
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
あ
ら

ゆ
る
規
定
を
む
し
ば
む
無
︲
差
異
︹
無
関
心
︵in-différence

︶︺
の
あ
の
内
的
な
力
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
が
、
ス
コ
ッ
ト
・

フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
と
と
も
に
、﹁
あ
ら
ゆ
る
生
は
崩
壊
の
過
程
で
あ
る
﹂
と
断
言
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
、
あ
の
存
在
の

表
現
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
あ
の
﹁
個
体
が
享
受
す
る
無
規
定
性
の
外
縁

）
（（
（

﹂
を
開
示
す
る
と
き
に
到
来
す
る
一
つ
の
崩
壊
。
か
く

し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
は
、
規
定
性
と
実
定
性
と
の
獲
得
で
は
な
く
、
純
粋
に
無
規
定
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
も
の

と
の
対
決
に
結
び
つ
い
た
あ
る
危
険
の
受
諾
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
固
定
し
て
い
て
規
定
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
も
の
全
て
を
解
消
す
る
絶
対
的
な
︿
主
人
﹀
に
従
う
こ
と
は
、
諦
念
や
、
怨

ル
サ
ン
チ
マ
ン

恨
や
、
は
た
ま
た
抑

圧
へ
の
欲
求
な
ど
の
心
理
学
的
な
力
学
と
は
何
の
関
わ
り
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
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労
働
に
よ
る
規
定

　
締
め
く
く
り
と
し
て
、
私
は
こ
の
弁
証
法
に
い
さ
さ
か
の
安
定
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
、
重
大
な
点
を
露
呈
さ
せ
て
み
た

い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
死
を
前
に
し
た
奴
隷
の
意
識
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
不
安
は
﹁
普
遍
的
な
解
消
一
般
﹂
の
中
に
と
ど

ま
っ
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。

か
え
っ
て
奉
仕
に
お
い
て
く
だ
ん
の
意
識
は
こ
の
解
消
を
成
就
し
て
そ
れ
を
現
実
的
に
実
現
す
る
。
奉
仕
す
る
こ
と
で
、
意

識
は
全
て
の
単
独
的
諸
契
機
に
お
い
て
自
然
的
な
現
存
在
へ
の
自
ら
の
愛
着
を
取
り
除
き
、
ま
た
労
働
す
る
こ
と
で
そ
れ
を

除
去
す
る
。
し
か
し
絶
対
的
な
力
能
の
感
じ
は
、
一
般
に
実
現
さ
れ
、
ま
た
奉
仕
の
諸
特
殊
性
の
中
で
も
実
現
さ
れ
る
が
、

た
だ
単
に
即
自
的
に
解
消
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
主
へ
の
畏
怖
が
知
恵
の
始
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
で
意
識
は
い

か
に
も
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
存
在
す
る
︹est bien pour elle-m

êm
e

︺
が
、
し
か
し
意
識
は
い
ま
だ
対
自
存
在
︹l’être-pour-

soi

︺
で
は
な
い
。
し
か
る
に
意
識
が
自
己
自
身
へ
と
や
っ
て
来
る
の
は
労
働
の
媒
介
に
よ
っ
て
で
あ
る

）
（（
（

。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
や
が
て
あ
る
は
な
は
だ
有
意
義
な
漸
層
法
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
和
解
を
司
る
持
ち
前
の
諸

潜
勢
力
の
中
で
の
意
識
の
行
動
に
関
わ
る
も
の
だ
。
彼
は
奉
仕
︵D

ienen

︶
の
こ
と
、
労
働
︵Arbeiten

︶
の
こ
と
、
形
成

︵Form
ieren

︶
の
こ
と
を
語
る
。
こ
の
三
つ
組
は
意
識
が
行
う
自
ら
の
行
動
の
対
象
の
中
で
の
自
己
定
立
の
諸
可
能
性
の
漸
進

的
実
現
を
指
し
示
し
て
い
る
。
奉
仕
と
は
行
動
の
内
部
へ
の
自
己
の
完
全
な
疎
外
と
い
う
意
味
で
の
自
己
の
解
消
で
し
か
な
い
、

