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私
が
自
ら
の
精
神
的
な
展
開
の
来
し
方
を
眺
め
る
な
ら
、
そ
う
し
た
道
程
の
そ
こ
か
し
こ
で

あ
な
た
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
自
分

自
身
を
あ
な
た
の
子
ど
も
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
称
し
て
も
よ
い
く
ら
い
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
私
の
内
面
は
抽
象
に
対
し
て
抵
抗
し
て
い
く
強
さ
を
あ
な
た
か
ら
も
ら
っ
て
い
た
の
だ

し
、
あ
な
た
の
教
養
と
導
き
に
そ
っ
て
歩
み
を
進
め
て
き
た
の
で
し
た
。

（
一
八
二
五
年
四
月
二
四
日
付
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
）

　

こ
の
論
文
の
第
一
部
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
見
た
の
は
、『
判
断
力
批
判
』
の
第
七
六
〜
七
七
節
に
お
い
て
、
知
的
直
観
と
直
観
的

悟
性
と
い
う
ふ
た
つ
の
異
な
る
、
相
互
に
還
元
し
え
な
い
認
識
能
力
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
従
え

ば
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
仕
方
を
唯
一
可
能
な
も
の
と
み
な
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
こ
の
能
力
を
考
え
な
く
て
は
ら
な
い
。
し

か
し
こ
の
能
力
と
は
、
そ
の
可
能
性
に
関
し
て
見
通
す
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
限
界
の

彼
方
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
実
現
不
可
能
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
み
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
他
方
で
ま
た
、

カ
ン
ト
の
す
ぐ
後
の
世
代
に
お
い
て
ふ
た
つ
の
限
界
を
越
え
て
い
く
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
の
を
見
た
。
す
な
わ
ち
フ
ィ
ヒ
テ
だ
け
で

な
く
、
な
に
よ
り
も
シ
ェ
リ
ン
グ
が
知
的
直
観
を
彼
の
哲
学
の
根
本
に
据
え
た
一
方
で
、
ゲ
ー
テ
が
直
観
的
悟
性
の
方
法
論
を
展
開
し
、

彼
の
自
然
哲
学
的
な
仕
事
に
お
い
て
適
用
し
た
と
い
う
こ
と
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
の
続
篇
で
示
さ
れ
る
の
は
、
知
的
直
観
と
直

観
的
悟
性
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
展
開
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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Ⅰ

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、イ
ェ
ー
ナ
期
最
初
の
出
版
物
で
あ
る
一
八
〇
一
年
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』
に
お
い
て
、

哲
学
の
課
題
を
意
識
の
有
限
性
を
克
服
す
る
こ
と
、
そ
し
て
意
識
に
お
い
て
絶
対
的
な
も
の
を
構
成
す
る
こ
と
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
あ
わ
せ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、フ
ィ
ヒ
テ
の
始
元
の
思
弁
的
原
理
た
る
自
我
＝
自
我
の
形
式
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
同
一
性
に
つ
い
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
自
ら
の
体
系
を
意
識
の
有
限
性
の
連
鎖
に
む
か
っ
て
構
築
し
て
い
く
な
か
で
こ
の
同
一
性
を
「
脱
ポ
テ
ン
ツ
化
」
し
て
し

ま
っ
た
と
批
判
し
た
。
こ
の
有
限
性
か
ら
は
、
真
の
思
弁
的
本
質
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
、
当
の
同
一
性
と
真
の
無
限
性
が
ふ
た
た

び
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
原
理
を
な
す
〈
主
観
－
客
観
〉
は
、主
観
的
な
〈
主
観
－
客
観
〉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
」（
１
）。

こ
れ
に
た
い
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
的
な
も
の
の
認
識
可
能
性
を
対
置
す
る
。
こ
の
絶
対
的
な
も
の
に
お
い
て
反
省
と
直
観
と
は
ひ

と
つ
の
も
の
と
な
り
、「
主
観
的
同
一
性
も
客
観
的
同
一
性
も
」
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
優
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。

よ
り
精
確
に
い
え
ば
認
識
は
、
一
方
で
消
極
的
な
機
能
、
つ
ま
り
対
立
す
る
も
の
の
同
一
性
を
示
す
こ
と
に
お
け
る
た
ん
な
る
反
省
と

い
う
機
能
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
た
ん
な
る
悟
性
認
識
を
克
服
す
る
こ
と
に
お
い

て
成
立
す
る
。
他
方
で
積
極
的
な
機
能
に
お
い
て
こ
の
認
識
は
、
知
的
な
い
し
「
超
越
論
的
」
直
観
で
あ
る
。
こ
の
直
観
は
、
思
考
さ

れ
た
統
一
の
現
実
性
を
保
証
し
、
反
省
が
有
限
性
の
無
限
の
連
鎖
の
な
か
で
散
り
散
り
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
。
そ
し
て
直
観
の
主
観
的

な
も
の
、
し
た
が
っ
て
直
観
す
る
も
の
そ
れ
自
体
は
す
べ
て
の
も
の
か
ら
捨
象
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ

う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。「
超
越
論
的
知
は
反
省
と
直
観
の
両
者
を
合
一
す
る
。
そ
れ
は
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
存
在

で
も
あ
る
」（GW

�4:27

〔『
理
性
の
復
権
』
四
〇
頁
〕）。
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��
こ
う
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
の
根
底
に
絶
対
的
認
識
の
モ
デ
ル
が
あ
る
こ
と
を
看
て
取
る
の
は
た
や
す
い
。
こ
の
モ
デ
ル
は
カ
ン
ト
の
、

存
在
と
思
考
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
一
致
す
る
（
知
的
直
観
な
い
し
理
性
の
直
観
と
し
て
の
）
根
拠
に
つ
い
て
の
思

考
を
ふ
く
む
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
節
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
及
ぼ
し
た
影
響
を
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〔
イ
ェ
ー
ナ
期
以
前
の
〕
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
知
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
最
後
の
仕

事
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
も
の
は
生
命
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
主
観
－
客
観
の
「
超
越
論
的
」
な
い
し
知
的
直
観
は
い
か
な

る
役
割
も
果
た
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
す
で
に
初
期
著
作
『
自
我
に
つ
い
て
』
以
来
、
知
的
直

観
と
い
う
思
考
の
方
法
的
理
想
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
カ
ン
ト
は
上
述
の
第
七
六
節
に
お
い
て
、
た
ん
に
批
判
的
な
意
図
の
も
と
に
知

的
直
観
を
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
す
ぐ
さ
ま
積
極
的
に
転
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
考
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
と
く
に
興
味
深
い
点
は
、
彼
の
同
一
哲
学
に
つ
い
て
の
第
一
の
著
作
『
私
の
哲

学
の
体
系
の
叙
述
』
に
お
い
て
と
り
わ
け
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
一
八
〇
一
年
五
月
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
思
弁

哲
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、ヘ
ー
ゲ
ル
も
『
差
異
論
文
』
に
お
い
て
こ
れ
に
沿
う
か
た
ち
で
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
た
。『
叙

述
』
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
い
わ
ゆ
る
超
越
論
的
哲
学
と
自
然
哲
学
と
の
「
無
差
別
点
」
な
い
し
絶
対
的
理
性
の
立
場
を
得
た
の
は
、

そ
れ
が
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
完
全
な
同
一
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
主
張
は
き
わ
め
て
明
瞭
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
か

り
に
、
存
在
す
る
い
っ
さ
い
の
も
の
を
総
体
に
お
い
て
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
全
体
に
お
い
て
気
づ