そ
れ
は
他
者
の
た
め
の
か
つ
他
者
と
し
て
の
あ
る
純
粋
な
行
動
︹un pur agir-pour-l’autre et com

m
e-l’autre

︺
な
の
だ
。
労
働

は
自
己
の
反
省
的
な
自
己
定
立
︹l’autoposition réflexive de soi

︺
を
折
り
込
ん
で
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
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表
現
主
義
的
な
労
働
概
念
、
そ
の
理
念
的
地
平
と
は
諸
主
体
の
表
現
的
諸
潜
勢
力
の
顕
現
と
し
て
理
解
さ
れ
た
美
的
労
働
で
あ

る
は
ず
の
概
念
を
、
認
め
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
労
働
す
る
意
識
は
、
社
会
的
組
織
の
中
を
循
環
し

て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
一
つ
の
対
象
の
中
に
自
ら
の
諸
情
動
の
実
定
性
︹
肯
定
性
︵positivité

︶︺
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。

労
働
と
は
内
面
性
の
外
面
性
へ
の
単
な
る
翻
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
は
、
労
働
と
は
ま
ず
は
死
の
不
安
に
対
す
る
防
衛

で
あ
り
あ
る
い
は
、
そ
う
呼
び
た
け
れ
ば
の
話
だ
が
、
自
然
的
現ダ

ー
ザ
イ
ン

存
在
︹D

asein

︺
へ
の
あ
ら
ゆ
る
無
媒
介
的
な
紐
帯
の
解
消

を
感
じ
、
自
己
の
解
消
の
お
の
の
き
を
感
じ
た
あ
る
主
体
性
の
自
己
︲
定
立
︹auto-position

︺
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
不
安
の

弁
証
法
的
克
服
な
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
思
い
出
そ
う
。

労
働
と
は
抑
制
さ
れ
た
欲
望
、
延
期
さ
れ
た
消
失
で
あ
る
。
労
働
は
形
成
す
る
。
対
象
へ
の
否
定
的
関
係
は
こ
の
対
象
自
体

の
形
相
と
な
る
、
そ
れ
は
何
か
し
ら
永
続
的
な
も
の
と
な
る
、
な
に
し
ろ
ま
さ
し
く
、
労
働
者
に
対
し
て
は
、
対
象
は
あ
る

独
立
を
有
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
否
定
的
手
段
、
な
い
し
形
成
的
操
作
は
、
同
時
に
単
独
性
な
い
し
意
識
の
純
粋
な
対
自

存
在
︹le pur être-pour-soi

︺
で
も
あ
る
。
こ
の
対
自
存
在
︹C

et être-pour-soi

︺
は
、
労
働
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
自
ら

を
外
化
し
て
永
続
的
な
境
地
の
中
へ
と
移
行
す
る
。
労
働
す
る
意
識
は
か
く
し
て
自
己
自
身
の
直
観
と
し
て
の
、
独
立
的
な

存
在
者
の
直
観
に
至
る
。［
…
］
物
の
形
成
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
識
の
固
有
な
否
定
性
が
意
識
に
と
っ
て
対
象
と
な
る
の

だ
）
（（
（

。 

　
事
実
、
労
働
は
欲
望
の
破
壊
的
な
衝
動
を
抑
制
す
る
が
ゆ
え
に
、
労
働
は
形
成
す
る
、
労
働
は
自
己
意
識
の
構
造
が
そ
の
分

身
で
あ
る
一
つ
の
対
象
の
中
で
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
︹l’auto-objectivation

︺
を
許
す
の
だ
。
労
働
の
機
能
と
は
、
欲
望

が
行
な
い
え
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
己
意
識
を
そ
の
普
遍
性
へ
の
諸
要
求
の
中
に
定
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
た
と

え
不
完
全
な
仕
方
で
は
あ
っ
て
も
、
行
な
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
弁
証
法
の
転
機
と
は
、
労
働
に
お
け
る
疎
外
、
あ
る
よ
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そ
よ
そ
し
い
本
質
と
の
対
決
が
、
あ
る
絶
対
的
な
︿
他
者
﹀
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
と
し
て
で
あ
れ
、
私
の
投
企
に
対
抗
す

る
対
象
と
し
て
で
あ
れ
、
と
も
に
あ
る
内
的
な
他
性
︹une altérité interne

︺
の
経
験
の
ほ
う
へ
と
意
識
を
開
放
す
る
以
上
は

あ
る
形
成
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
同
一
性
の
定
立
に
と
っ
て
の
主
な
契

機
で
あ
る
の
だ
。
自
分
に
と
っ
て
︿
他
者
﹀
で
あ
る
も
の
に
自
分
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
き
、
意
識
は
自
己
︲

同
一
性
︹auto-identité

︺
の
空
間
と
し
て
の
︿
自
己
﹀
の
概
念
か
ら
、
自
己
自
体
の
内
に
︹en soi m

êm
e

︵
即
自
的
に
︶︺
そ

れ
自
身
の
否
定
を
担
っ
て
い
る
無
限
性
と
し
て
の
︿
自
己
﹀
の
概
念
の
ほ
う
へ
と
移
行
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
手
に
入
れ
る
。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
恐
怖
と
形
成
は
労
働
に
と
っ
て
の
二
つ
の
必
然
的
な
契
機
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
最
後
に
、
我
々
は
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
な
に
ゆ
え
、﹃
現
象
学
﹄
に
お
い
て
、
労
働
は

我
々
を
﹁︿
自
我
﹀
の
同
一
性
の
制
度
化

）
（（
（

﹂
へ
の
途
上
に
置
く
こ
と
が
な
い
の
か
を
理
解
す
る
た
め
の
説
明
を
手
に
し
て
い

る
の
だ
。
我
々
が
予
期
す
る
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
と
は
反
対
に
、
労
働
は
︿
自
我
﹀
／
他
者
の
諸
関
係
の
法
的
規
範
化
︹la 

norm
alisation juridique

︺
へ
と
、
社
会
的
な
富
︵Verm

ögen

︶
と
手
を
結
ぶ
諸
主
体
に
固
有
な
権
利
の
枠
組
み
の
構
成
を
通
じ

て
行
き
着
く
よ
う
な
あ
る
承
認
の
力
学
を
切
り
開
い
た
り
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
こ
と
を
行
な
い

は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
し
我
々
が
﹁
同
一
性
﹂、﹁
権
利
﹂
お
よ
び
﹁
主
体
﹂
と
い
う
語
で
理
解
し
て
い
る
も
の
を
全
面
的

に
再
構
築
す
る
こ
と
と
い
う
条
件
が
つ
く
の
だ
。
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
労
働
が
あ
る
否
定
性
の
、
あ
る
無
規
定
性
の
力

能
の
定
立
の
様
態
と
し
て
現
れ
る
際
の
仕
方
に
い
っ
そ
う
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
主
体
が
﹁
普
遍
的
な
も
の
の

中
で
生
き
る
﹂
こ
と
を
試
み
た
と
き
に
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
少
な
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
近
代
性
に
関
す
る
大
問
題
で
あ
る
も
の
を
提
起
す
る
こ
と

を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
法
哲
学
の
根
底
に
存
在
す
る
あ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
い
か
に
し
て
、
無
規
定
的
な
も
の
と

の
対
決
の
単
独
的
様
態
と
し
て
考
え
ら
れ
た
諸
主
体
の
制
度
的
承
認
を
可
能
に
す
る
か
︹
と
い
う
問
題
を
︺。
と
い
う
の
も
無

規
定
性
は
社
会
的
な
苦
悩
を
産
出
す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
反
対
に
、
か
か
る
苦
悩
を
産
出
す
る
も
の
と
は
、
あ
ら
ゆ
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る
主
体
に
と
っ
て
無
規
定
性
が
も
つ
、
根
拠
づ
け
る
現
実
性
︹réalité fondatrice

︺
を
承
認
し
え
な
い
と
い
う
、
制
度
的
諸
構

造
と
社
会
的
相
互
作
用
の
諸
過
程
と
の
側
の
無
能
力
で
あ
る
か
ら
だ

）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
構
造
が
、
あ
ら
ゆ
る
主
体
に
住
ま
う
無
規
定

性
の
こ
の
力
能
の
承
認
の
た
め
の
社
会
的
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
こ
そ
一
新
さ
れ
た
愛
の
概