く
の
は
、
主
観
性
と
客
観
性
と
の
完
全
な
量
的
均
衡
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
純
粋
な
同
一
性
、
つ
ま
り
た
と
え
ば
個

別
者
を
顧
慮
す
れ
ば
、
一
方
の
面
か
他
方
の
面
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
優
勢
が
属
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
う
ち
で
は
何
も
の
も
区
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別
で
き
な
い
よ
う
な
純
粋
な
同
一
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
の
量
的
な
差
別
も
や
は

り
自
体
的
に

0

0

0

0

措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
現
象
の
内
に
の
み
措
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
わ
れ
わ

れ
の
主
張
で
あ
る
。［
…
］
し
か
し
こ
の
同
一
性
は
産
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
同
一
性
が
産
出
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
存
在
す
る

0

0

0

0

が
ゆ
え
に
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。（
２
）

　

フ
ィ
ヒ
テ
と
の
往
復
書
簡
に
お
い
て
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
時
期
、
絶
対
的
な
も
の
の
理
念
に
つ
い
て
、
直
観
が
思
考
に
お
い
て
あ
る

も
の
、
思
考
が
直
観
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
ふ
た
た
び
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
節
を
明
示
的
に
参
照
し
つ
つ
語
っ
て
い
る
（
３
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ

　

シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ー
ナ
で
と
も
に
過
ご
し
た
二
年
半
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
彼
ら
は
か
な
り
の
時
間
を
ひ
と
つ
屋
根
の
下

で
過
ご
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
哲
学
に
つ
い
て
も
協
働
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
に
よ
り
も
『
哲
学
批
判
雑
誌
』
の
出
版
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
雑
誌
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ふ
た
り
で
ひ
と
り
の
著
作
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
個
々

の
論
文
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
名
を
付
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ふ
た
り
の
哲
学
が
共
通
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
彼

ら
自
身
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
の
成
り
行
き
で
も
あ
っ
た
。

　

一
八
〇
三
／
〇
四
年
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
あ
い
だ
に
は
明
ら
か
な
隔
た
り
が
生
じ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
八
〇
三
年
の

五
月
に
は
イ
ェ
ー
ナ
を
は
な
れ
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
へ
の
招
き
を
受
け
入
れ
た
。
一
八
〇
七
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
『
精
神
現
象
学
』

の
出
版
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
友
好
関
係
は
完
全
に
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
手
紙
の
や
り
と
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り
に
お
い
て
、『
精
神
現
象
学
』
で
示
さ
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
批
判
に
つ
い
て
の
不
満
を
ほ
と
ん
ど
隠
し
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

や
り
と
り
は
短
期
間
の
う
ち
に
終
わ
り
、
そ
の
後
ふ
た
り
の
個
人
的
な
関
係
は
最
終
的
に
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
っ
た

（
４
）。
ふ
た
り
が
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
も
ま
た
根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
立
場
が

変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
そ
の
最
終
的
な
理
由
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
次
の
こ
と
に
つ
い
て

は
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
の
あ
い
だ
で
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
〇
三
／
〇
四
年
か
ら
ヘ
ー
ゲ

ル
の
体
系
構
想
は
根
本
的
に
新
し
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
曖
昧
さ
が
い
く
ば
く
か
は
残
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
関
係
は

満
足
の
い
く
ほ
ど
明
ら
か
な
も
の
と
は
さ
れ
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、新
し
い
精
神
概
念
と
結
び
付
け
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
だ
っ
た
。

今
日
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
的
展
開
へ
と
い
た
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
私
は
こ
こ
で
こ
と
さ
ら

問
題
と
す
る
こ
と
は
し
な
い
し
、
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
５
）。
し
か
し
そ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
理
由
だ
け
で
は
、
彼

の
哲
学
的
展
開
に
つ
い
て
本
当
に
理
解
す
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
こ
と
が
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
一
八
〇
四
年

以
降
、
体
系
の
部
門
で
あ
る
「
論
理
学
と
形
而
上
学
」
が
放
棄
さ
れ
、
形
而
上
学
そ
の
も
の
が
論
理
学
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
さ

ら
に
（
以
前
に
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
）『
精
神
現
象
学
』
が
先
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
６
）。
こ
う
し

た
変
更
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
が
不
明
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
以
下
の
テ
ー
ゼ
を
主
張
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
一
八
〇
三
年
に
始
め
ら
れ
た
ゲ
ー
テ
の
学
的
な
概
念
と

の
取
り
組
み
が
、
イ
ェ
ー
ナ
に
お
け
る
体
系
構
想
の
展
開
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
逃
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。
こ
れ
は
友
人
で
あ
る
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
端
的
に
（
し
か
も
相
当
に
単
純
化
し
て
）
い

え
ば
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
固
有
の
哲
学
概
念
に
お
い
て
一
八
〇
三
／
〇
四
年
以
降
、『
判
断
力
批
判
』の
意
味
で
の
直
観
的
悟
性
を
め
ぐ
る
シ
ェ

リ
ン
グ
的
な
解
釈
か
ら
、
ゲ
ー
テ
的
な
解
釈
へ
の
移
り
変
わ
り
が
生
じ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
概
念
と
存
在
、
可
能
性
と
現
実
性
が
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合
一
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
根
拠
な
い
し
直
観
か
ら
、
総
合
的
－
普
遍
的
な
も
の
を
起
点
と
し
て
特
殊
な
も
の
へ
と
進
ん
で
い
く
理
性
へ

の
移
り
変
わ
り
─
─
し
か
し
そ
れ
に
伴
っ
て
絶
対
的
な
も
の
の
（
認
識
に
つ
い
て
の
）
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
概
念
へ
の
移
り
変
わ
り
が

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
件
に
関
し
て
理
解
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
〇
三
年
ま
で
は
絶
対
的
な
も
の
を
め
ぐ
っ
て
、シ
ェ

リ
ン
グ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、一
貫
し
て『
判
断
力
批
判
』の
第
七
六
節
に
お
け
る
根
源
的
な
思
考
に
沿
っ
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
知
的
直
観
と
直
観
的
悟
性
と
を
同
一
視
し
、
両
者
を
区
別
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
第
七
六
節
と
第
七
七
節
の
本
質
的
な
差
異
、
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
相
異
な
る
人
間
的
認
識
能
力
の
限
界
を

指
し
示
す
両
者
の
あ
い
だ
の
差
異
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
等
し
く
看
過
ご
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
と

え
ば
『
信
仰
と
知
』（
ま
た
先
に
あ
げ
た
『
差
異
論
文
』）
で
は
ま
っ
た
く
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
直
観
的
悟
性
と
知
的

直
観
と
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
に
自カ

ウ
サ
・
ス
イ

己
原
因
と
し
て
、「
そ
こ
に
お
い
て
は
概
念
と
直
観
、
可
能
性
と
現
実
性
が
一
体
で

あ
る
も
の
と
し
て
」
示
し
た
の
で
あ
る
（GW

�4,�342

〔『
信
仰
と
知
』
四
八
頁
〕）（
７
）。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
た
、

カ
ン
ト
の
直
観
的
悟
性
の
解
釈
を
総
合
的
－
普
遍
的
悟
性
、
す
な
わ
ち
部
分
か
ら
全
体
へ
と
論
弁
的
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
全
体
か

ら
部
分
を
規
定
す
る
悟
性
、「
そ
こ
に
お
い
て
は
な
に
ひ
と
つ
否
定
さ
れ
ず
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
無
限
性
」（GW