念
を
取
り
戻
す
た
め
の
道
の
り
を
見
つ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
愛
は
、
社
会
的
相
互
作
用
上
の
諸
実
践
を
調
整
す
る
地
平

と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
愛
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
当
初
か
ら
死
と
の
対
決
に
結
び
つ
け
て
い
る
無
限
性
の

も
つ
脱
人
称
化
の
経
験
の
数
々
︹des expériences de dépersonnalisation de l’infinitude

︺
を
担
う
の
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
の
語
を
用
い
て
、
こ
の
愛
は
死
よ
り
も
も
っ
と
冷
た
い
愛
の
約
束
で
あ
る
︹cet am

our 

est la prom
esse d’un am

our plus froid que la m
ort

︺、
と
言
う
こ
と
は
単
な
る
詩
的
用
法
で
は
な
い
の
で
あ
る

）
（（
（

。
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︹
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
﹃
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル

ス
Ⅰ
﹄︵
三
島
憲
一
・
轡
田
収
・
木
前
利
秋
・
大
貫
敦
子
訳
︶、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
六
四
│
六
五
頁
︺

︵
3
︶ 　Th

eodor Adorno, D
ialectique négative , Paris, Payot, 1992, p. 257.

︹
テ
オ
ド
ー
ル
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
﹃
否
定
弁
証
法
﹄︵
木
田
元
・
徳
永
恂
・
渡
辺
祐
邦
・

三
島
憲
一
・
須
田
朗
・
宮
武
昭
訳
︶、
作
品
社
、
一
九
九
六
年
、
三
九
九
頁
。
な
お
、
著
者
は
仏
訳
の
刊
行
年
を
二
〇
〇
〇
年
と
し
、
三
一
七
頁
を
指
示
し
て

い
た
が
、
訳
者
に
確
認
で
き
た
一
九
九
二
年
の
仏
訳
に
合
わ
せ
て
頁
数
を
修
正
し
た
。
ま
た
、
引
用
に
抜
け
て
い
た
﹁
特
殊
と
の
︵et du particulier

︶﹂
を

補
っ
た
。︺

︵
4
︶ 　G

. W
. F. H

egel, G
rundlinien der Philosophie des Recht,  Frankfurt, Suhrkam

p, 1996, §  7.
︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学
Ⅰ
﹄︵
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳
︶、
中

公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
一
年
、
八
三
頁
︺
こ
れ
ら
の
注
解
は
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。︹
な
お
、﹁
規
定
態
﹂
は
ド
イ
ツ
語
の
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︽Bestim
m

theit

︾
に
対
応
す
る
術
語
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
邦
訳
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。﹁
規
定
性
﹂
と
い
う
訳
語
の
抽
象
性
を
避
け
、
し
か

じ
か
の
事
象
そ
れ
自
体
に
即
し
た
も
の
と
し
て
、
規
定
を
授
か
り
、
規
定
を
具
え
て
い
る
さ
ま
を
指
す
た
め
で
あ
る
。﹁
規
定
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
規
定
を

具
え
て
い
る
こ
と
﹂
を
一
語
で
表
現
す
る
習
慣
が
も
と
も
と
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
の
場
合
だ
と
、︽déterm

inité

︾
と
い
う
、
一
般
的
な
辞
書
に
は

存
在
し
な
い
術
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
現
に
本
論
文
中
に
も
ち
ら
り
と
出
て
く
る
。
し
か
し
、
著
者
自
身
は
お
お
む
ね
、
も
っ
と
あ
り
ふ
れ
た

︽déterm
ination

︾
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
動
詞
の
︽déterm

iner

︾
を
そ
の
ま
ま
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
規
定
︵
限
定
、

決
定
︶
す
る
作
用
や
働
き
自
体
を
指
す
語
な
の
で
、
ド
イ
ツ
語
で
は
︽Bestim

m
theit

︾
で
は
な
く
む
し
ろ
︽Bestim

m
ung

︾
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
本
論
文
中
の
用
法
で
は
、
こ
の
︽déterm

ination

︾
は
事
実
上
、
個
々
の
規
定
の
作
用
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
を
予
想
さ
せ
る
、
よ
り
一
般
的
な
規
定