�4,�354

〔『
信

仰
と
知
』
七
〇
頁
〕）
で
あ
る
と
誤
解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
的
直
観
と
直
観
的
悟
性
と
い
う
、
カ
ン
ト
に
よ
る
区
別
に
お
い
て
独
自

の
点
を
看
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
後
者
を
ス
ピ
ノ
ザ
的
自
己
原
因
と
し
て
で
は
な
く
、
直
観
知
の
意
味
に
お
い
て
解
釈
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、こ
の
時
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
だ
な
に
も
耳
に
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
把
握
が
ゲ
ー

テ
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
ど
れ
ほ
ど
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
本
論
文
の
第
Ⅳ
節
で
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
私
は
、
部
分
的
な
い
し
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
、
歴
史
的
－
伝
記
的
情
報
を
引
い
て
こ
な
く
て
は
な
ら
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な
い
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
そ
の
友
人
で
あ
る
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
、
そ
し
て
ふ
た
り
が
と
も
に
過
ご
し
た
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の
行
動
を
め
ぐ

る
事
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
第
Ⅲ
節
は
、
純
粋
に
歴
史
的
に
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
節
の
さ
ら
に
次
に
続
く
節
に
お
い

て
よ
う
や
く
私
は
、
体
系
的
な
考
察
を
ふ
た
た
び
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ

　

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
か
ら
始
め
よ
う
（
８
）。
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ゼ
フ
・
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
一
七
七
八
（
九
？
）
年
の
七
月
二
四
日
に
オ
ズ
ナ

ブ
リ
ュ
ッ
ク
で
生
ま
れ
、
一
七
九
六
年
の
四
月
二
〇
日
に
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
医
学
部
の
学
生
と
し
て
学
籍
登
録
し
た
。
医
学
の
み
な
ら

ず
さ
ま
ざ
ま
な
学
科
の
講
義
を
聴
講
し
、植
物
学
を
バ
ッ
チ
ュ
（
ゲ
ー
テ
と
と
も
に
一
七
九
四
年
に
植
物
園
を
創
設
し
た
）
の
も
と
で
、

哲
学
を
フ
ィ
ヒ
テ
の
も
と
で
学
ん
だ
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
当
時
、
知
識
学
、
論
理
学
と
形
而
上
学
、
倫
理
学
と
自
然
法
に
つ
い
て
講
じ
て
お

り
、
バ
ッ
チ
ュ
も
こ
れ
に
出
席
し
て
い
た
（
９
）。
こ
の
時
期
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
は
じ
め
て
知
識
学
「
新
し
い
方
法
」
を
講
義
し
た
時
期
に

あ
た
る
一
方
で
、
ま
た
知
識
学
の
第
一
、
第
二
序
論
を
出
版
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
一
七
九
七
年
の
秋
に
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
ゲ
ッ
チ
ン

ゲ
ン
に
移
り
、
一
年
後
に
博
士
学
位
論
文
「
被
刺
激
性
に
つ
い
て
」
を
書
き
上
げ
て
修
了
し
て
い
る
。

　

一
八
〇
一
年
か
ら
一
八
〇
三
年
ま
で
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
ハ
レ
大
学
の
私
講
師
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
こ
で
一
八
〇
二
年
か
ら
自
然
哲
学

に
つ
い
て
の
講
義
を
担
当
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
自
ら
の
考
え
を
接
続
し
よ
う
と
し
て
い
た
（
10
）。
同
年
、
執
筆
者
が
彼
の
み
の
雑
誌
で

第
二
号
ま
で
出
た
『
有
機
自
然
学
雑
誌
』
が
出
版
さ
れ
た
（
11
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
よ
り
広
い
公
衆
の
前
に
登
場
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
印
刷
物
を
手
が
か
り
に
し
て
イ
ェ
ー
ナ
へ
の
招
聘
直
前
の
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
精
神
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
像
を
手
に
し
よ
う
と
試
み

る
な
ら
、
今
日
の
読
者
に
と
っ
て
は
不
整
合
な
点
が
目
に
付
く
。
こ
の
不
整
合
と
は
、
序
論
の
要
求
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
超
越
論
的
哲
学
的
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な
意
味
で
の
）
と
実
際
に
な
さ
れ
た
議
論
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
不
整
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
実
際
の
議
論
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
、
と
く

に
『
私
の
哲
学
の
体
系
の
叙
述
』
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
同
一
哲
学
の
図
式
を
、
彼
の
諸
対
象
に
た
ん
に
表
面
的
に
の
み
適
用

し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
序
論
に
お
い
て
彼
の
読
者
に
、
生
き
て
い
る
精
神
だ
け
が
生
の
無
限
の
精
神
を
把
握
し
う
る
と
い
う
理
由
で
、「
内

的
な
生
」
を
携
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
」
に
明
確
に
依
拠
し
つ
つ
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。「
事
実
〔T

atsache

〕
は
、
最
終
的
に
行
為
と
生
と
に
お
い
て
展
開
す
る
。
事
実
を
成
立
さ
せ
、
こ
の
事
実
を
見

守
る
と
き
に
の
み
、
洞
察

0

0

を
得
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
行
為
を
生
成
へ
と
措
定
す
る
も
の
は
、
精
神
の
生
き
た
力
を
通
し
て
の
み

生
じ
る
創
造
へ
と
高
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
」（
12
）。
彼
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
様
の
仕
方
で
論
述
を
進
め
、
そ
の
結
果
、
有
機
的
形
成

を
構
成
す
る
た
め
に
、
種
の
す
べ
て
の
事
実
に
対
し
て
共
通
の
無
差
別
点
を
見
る
こ
と
に
な
る
［
こ
れ
は
「
生
成
へ
と
措
定
す
る
」
の

と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
］。
こ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
各
々
の
無
差
別

点
に
属
す
る
極
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
を
通
し
て
追
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。

　
　

か
く
て
種
の
諸
事
実
が
共
通
の
無
差
別
点
の
極
へ
と
展
開
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
を
超
え
て
、
な
に
も
の
も
個
別
的
な
も

の
へ
と
い
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
進
展
の
限
界
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
種
は
類
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

無
差
別
の
点
は
極
に
よ
り
、
逆
に
極
は
無
差
別
の
点
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
有
機
体
は
そ
れ
自
身
に
お
い

て
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
あ
り
、
よ
り
上
位
の
構
造
の
分
肢
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
い
か
な
る
無
差
別
点
も
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
く
、
無
限
な
も
の
へ
と
向
か
う
宇
宙
は
安
ら
い
に
あ
る
無
限
の
行
為
で
あ
る
。（
13
）
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こ
の
意
味
に
お
い
て
類
の
区
分
、
神
経
と
骨
格
の
シ
ス
テ
ム
、
筋
肉
と
血
管
の
シ
ス
テ
ム
、
病
気
と
治
癒
と
の
関
係
に
あ
る
胃
の
シ

ス
テ
ム
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
お
の
お
の
が
等
し
く
外
的
な
図
式
に
し
た
が
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
構
成
原
理
を
ま
さ
し
く
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
一
八
〇
二
年
の
、
バ
ン
ベ
ル
ク

の
医
師
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
レ
ー
シ
ュ
ラ
ウ
プ
の
手
に
よ
る
ふ
た
つ
の
論
文
に
つ
い
て
の
書
評
に
お
い
て
も
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と

く
に
、
レ
ー
シ
ュ
ラ
ウ
プ
は
「
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
創
造
の
無
限
な
精
神
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
自
然
哲
学
に
つ
い
て
た

ん
に
あ
や
ふ
や
な
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
ま
た
思
弁
的
自
然
学
の
「
す
べ
て
を
支
配
す
る

頂
点
」
に
い
た
っ
た
な
ら
、
正
し
い
「
種
々
の
病
気
の
構
成
」
に
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
14
）。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
自
分
へ
依
拠
す
る
あ
り
方
に
や
や
批
判
的
で
あ
っ
た
。
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
文
芸
新
聞
の
編
集
者

で
あ
る
Ｇ
・
Ｅ
・
Ａ
・
メ
ー
メ
ル
宛
一
八
〇
二
年
三
月
一
日
付
書
簡
で
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
自
ら
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
の
完
全

な
理
解
者
で
あ
る
と
称
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
な
お
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
理
解
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と

書
き
送
っ
て
い
る
（
15
）。
他
方
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ゲ
ー
テ
に
、
バ
ッ
チ
ュ
が
一
八
〇
二
年
に
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
イ
ェ
ー
ナ
に
お
け
る

植
物
学
教
授
の
新
し
い
ポ
ス
ト
に
か
ん
し
て
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
を
推
薦
し
て
も
い
る
（
16
）。

　

こ
の
教
授
ポ
ス
ト
、
ゲ
ー
テ
が
主
と
し
て
（
フ
ォ
イ
ク
ト
と
と
も
に
）
選
出
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
た
ポ
ス
ト
は
、
私
の
テ
ー
ゼ
に

お
い
て
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は
イ
ェ
ー
ナ
の
教
授
で
あ
る
Ａ
・Ｊ
・
Ｇ
・
Ｋ
・
バ
ッ
チ
ュ

と
と
も
に
、
一
七
九
四
年
に
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
な
か
に
自
前
の
施
設
を
も
つ
植
物
園
を
設
立
し
て
お
り
、
そ
れ
に
か
か
わ
る

一
連
の
流
れ
の
な
か
で
同
時
に
、
医
学
部
の
意
図
に
反
し
て
、
植
物
学
を
医
学
の
補
助
的
な
学
か
ら
自
立
的
な
学
科
へ
と
昇
格
さ
せ
る

に
い
た
っ
た
。
植
物
学
教
授
は
以
後
、
哲
学
部
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
っ
て
大
学
の
学
内
政
治
的
に
も
、
ゲ
ー

テ
の
形
態
学
な
い
し
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
論
の
学
的
構
築
の
た
め
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。医
学
的
な
目
的
も
、



144

経
済
的
な
目
的
も
庭
園
の
計
画
を
規
定
し
て
は
お
ら
ず
、
た
ん
に
形
態
学
的
－
体
系
的
目
的
の
み
が
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
　

植
物
園
の
目
的
は
す
べ
て
の
種
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
種
多
様
な
植
物
種
を
所
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
植
物
を
育
成

し
、
可
能
な
か
ぎ
り
植
物
学
の
研
究
に
役
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
優
秀
な
庭
園
の
管
理
者
は
植
物
を
そ
の
植
物
に
適
し

た
土
壌
の
上
に
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
体
系
的
な
秩
序
に
即
し
て
育
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
17
）

　

し
か
し
ゲ
ー
テ
は
す
で
に
か
な
り
の
落
胆
を
示
し
な
が
ら
、
バ
ッ
チ
ュ
が
自
身
の
著
作
に
お
い
て
、
ゲ
ー
テ
の
方
法
論
に
た
い
し
た

顧
慮
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
も
い
た
の
だ
っ
た
（
18
）。

　

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
一
八
〇
三
年
、
バ
ッ
チ
ュ
の
後
任
と
し
て
職
に
つ
き
、
そ
れ
に
と
も
な
い
植
物
園
の
仕
事
に
も
取
り
組
ん
だ
。
そ

の
間
ゲ
ー
テ
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
雇
用
契
約
に
含
ま
れ
た
追
加
条
項
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
に
は「
庭

園
、
ビ
ー
ト
の
配
置
な
ど
と
い
っ
た
構
成
」
に
関
し
て
一
切
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。「
す
べ
て
は
こ
れ
ま
で
通
り
の
方

向
性
で
進
め
」
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
19
）。
ゲ
ー
テ
は
ま
た
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
へ
と
個
人
的
に
庭
園
の
仕
事
に
つ
い
て
熱
心
に
手

ほ
ど
き
を
し
た
し
、
彼
の
植
物
学
の
講
義
に
お
け
る
庭
園
の
使
用
に
関
し
て
も
助
言
を
与
え
た
。
他
方
で
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
、
通
常
の

業
務
に
加
え
て
、
な
に
よ
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
「
小
さ
な
植
物
園
」
の
陳
列
棚
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を

担
っ
て
も
い
た
（
20
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
時
代
、
す
で
に
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
親
し
い
関
係
を
築
い
て
い
た
し
、
そ
の
活
動
に
携
わ
っ
て

も
い
た
（
21
）。
彼
は
一
八
〇
三
年
一
一
月
一
六
日
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
ゲ
ー
テ
は
き
わ
め
て

熱
心
に
実
際
的
な
も
の
と
設
備
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
彼
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
に
植
物
の
陳
列
棚
の
充
実
の
み
な
ら
ず
、
生
理
学
の
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陳
列
棚
ま
で
も
設
置
さ
せ
て
い
ま
す
」（
22
）。

　

こ
う
し
た
関
係
か
ら
も
お
そ
ら
く
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
き
わ
め
て
短
期
間
に
、
ゲ
ー
テ
の
形
態

学
的
思
考
に
否
定
的
だ
っ
た
立
場
か
ら
、
ゲ
ー
テ
の
方
法
論
を
根
底
的
に
受
け
入
れ
て
わ
が
も
の
と
す
る
よ
う
な
立
場
へ
と
移
り
変
わ

る
、
と
い
っ
た
学
的
展
開
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
当
初
「
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
が
思
弁
的
に
十
分
で
あ
る
と
は

み
て
い
な
か
っ
た
し
、シ
ェ
リ
ン
グ
に
宛
て
て
、そ
れ
が
「
ひ
ど
く
経
験
的
な
必
然
性
で
も
っ
て
」
満
足
し
、「
ひ
ど
く
一
般
的
な
抽
象
」

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た
（
23
）。
ゲ
ー
テ
の
も
と
で
、
彼
に
よ
る
集
中
的
で
個
人
的
な
指
導
と
い
う
き
わ
め
て
実
践
的
な
課
題
に
取
り

組
ん
だ
こ
と
で
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
考
え
は
驚
く
べ
き
速
さ
で
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
〇
三
年
一
一
月
二
七
日
に
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ゲ
ー
テ
の
も
と
を
訪
れ
た
あ
と
に
、
ゲ
ー
テ
は
同
じ
夜
に
シ
ラ
ー
に

宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
本
当
に
心
地
よ
い
時
間
を
私
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
、
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
し
て
フ
ェ
ル
ノ
ー
と
過
ご

し
ま
し
た
。
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
私
が
適
切
だ
と
思
う
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
し
た
が
っ
て
、
植
物
学
に
関
し
て
本
当
に
よ
く
働
い
て
く
れ
て
お
り
、
私

は
自
分
自
身
の
耳
や
目
を
ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
で
す
」（
24
）。
他
方
で
ま
た
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
授
業
予
告
か
ら
、
シ
ェ

ル
ヴ
ァ
ー
が
ゲ
ー
テ
の
「
適
切
だ
と
思
う
も
の
」
を
次
第
に
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く
次
第
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

一
八
〇
三
年
冬
学
期
、
彼
の
イ
ェ
ー
ナ
で
の
最
初
の
学
期
に
お
い
て
は
た
ん
に
「
植
物
学
」
と
予
告
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
続
く
年