と
い
う
働
き
の
も
つ
性
格
を
指
し
て
い
る
の
で
、
結
局
誤
用
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
﹁
規
定
﹂
ま
た
は
﹁
規
定
性
﹂
と
訳
し
た
。
本
稿
を
お
読

み
に
な
る
方
は
、
訳
文
中
の
﹁
規
定
性
﹂
は
﹁
規
定
﹂
と
同
様
、
原
文
中
の
︽déterm

ination

︾︵︽Bestim
m

ung

︾︶
に
対
応
す
る
の
で
あ
り
︵
そ
の
反
対
が
、

﹁
無
規
定
性
﹂
と
訳
し
た
︽indéterm

ination

︾
で
あ
る
︶、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
の
邦
訳
で
は
︽Bestim

m
theit

︾
が
し
ば
し
ば
﹁
規
定
性
﹂
と
訳
さ
れ
る
か
ら
と

い
っ
て
、︽déterm

inité

︾
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ご
注
意
願
い
た
い
。︺

︵
5
︶ 　Idem

, § 6

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学
Ⅰ
﹄︵
前
掲
書
︶
七
八
頁
︺

︵
6
︶ 　
そ
の
こ
と
が
我
々
に
、
な
に
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ジ
ャ
コ
バ
ニ
ス
ム
に
、
な
ら
び
に
こ
の
無
規
定
性
の
顕
現
と
し
て
理
解
さ
れ
え
た
よ
う

な｢

否
定
的
自
由｣

の
ほ
か
の
形
象
ら
に
も
固
有
な
﹁
破
壊
の
凶
暴
﹂
を
批
判
す
る
と
き
に
、
次
の
こ
と
を
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
を
説
明
し

て
く
れ
る
。﹁
こ
の
否
定
的
な
自
由
な
い
し
こ
の
悟
性
の
自
由
は
一
面
的
で
あ
る
、
し
か
し
こ
の
一
面
的
な
も
の
が
つ
ね
に
自
ら
の
内
に
あ
る
本
質
的
な
規

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定
を
含
ん
で
い
る
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ゆ
え
に
そ
れ
は
投
げ
捨
て
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
し
か
し
悟
性
の
欠
点
と
は
、
一
つ
の
一
面
的
な
規
定
を
唯
一
に
し
て
最
高
の

規
定
へ
と
高
め
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︹D

iese negative Freiheit oder diese Freiheit des Verstandes ist einseitig, aber dies Einseitige enthält im
m

er eine  

w
esentliche Bestim

m
ung in sich:  es ist daher nicht w

egzuw
erfen, aber der M

angel des Verstandes ist, daß er eine einseitige Bestim
m

ung zur einzigen und 

höchsten erhebt

︺﹂︵idem
, par. 5

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学
Ⅰ
﹄︵
前
掲
書
︶
七
四
頁
︺︶。

︵
7
︶ 　G

illes D
eleuze, N

ietzsche et la philosophie , Paris, PU
F, 1962.

︹
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
﹃
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
﹄︵
江
川
隆
男
訳
︶、
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
︺、

ま
たG

erard Lebrun, L’ envers de la dialectique, Paris, Seuil, 2004

を
見
よ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ニ
ー
チ
ェ
的
な
道
徳
批
判
に
由
来
す
る
主
題
系
と
対
決
さ
せ
る
こ

と
を
試
み
た
二
つ
の
読
解
で
あ
る
。

︵
8
︶ 　Axel H

onneth, Lutte pour la reconnaissance , Paris, C
erf, 2000, p. 63.

︹
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
﹃
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
﹄︵
山
本
啓
・
直
江
清
隆
訳
︶、
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
、
六
六
頁
︺

︵
9
︶ 　Axel H

onneth, Les pathologies de la liberté : une réactualisation de la philosophie du droit de H
egel,  Paris, La découverte, 2009.

︹
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト

﹃
自
由
で
あ
る
こ
と
の
苦
し
み

︱
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
哲
学
﹄
の
再
生
﹄︵
島
崎
隆
・
明
石
英
人
・
大
河
内
泰
樹
・
徳
地
真
弥
訳
︶、
未
來
社
、
二
〇
〇
九
年
︺

︵
10
︶ 　Jürgen H

aberm
as, Vérité et justification,  Paris, G

allim
ard, 2001, p. 137.