か
ら
は
「
植
物
学
に
か
か
わ
る
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
連
に
お
け
る
植
物
学
」
を
予
告
し
、「
公
爵
の
庭
園
を
利
用
し
て
」
教
え

て
い
る
（
25
）。
ま
た
ゲ
ー
テ
の
ほ
う
も
彼
の
講
義
を
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
そ
の
年
の
夏
に
報
告
し
て
い
た
よ
う
に
、
と

く
に
気
に
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
（
26
）。

　

一
八
〇
五
年
に
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
雇
用
契
約
が
ゲ
ー
テ
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
た
さ
い
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
付
さ

れ
た
。「
自
ら
の
職
務
を
全
う
す
る
た
め
に
い
っ
そ
う
の
努
力
を
怠
る
こ
と
の
な
い
、
こ
の
学
識
あ
る
若
者
が
ア
カ
デ
ミ
ー
に
雇
用
さ
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れ
る
こ
と
は
本
当
に
望
ま
し
い
こ
と
で
す
」（
27
）。
し
か
し
な
が
ら
一
八
〇
六
年
一
〇
月
一
四
日
の
イ
ェ
ー
ナ
に
お
け
る
戦
い
に
さ
い

し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
隊
が
壊
滅
的
な
敗
北
を
喫
し
た
あ
と
に
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
奪
わ
れ
、

彼
の
博
物
標
本
の
陳
列
棚
は
軒
並
み
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
彼
は
イ
ェ
ー
ナ
を
慌
た
だ
し
く
あ
と
に
し
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
で
教
授
の
職
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
（
28
）。

　

私
の
目
に
決
定
的
で
あ
る
よ
う
に
映
る
の
は
、
ゲ
ー
テ
が
こ
の
三
年
間
の
あ
い
だ
に
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
に
た
い
し
て
ゲ
ー
テ
的
な
意

味
で
の
植
物
学
を
教
え
込
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
（
29
）。
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
自
身
が
ゲ
ー
テ
の
も
と
で
過
ご
し
た
修
行
期
間
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
意
義
を
認
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
と
く
に
次
の
こ
と
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
イ
ェ
ー
ナ

を
出
て
一
六
年
後
に
一
冊
の
本
を
ゲ
ー
テ
に
送
っ
て
い
る
。「
あ
な
た
の
意
義
深
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
囲
ま
れ
、
あ
な
た
の
細
や
か
な

指
導
の
も
と
で
私
の
魂
の
目
が
開
か
れ
て
い
っ
た
、
あ
の
忘
れ
が
た
い
日
々
」
と
書
き
記
さ
れ
捧
げ
ら
れ
た
こ
の
作
品
は
「
私
が
あ
な

た
に
よ
っ
て
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
軽
や
か
で
自
由
な
眺
め
に
対
す
る
、
さ
さ
や
か
な
お
礼
と
な
る
」
こ
と
が
祈
念
さ
れ
て
い
る
（
30
）。

ゲ
ー
テ
も
ま
た
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
を
高
く
評
価
し
続
け
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
年
た
っ
て
な
お
も
彼
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
に
つ
い
て
、
自
然
学

に
つ
い
て
の
多
大
な
功
績
に
関
し
て
き
わ
め
て
好
意
的
に
言
及
し
て
い
る
（
31
）。

　

次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、彼
は
友
人
の
学
問
活
動
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、

明
ら
か
に
彼
自
身
も
実
際
に
活
動
に
参
加
し
て
い
た
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
手
に
な
る
彼
の
伝
記
は
こ
の
ふ
た
り
の
友
人
た
ち
の
植

物
学
に
つ
い
て
の
共
同
作
業
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
ま
た
、
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
ら
す
す
ん
で
ゲ
ー
テ
の
色
彩
論
に

つ
い
て
の
実
験
を
再
現
し
て
い
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る（
32
）。
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
に
、彼
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
を
介
し
て
ゲ
ー

テ
と
い
っ
そ
う
親
し
く
知
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
も
い
た
。た
び
た
び
彼
ら
は
と
も
に
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
家
に
招
か
れ
、ゲ
ー
テ
は
ヘ
ー

ゲ
ル
の
口
下
手
を
治
す
方
法
に
つ
い
て
案
じ
て
も
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
学
問
的
能
力
に
つ
い
て
、
ゲ
ー
テ
は
瞬
く
間
の
う
ち
に
深
く
感
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銘
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
八
〇
三
年
の
一
一
月
に
は
、シ
ラ
ー
宛
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ひ
と
り
の
き
わ
め
て
卓
越
し
た
人
間
」

で
あ
る
と
書
き
送
り
（
33
）、
彼
の
同
僚
フ
ォ
イ
ク
ト
は
一
八
〇
四
年
七
月
二
日
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
ベ
ル
ク
へ
の
手
紙
で
、「
ゲ
ー
テ
は
彼

［
ヘ
ー
ゲ
ル
］
に
つ
い
て
ど
う
す
れ
ば
十
全
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
報
告
し
て
い
る
（
34
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
ェ
ー

ナ
の
神
学
教
授
で
あ
る
パ
ウ
ル
ス
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
編
集
に
き
わ
め
て
短
い
あ
い
だ
参
加
し
て
い
た
が
、
パ
ウ
ル
ス
は
次
の
よ
う
に

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。「
数
学
と
生
理
学
的
知
識
に
関
し
て
言
え
ば
、ゲ
ー
テ
は
、私
に
い
く
ど
も
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、

シ
ェ
リ
ン
グ
よ
り
も
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
を
高
く
買
っ
て
い
た
」（
35
）。

　

一
八
〇
四
年
の
夏
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
身
の
諸
講
義
の
彫
琢
に
加
え
て
、
同
時
に
、
先
に
述
べ
た
、
自
ら
の
哲
学
の
新
し
い
概
念
に
も

取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
の
手
に
も
渡
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
同
時
に
ま
た
昇
進
の
望
み
も
か
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
四
年
九
月
二
九
日
付
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
で
「
私
の
こ
れ
ま
で
の
著
作
は
あ
ま
り
に
も
取
る
に
足
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
て
、
貴
殿
の
目
に
あ
え
て
さ
ら
す
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
私
が
こ
の
冬
に
講
義
の
た
め
に
完
成
さ
せ

よ
う
と
考
え
て
い
る
仕
事
の
目
的
、
哲
学
の
純
粋
な
学
的
仕
上
げ
、
こ
れ
こ
そ
が
、
お
許
し
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
貴
殿
に
お
目

に
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
す
」（
36
）。
こ
の
「
哲
学
の
学
的
仕
上
げ
」、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ゲ
ー
テ
の
学
的
基
準
に
か
な
う
も
の
で
あ

る
と
望
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
仕
事
こ
そ
、
浄
書
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い
る
一
八
〇
四
／
〇
五
年
の
「
論
理
学
、
形
而
上
学
、

自
然
哲
学
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
確
か
な
こ
と
と
い
え
る
（
37
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
し
か
し
、
ゲ
ー
テ
に
こ
れ
を

送
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
仕
事
を
突
然
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
扱
う
こ
と
に

す
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
さ
ら
な
る
延
期
と
改
訂
の
の
ち
に
よ
う
や
く
『
精
神
現
象
学
』
の
出
版
に
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
ゲ
ー
テ

は
Ｋ
・
Ｌ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ネ
ー
ベ
ル
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
身
の
著
作
の
出
版
の
要
請
で
バ
ン
ベ
ル
ク
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に
向
か
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
本
当
に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。
彼
の
思
考
の
仕
方
が
呈
示
さ
れ
る
の
を
見
て
み
た
い
。
彼
は
き
わ
め

て
卓
越
し
た
頭
脳
を
も
っ
て
お
り
、
互
い
に
分
か
り
合
う
こ
と
が
大
変
に
難
し
い
の
で
す
」（
38
）。

　

と
も
あ
れ
、
ゲ
ー
テ
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
能
力
に
つ
い
て
の
評
価
よ
り
も
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
ゲ
ー
テ
の
思
考
と
学
的
方
法

論
へ
の
信
頼
の
ほ
う
が
私
に
は
重
要
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
の
関
係
に
お
い
て
と
く
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
ゲ
ー
テ
に
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
イ
ェ
ー
ナ
を
去
っ
た
す
ぐ
あ
と
に
、
彼
の
友
人
の
後
継
者
と
し
て
自
ら
名
乗
り
出
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
た
し
か
に
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
ま
だ
使
わ
れ
て
い
な
い
手
当
の
一
部
を
自
分
自
身
の
身
入
り
を
改
善
さ
せ
る
た
め
に
充
当
し
え

た
ら
、
と
い
う
望
み
に
よ
っ
て
強
く
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
こ
う
し
た
仕
事

を
す
る
資
格
の
あ
る
者
と
み
て
い
た
自
己
理
解
も
窺
え
る
。「
植
物
園
に
あ
る
資
源
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
に
関
し
て
貴
殿
の
保
護

を
お
願
い
し
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
す
ぐ
に
で
も
植
物
学
の
講
義
を
哲
学
に
加
え
て
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」（
39
）。

以
上
の
こ
と
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
完
全
に
ゲ
ー
テ
の
意
味
に
お
い
て
形
態
学
を
担
当
し
う
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
ゲ
ー
テ
は
こ
の
提
案
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
す
で
に
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
後
任
人
事
に
つ
い
て
別
の
人
物
を

決
め
て
い
た
の
で
あ
る
（
40
）。
し
か
し
こ
れ
は
、彼
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
高
い
評
価
が
揺
ら
い
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

フ
ォ
ン
・
ク
ネ
ー
ベ
ル
が
す
ぐ
さ
ま
伝
え
て
い
た
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
、
そ
し
て
（
物
理
学
者
で
あ
り
、

化
学
者
で
も
あ
る
）
ゼ
ー
ベ
ッ
ク
「
だ
け
が
ア
カ
デ
ミ
ー
を
成
し
う
る
」
と
い
う
確
信
を
述
べ
て
い
た
の
だ
っ
た
（
41
）。
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Ⅳ

　

こ
う
し
た
純
粋
に
歴
史
的
な
考
察
に
よ
っ
て
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
問
い
が
生
ま
れ
て
く
る
。

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
問
い
は
、彼
が
ゲ
ー
テ
の
導
き
に
よ
っ
て
、初
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
を
模
倣
す
る
自
然
哲
学
か
ら
離
れ
、ゲ
ー

テ
主
義
者
に
な
る
こ
と
を
促
す
新
た
な
も
の
を
得
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
の
導
き

か
ら
自
身
の
哲
学
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ま
さ
に

ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
友
人
関
係
に
お
い
て
き
わ
め
て
早
い
段
階
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
概
念
の
変
化

と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
の
は
っ
き
り
と
し
た
驚
く
ほ
ど
冷
淡
な
離
反
と
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
こ
の
時
代

の
「
イ
ェ
ー
ナ
体
系
草
稿
」
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。「
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
本
質
は
そ
の
う
ち
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
の
審
判
は
も
は
や
扉
の
前
に
あ
る
の
だ
」。「
自
然
哲
学
。
そ
の
な
か
で
物
事
が
嘘
偽
り
な
く
進
行
し
て
い
く
ま
で
に
は
か
な

り
の
時
間
が
経
過
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（GW

�5:�494,�503

）。

　

こ
の
問
い
に
少
な
く
と
も
部
分
的
に
で
も
答
え
る
た
め
に
、
私
は
ふ
た
た
び
「
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
か
ら
始
め
る
こ
と
と

し
た
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ゲ
ー
テ
が
一
般
的
に
直
観
知

0

0

0

（scientia�intuitiva

）
と
い
う
こ
と
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
手
続
き
の

仕
方
の
一
例
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
す
で
に
イ
タ
リ
ア
か
ら
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
た
。
ゲ
ー
テ
は
彼
の
方
法
を
他
の
領
域
に
適
用

し
よ
う
と
し
て
い
た
し
、
イ
ェ
ー
ナ
の
自
然
科
学
研
究
所
を
彼
の
意
の
も
と
に
運
営
し
よ
う
と
い
う
努
力
は
、
間
接
的
で
は
あ
っ
た
に

せ
よ
、
意
義
深
い
成
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
強
調
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
の
ち
に
も
う
一
度
見
る
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
そ
れ
自
体
が
問
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題
と
な
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
た
直
観
的
悟
性
の
方
法
論
は
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ェ

ル
ヴ
ァ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
関
係
に
お
い
て
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
議
論
は
、
疑
い
な
く
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
ゆ
え

に
こ
の
議
論
は
、
友
人
で
あ
る
ふ
た
り
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
に
対
応
し
え
た
の
か
と
い
う
問
い
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
例
と

し
て
役
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
に
が
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
議
論
か
ら
学
ば
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
目
下
の
関
係
に
お
い
て
は
な

に
よ
り
も
次
の
ふ
た
つ
の
点
が
と
く
に
興
味
深
い
事
柄
で
あ
る
。

　

第
一
の
点

0

0

0

0

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
ゲ
ー
テ
の
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
帰
結
は
概
念
的
に
、
拡
張
と
収
縮
と
の
三
重
の

交
替
と
し
て
記
述
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
交
替
に
お
い
て
不
変
の
理
念
、
同
一
の
器
官
は
多
様
な
形
態

に
対
応
す
る
環
境
の
諸
条
件
を
示
す
（「
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
第
七
三
節
〔『
形
態
学
論
集
』
一
五
五
─
一
六
〇
頁
〕
参
照
）。

こ
の
帰
結
は
、
た
し
か
に
論
弁
的
に
再
提
示
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
論
文
の
第
一
部
に
お
い
て
示
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
た

よ
う
に
（
42
）、
論
弁
的
な
仕
方
で
獲
得
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
直
観
化
し
た
悟
性
を
介
し
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
と
い
う
こ
と
、
む
し
ろ
ふ
る
ま
う
か
ど
う
か
、
も
し
く
は
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
意
味
し
て
い
る
こ
と
、

こ
う
し
た
こ
と
を
私
が
理
解
で
き
る
の
は
、
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
な
に
よ
り
も
次
の
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
（
ａ
）
と
も
に
顕
花

植
物
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
か
た
ち
づ
く
る
連
続
す
る
諸
形
態
の
完
全
な
系
列
を
作
り
出
し
、（
ｂ
）
こ
の
諸
形
態
の
系
列
に
そ
く
し

て
概
念
を
「
流
動
化
」
し
、
思
考
を
直
観
化
す
る
こ
と
で
、
諸
部
分
間
の
移
行

0

0

を
認
識
し
う
る
よ
う
に
す
る
場
合
で
あ
る
。
私
が
、
そ

の
つ
ど
拡
張
と
収
縮
と
の
運
動
で
あ
る
、
こ
う
し
た
移
行
を
精
神
に
お
い
て
跡
づ
け
る
場
合
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。（
ｃ
）