︵
11
︶ 　Robert;W

illiam
s, H

egel´s ethics of recognition,  U
niversity of C

alifornia Press, 1998, p. 47.
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︵
12
︶ 　Ludw

ig Siep, « D
er K

am
pf um

 Anerkennung. Zur Auseinandersetzung H
egels m

it H
obbes in den Jenaer Schriften », H

egel-Studien,  Bd.9, Bonn 1974, 

p. 194.

︵
13
︶ 　
こ
の
論
点
に
関
し
て
はJürgen H

aberm
as,; Vérité et justification,, op. cit. , p. 200

お
よ
びAxel H

onneth, Lutte pour la reconnaissance, op. cit.

︹
ア
ク
セ

ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
﹃
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
﹄︵
前
掲
書
︶︺
を
見
よ
。

︵
14
︶ 　﹃
精
神
現
象
学
﹄
が
間
主
観
的
諸
関
係
の
原
理
と
し
て
の
愛
に
対
し
て
は
明
示
的
な
批
判
を
、
そ
れ
も
﹁
快
楽
と
必
然
性
﹂
の
形
象
を
通
じ
て
提
示
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
こ
こ
で
は
、
我
々
は
ま
た
次
の
要
求
を
も
見
出
す
。﹁
自
己
を
こ
の
個
別
的
な
も
の
と
し
て
一
人
の
他
者
の
内
に
、
ま

た
は
一
人
の
他
の
自
己
意
識
を
自
己
と
し
て
直
観
す
る
こ
と
︵sich als dieses Einzelne in einem

 Anderen oder ein anderes Selbstbew
usstsein als sich 

anzuschauen
︶﹂︹﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
三
六
一
頁
︺。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
直
観
は
静
ま
る
こ
と
の
な
い
享
楽
の
否
定
的
本
質
へ
他
者

を
従
わ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
し
か
実
現
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
。﹁
愛
﹂
と
﹁
享
楽
﹂
と
の
間
で
混
同
を
仕
出
か
す
の
で
は
な
く
、
快ヘ
ド
ニ
ス
ム

楽
主
義
に
関
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
主
題
系
は
、
相
互
的
依
存
と
補
完
性
と
に
属
す
る
諸
関
係
の
交
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
流
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
愛
の
概
念
へ
の
批
判
の

手モ
デ
ル本

を
我
々
に
提
供
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
再
説
す
べ
き
で
あ
る
。

︵
15
︶ 　H

egel, Phénom
énologie de l’Esprit I, op. cit., p. 147.

︹﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
一
七
三
│
一
七
四
頁
。
著
者
は« H

EG
EL, G

.W
.F., 

Fenom
enologia do Espírito, op. cit.,  p. 120 »

と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
版
の
﹃
精
神
現
象
学
﹄
を
指
示
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
に
差
し
替
え
た
。
た
だ
し
、

正
確
な
引
用
と
は
な
っ
て
い
な
い
。︺

︵
16
︶ 　Robert Pippin, H

egel’s Idealism
 : Th

e Satisfaction of Self-C
onsciousness, C

am
bridge U

niversity Press, 1989, p. 148.

︵
17
︶ 　H

egel, Encyclopédie, vol III, Paris: Vrin, § 427.
︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
哲
学
　
下
﹄︵
船
山
信
一
訳
︶、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
第
一
七
刷
、
四
一
頁
︺

︵
18
︶ 　Idem

, § 359

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
自
然
哲
学
　
下
巻
﹄︵
加
藤
尚
武
訳
︶、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
六
一
七
頁
︺

︵
19
︶ 　D

eleuze et G
uattari, L’anti-Œ

dipe , Paris, M
inuit, 1969, p. 34.

︹
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＋
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
﹃
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
　
上
﹄

︵
宇
野
邦
一
訳
︶、
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
五
八
頁
︺

︵
20
︶ 　Platon, Le banquet,  Paris, G

allim
ard, 1950, 200e.