い
つ
も
同
じ
ひ
と
つ
の
「
理
念
」、
同
じ
ひ
と
つ
の
理
念
的
「
器
官
」
こ
そ
が
こ
こ
で
は
（
す
べ
て
の
顕
花
植
物
に
お
い
て
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
）
六
段
階
に
お
い
て
形
態
化
し
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
43
）。

　

こ
こ
か
ら
第
二
の
点

0

0

0

0

が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
理
念
は
、
探
究
の
根
底
に
は
あ
り
え
ず
探
究
を
動
機
づ
け
る
こ
と
も
で
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き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
形
態
の
完
全
な
系
列
を
ひ
と
つ
の
有
機
的
な
全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
理
念
の
認
識

に
必
然
的
に
先
行
す
る
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
第
一
に
、
理
念
は
ま
た
こ
の
諸
形
態
か
ら
独
立
に
与
え
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

ゆ
え
ゲ
ー
テ
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
形
態
か
ら
ほ
か
の
形
態
へ
の
移
行
を
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
根
底
に
あ
る
理
念
を
認
識
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
、学
者
が
苦
労
し
て
到
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
「
精
神
的
梯
子
」（「
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
第
六
節
〔『
形
態
学
論
集
』

一
〇
一
頁
〕）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

特
徴
的
な
こ
と
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ま
た
、彼
の
同
一
哲
学
を
幾
度
か
、と
く
に
『
私
の
哲
学
の
体
系
の
叙
述
』
に
お
い
て
、彼
が
ゲ
ー

テ
か
ら
得
た
と
信
じ
て
い
た
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
概
念
を
用
い
て
（
44
）
説
明
し
て
い
る
。
彼
が
与
え
て
い
る
意
義
と
こ
れ
ま
で
言
わ

れ
て
き
た
こ
と
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
彼
は
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
、
す
べ
て
の
植
物
の
構
成
の
み
な
ら
ず
、

化
学
的
プ
ロ
セ
ス
（
第
一
二
六
節
系
二
と
一
八
〇
一
年
一
月
二
六
日
付
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
）、惑
星
系
の
形
成
（
第
九
五
節
系
二
〔『
叙
述
』

九
一
頁
〕）、
宇
宙
（
第
九
五
節
〔『
叙
述
』
八
九
頁
〕�vgl.�SW

�2,�125

）、
そ
し
て
彼
独
自
の
ポ
テ
ン
ツ
論
（
第
九
五
節
系
五
〔『
叙
述
』

九
六
頁
〕�

、
第
一
二
六
節
系
二
も
参
照
）、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
根
本
図
式
を
看
て
取
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一

哲
学
全
体
は
彼
自
身
に
よ
っ
て
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
ゲ
ー
テ
の
理
論
か
ら
そ
の
根

本
図
式
と
し
て
、
拡
張
と
収
縮
と
の
交
換
を
引
き
継
い
で
も
い
る
（
第
七
八
節
〔『
叙
述
』
七
六
頁
〕、�vgl.�SW

�2:�172,�125

）。
す
な

わ
ち
「
ひ
た
す
ら
対
立
す
る
方
向
へ
向
か
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
蓄
積
さ
れ
る
、
全
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
ひ
と
つ
の
牽
引
・
拡
張
力
」

（
第
九
五
節
系
五
〔『
叙
述
』
九
六
頁
〕）
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
同
一
哲
学
は
文
字
通
り
の
意
味
で
、
生
成
を
否
定
す
る

（
第
一
三
、一
四
節
〔『
叙
述
』
二
六
頁
〕
一
二
六
節
系
二
）。
そ
れ
ゆ
え
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
概
念
は
、
根
源
的
同
一

性
の
無
時
間
的
分
化
の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
分
化
は
同
じ
も
の
の
反
復
的
な
ポ
テ
ン
ツ
化
〔Potenzierung

〕
を
通
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
根
源
的
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
（
第
九
五
節
）
と
、
わ
れ
わ
れ
が
第
二
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
呼
ん
だ
、
一
方
で
力

学
的
で
あ
り
、
他
方
で
化
学
的
で
も
あ
る
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
は
っ

き
り
と
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
根
源
的
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
は
、
重
力
が
絶
対
的
同
一
性
の
存
在
〔Seyns

〕
の

た
ん
な
る
形
式
と
し
て
漸
次
的
に
措
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
絶
対
的
同
一
性
と
は
そ
の
領
域
の
内
部
に
お
い
て

光
（A

2

）
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
重
力
は
、
た
ん
な
る
ポ
テ
ン
ツ
〔Potenz

〕
と
し
て
で
は
な
く
、
な
お
も
重
力
と
し

て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
絶
対
的
同
一
性
自
体
は
、あ
の
第
一
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
直
接
的
原
因
〔U

rsache

〕、

な
い
し
す
べ
て
の
根
源
的
物
質
が
属
す
る
あ
の
第
一
の
系
列
の
直
接
的
な
措
定
〔Setzende

〕
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第

二
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
直
接
的
原
因
は
重
力
で
あ
り
、
あ
の
第
一
の
も
の
が
静
止
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
磁

力
の
、
電
気
の
、
そ
し
て
全
体
に
お
い
て
化
学
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
重
力
が
措
定
さ
れ
る
諸
ポ
テ
ン
ツ
を
廃
棄
す
る
こ
と

〔aufzuheben

〕
を
試
み
る
。�

（
第
一
三
九
節
注
解
）

　

有
機
的
自
然
は
最
終
的
に
そ
れ
自
身
、
よ
り
高
次
の
ポ
テ
ン
ツ
に
お
い
て
反
復
さ
れ
る
自
然
に
ほ
か
な
ら
ず
（SW

�2:�681

）、
そ
れ

に
よ
っ
て
再
生
産
、
被
刺
激
性
、
感
受
性
は
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
の
第
三
の
ポ
テ
ン
ツ
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
理
解
は
ゲ
ー
テ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
論
の
本
質
を
外
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
た
し
か
に
本
書

に
通
じ
て
は
い
た
。
し
か
し
完
全
な
形
態
の
系
列
を
手
が
か
り
に
し
た
、
直
観
的
思
考
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
、
そ
し
て
間
接
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
、
こ
う
し
た
思
考
を
ゲ
ー
テ
の
導
き
の
も
と
で
身
に
つ
け
る
ほ
か

な
か
っ
た
し
、
根
底
に
あ
る
方
法
を
ほ
か
の
領
域
へ
と
適
用
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
も
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ
ー
ナ
期
の
終
わ
り
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に
『
精
神
現
象
学
』
へ
の
序
文
に
お
い
て
定
式
化
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
方
法
論
へ
の
批
判
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
語
の
選
択
に

い
た
る
ま
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
仔
細
に
考
察
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は

　
　

種
々
の
素
材
に
外
面
的
な
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

0

適
用
さ
れ
た
、
同
一
の
も
の
の
形
態
な
き

0

0

0

0

反
復
。

（
第
一
五
段
落
、�GW

�9:16-17

〔
一
四
頁
〕、
強
調
は
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
る
）

　
　

そ
こ
で
内
的
な
生
命

0

0

0

0

0

と
、
こ
の
生
命
の
定
在
の
自
己
運
動

0

0

0

0

と
が
語
ら
れ
る
代
わ
り
に
、「
直
観
」
に
よ
っ
て
、
と
い
っ
て
も
、
こ

こ
で
は
感
覚
的
な
知
識
に
ほ
か
な
ら
ぬ
直
観
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
単
純
な
限
定
が
表
面
的
な
類
推
に
し
た
が
っ
て
、
も
の
ご
と