︹
プ
ラ
ト
ン
﹃
饗
宴
﹄︵
久
保
勉
訳
︶、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
第
七
二
刷
、
一
〇
一
頁
。

︵
21
︶ 　Idem

, 210b

︹
同
書
一
二
三
頁
︺

︵
22
︶ 　Jonathan Lear, « Eros and U

nknow
ing : the psychoanalytic significance of Plato‘s Sym

posium
 » , O

pen m
inded,  H

arvard U
niversity Press, 1998, p. 163.

︵
23
︶ 　H

egel, Phénom
énologie de l’Esprit II, op. cit., p. 296.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
　
下
巻
﹄︵
金
子
武
蔵
訳
︶、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
四
〇

頁
︺

︵
24
︶ 　Idem

, t. I, pp.9–10.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
八
│
九
頁
︺

︵
25
︶ 　H

egel, Philosophie de l’Esprit, Paris, Vrin, 1982, p. 13.

︹
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
﹄︵
加
藤
尚
武
監
訳
、
座
小
田
豊
・
栗
原
隆
・

滝
口
清
栄
・
山
崎
純
訳
︶、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
一
一
八
│
一
一
九
頁
︺

︵
26
︶ 　H

egel, Phénom
énologie de l’Esprit I, op. cit., p. 138.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
一
六
四
頁
。
た
だ
し
仏
訳
の
本
文
は
﹁
…
よ
う
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に
す
る
︵fait que

︶﹂
で
は
な
く
﹁
例
え
ば
…
と
い
っ
た
︵telle que

︶﹂
で
あ
る
。︺

︵
27
︶ 　K

ant, C
ritique de la raison pure, B348

︹
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
﹃
純
粋
理
性
批
判
　
上
﹄︵
原
佑
訳
︶、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
五
年
、
五
二
九

頁
︺

︵
28
︶ 　Lebrun, L’envers de la dialectique, op. cit., p. 222.

を
見
よ
。

︵
29
︶ 　H

egel, Phénom
énologie de l’Esprit II, op. cit.,  pp. 139–140.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
　
下
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
九
一
〇
│
九
一
一
頁
。
著
者
は« H

egel , 

Phénom
énologie, op. cit.,  p. 139 »

と
書
い
て
い
た
が
、
補
正
し
た
。︺

︵
30
︶ 　Terry Pinkard, H

egel’s phenom
enology : Th

e sociality of reason, C
am

bridge U
niversity Press, 1996

お
よ
びH

aberm
as, « C

hem
ins de la détranscendentali-

sation », Vérité et justification, op. cit.

︹
著
者
はH

aberm
as, « C

am
inhos da destranscendentalizaç ão », Verdade e Justificação, op. cit. »

と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
版

を
指
示
し
て
い
た
が
、
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
語
版
と
差
し
替
え
た
︺
を
見
よ
。

︵
31
︶ 　H

egel, Encyclopédie,  vol III, Paris, Vrin, 1988, par. 433.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
哲
学
　
下
﹄︵
前
掲
書
︶
五
五
頁
︺

︵
32
︶ 　Idem

, Phénom
énologie de l’Esprit I, op. cit., p. 159.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
一
八
八
頁
︺

︵
33
︶ 　Idem

, Encyclopédie, vol III, op. cit.,  par. 435.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
哲
学
　
下
﹄︵
前
掲
書
︶
五
五
│
五
六
頁
︺

︵
34
︶ 　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
思
い
出
そ
う
。﹁
こ
れ
が
歴
史
に
お
け
る
偉
人
た
ち
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
固
有
の
特
殊
な
目
的
は
実
体
的
な
も
の
を
含
ん

で
い
る
、
そ
れ
こ
そ
が
世
界
精
神
の
意
志
な
の
だ
︵D

ies sind die grossen M
enschen in der G

eschichte, deren eigene partikuläre Zw
ecke das Substantielle 

enthalten, w
elches W

ille des W
eltgeistes ist

︶﹂︵H
egel, Vorlesungen uber die Philosophie der G

eschichte , Frankfurt, Suhrkam
p, p. 45.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
歴
史
哲

学
　
上
﹄︵
武
市
健
人
訳
︶、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
九
七
頁
︺︶。

︵
35
︶ 　
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
直
観
は
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
と
、
振
舞
い
や
欲
望
の
方
向
づ
け
に
関
す
る
理
想
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
機
能
が
存
す
る
よ
う
な
一
人
の
他

者
の
像
イ
マ
ー
ジ
ュの

取
り
込
み
を
通
じ
て
自
我
の
発
生
を
そ
れ
が
記
述
し
て
い
る
こ
と
と
を
通
じ
て
確
証
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

︵
36
︶ 　Lebrun, L’envers de la dialectique, op. cit., p. 100.

︵
37
︶ 　Idem

, p. 211.

︵
38
︶ 　H

egel, Science de la logique II,  Paris, Aubier, 1976, p. 89.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
大
論
理
学
　

2
﹄︵
寺
沢
恒
信
訳
︶、
以
文
社
、
一
九
九
九
年
、
九
八
頁
︺

︵
39
︶ 　
ロ
ン
グ
ネ
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
﹁
根
拠
と
は
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
統
覚
の
統
一
性
の
後
継
者
で
あ
る
﹂︵Béatrice Longuenesse, H

egel et la 

critique de la m
étaphysique, Paris, Vrin, 1981, p. 111

︶
と
主
張
す
る
と
き
、
こ
の
点
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。

︵
40
︶ 　H

egel, Phénom
énologie de l’Esprit I, op. cit., p. 204.

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
二
四
二
頁
︺

︵
41
︶ 　D

eleuze, D
ifférence et répétition,  Paris, PU

F, 2000, p. 331.

︹
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
﹃
差
異
と
反
復
　
下
﹄︵
財
津
理
訳
︶、
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
に

三
六
頁
︺

︵
42
︶ 　H

egel, Phénom
énologie de l’Esprit I, op. cit.,  pp. 164–165.

︹﹃
精
神
の
現
象
学
　
上
巻
﹄︵
前
掲
書
︶
一
九
四
│
一
九
五
頁
。
著
者
は« H

EG
EL, 

Phénom
énologie ,  p. 164. »

と
書
い
て
い
た
が
補
正
し
た
。
な
お
、﹃
精
神
現
象
学
﹄
の
本
文
で
は
、﹁
…
除
去
す
る
﹂
と
﹁
し
か
し
﹂
の
間
に
改
行
が
入
る
。︺
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︵
43
︶ 　Ibidem

, p. 165.

︹
同
書
、
一
九
五
頁
︺

︵
44
︶ 　Jürgen, H

aberm
as, « Trabalho e interação », Técnica e ciência com

o ideologia, Lisboa, Edições 70, 2007, p. 196.

︹ 

訳
者
は
こ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
版
を
参
照

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
の
原
書
に
あ
る
、« D

ie institutionalisierung der Ich-Identität »

︵Jürgen H
aberm

as, Technik und W
issenschaft als 

›Ideologie‹,  Frankfurt am
 M

ain, Suhrkam
p, 1969, p.35

︶
と
い
う
表
現
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
邦
訳
の
該
当
箇
所
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
﹃
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
科
学
と
技
術
﹄︵
長
谷
川
宏
訳
︶、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
八
頁
で
あ
る
。︺

︵
45
︶ 　
と
い
う
の
も
﹁
意
志
そ
れ
自
体
の
無
規
定
態
は
、
中
立
的
な
、
と
は
い
え
無
限
に
豊
穣
な
境
地
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
存
在
の
原
初
的
な
胚
芽
と
し
て
、

自
己
の
内
に
諸
規
定
や
諸
目
的
を
含
ん
で
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
自
己
か
ら
産
出
す
る
﹂
か
ら
だ
︵H

egel, Principes de la philosophie du droit,  par. 12

︹
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
法
の
哲
学I

﹄︵
前
掲
書
︶
九
三
頁
︺︶。

︵
46
︶ 　︹
訳
注
︺
ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
フ
ァ
ス
ビ
ン
ダ
ー
︵R

ainer W
erner Fassbinder, 1945–1982

︶
は
ド
イ
ツ
の
映
画
監
督
、
脚
本
家
、
俳
優
で
、

ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
シ
ネ
マ
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
。﹃
愛
は
死
よ
り
冷
た
い
﹄︵Liebe ist kälter als der Tod

︶
は
ギ
ャ
ン
グ
映
画
で
、1969

年
に

公
開
さ
れ
た
。
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