に
つ
い
て
言
明
さ
れ
、
公
式
の
か
か
る
外
面
的
で
空
ろ
な
適
用
が
構
成

0

0

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
…
…
例
え
ば
磁
気
の
よ
う
に
、
た
と

え
限
定
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
具
体
的
な
あ
る
い
は
現
実
的
な
限
定
で
あ
る
に
し
て
も
、
限
定
は
な
に
か
あ
る
死
ん
だ
も
の
に
な

り
さ
が
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
限
定
は
ほ
か
の
定
在
に
つ
い
て
「
述
語
」
せ
ら
れ
、
く
っ
つ
け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
当
の

定
在
に
内
的
生
命
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
第
五
一
段
落
、GW

�9:37-9

〔
五
一
頁
〕、
強
調
は
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
る
）

　
　

し
か
し
、
学
的
認
識
は
む
し
ろ
対
象
の
生
命
に
身
を
捧
げ
る
こ
と
を
求
め
る
。�

（
第
五
三
段
落
、GW

�9:39

〔
同
上
〕）

　

さ
て
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
加
え
て
い
る
非
難
は
ま
た
必
要
な
変
更
を
加
え
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

彼
自
身
の
初
期
イ
ェ
ー
ナ
時
代
の

論
文
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
差
異
論
文
』
に
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
は
、
意
識
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
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う
る
。
す
な
わ
ち
反
省
の
す
べ
て
の
有
限
性
に
対
し
、
対
立
す
る
規
定
の
反
復
的
措
定
に
よ
っ
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
生
じ
る
。
こ
れ
を

承
け
て
対
立
す
る
も
の
の
同
一
性
が
示
さ
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
も
の
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
わ

れ
わ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
同
じ
図
式
の
ま
っ
た
く
外
的
な
適
用
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
一
八
〇
二
年
の
『
懐
疑
主
義
論
文
』
で
は
、
こ
れ

に
対
応
し
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。「
学
と
は
内
容
的
に
み
れ
ば
、
こ
の
理
性
的
な
同
一
性
の
具
体
化
で
あ
り
、
形
式
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
同
一
性
の
恒
常
的
な
反
復
で
あ
る
。
…
…
哲
学
と
い
う
学
も
、
ま
た
い
つ
も
た
だ
ひ
と
つ
の
理
性
的
同
一
性
を
繰
り
返
す
」（GW

�
4,�223f.

〔『
懐
疑
主
義
と
哲
学
と
の
関
係
』
五
六
─
五
七
頁
〕）。　

　

こ
れ
に
対
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
三
年
以
降
、
彼
が
先
に
引
用
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
批
判
に
お
い
て
定
在
の
「
内
的
生
」
と
「
自

己
運
動
」
と
名
付
け
る
も
の
と
を
対
置
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
も
の
は
な
に
よ
り
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ゲ
ー
テ
に
献
呈
し

よ
う
と
し
た
一
八
〇
四
年
の
「
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
反
省
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
同

一
が
外
的
に
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
ら
が
総
体
性
へ
と
運
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初

期
論
理
学
構
想
に
あ
っ
て
、
こ
の
浄
書
断
片
で
の
論
理
学
に
お
け
る
固
有
で
ま
っ
た
く
新
し
い
テ
ー
マ
は
、
ま
さ
に
思
考
の
諸
規
定
の

間
の
移
行

0

0

に
集
中
し
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
両
者
の
統
一
と
し
て
端
的
に
限
界
を
生
み
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
」、「
観
念
的
活
動
性
と
実
在
的
活
動
性
と
い
う
ふ
た

つ
の
対
立
す
る
活
動
性
か
ら
な
る
、い
わ
ゆ
る
理
念
の
構
成
」（GW

�7:3

〔『
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
』
七
九
頁
〕）（
45
）
に
つ
い
て
話
す
と
き
、

当
該
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
特
徴
的
な
仕
方
で
シ
ェ
リ
ン
グ
批
判
が
（
そ
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
に
せ
よ
）
始
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
行
為
は
構
成
に
お
い
て
現
実
的
に
相
互
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

ら
は
互
い
に
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
限
界
が
、
そ
れ
自
体
規
定
さ
れ
た
第
三
項
で
あ
り
続

け
る
仕
方
で
の
み
接
す
る
こ
と
と
な
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
考
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
質
の
カ
テ
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ゴ
リ
ー
か
ら
始
め
て
次
の
こ
と
を
示
す
。「
限
界
」
は
現
実
性
に
お
い
て
実
在
と
否
定
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
は

質
の
概
念
を
「
他
の
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
た
ん
に
自
分
自
身
で
あ
る
」
も
の
と
し
て
、
一
貫
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
生

じ
る
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
い
っ
た
単
純
な
統
一
の
す
べ
て
は
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に

諸
規
定
性
の
未
規
定
な
数
多
性
を
引
き
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
ま
た
た
だ
ち
に
否
定
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
質
に
固
有
な
、
否
定
さ
れ
る
と
同
時
に
締
め
出
さ
れ
る
他
の
も
の
と
の
関
係
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
限
界
の
真
な
る
概
念
で
あ
る
。

　
　

質
は
限
界
の
内
で
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
、
す
な
わ
ち
、
質
が
自
分
の
絶
対
的
本
質
に
従
っ
て
そ
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が

ら
、自
分
の
概
念
（
措
定
さ
れ
た
本
質
）
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

質
の
概
念
は
、
そ
れ
が
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
も
の
へ
と
移
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
、
限
界
は
総
体
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
真
実
の
実
在
性
で
あ
る
。
こ
の
真
実
の
実
在
性
は
、
質
の
概
念
と
比
較
さ
れ
る
と
、

同
時
に
概
念
の
弁
証
法
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
概
念
が
自
分
自
身
の
反
対
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、

限
界
に
お
い
て
自
己
を
廃
棄
し
た
か
ら
で
あ
る
。�

（GW
�7:6

〔『
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
』
八
二
頁
〕）

　

限
界
の
概
念
が
、
そ
こ
へ
と
質
の
概
念
が
必
ず
移
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、
以
下
の
こ
と
も
ま
た
限
界
に
つ

い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
限
界
は
互
い
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
の
み
規
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
限
界
づ

け
ら
れ
た
も
の
を
締
め
出
し
も
す
る
。
す
な
わ
ち
限
界
と
は
な
ん
ら
か
の
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
。
限
界
が
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
量0

の
本
質
、
す
な
わ
ち
規
定
態
の
数
多
性
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が
そ
れ
〔
存
在
〕
に
そ
く
し
て
無
関
与
的
な
も
の
と
し
て
締
め
出
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー

ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
。「
質
の
本
質
、
す
な
わ
ち
限
界
は
量
で
あ
る
」。
こ
う
し
て
一
方
の
概
念
は
他
方
の
概
念
へ

と
移
行
す
る
。
こ
の
こ
と
は
い
ま
や
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
彼
が
こ
こ
で
発
展
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
、
論
理
学
の
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
当
て
は
ま
る
。「
真
無
限
と
は
、
規
定
態
が
自
己
を
廃
棄
す
る
と
い
う
要
求
の
実
在
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。［
…
］
有
限
な
も

の
の
真
の
本
性
は
、
有
限
な
も
の
が
無
限
で
あ
り
、
自
分
の
存
在
の
う
ち
で
自
己
を
廃
棄
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（GW

�
7:33

〔『
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
』
一
〇
二
頁
〕）。

　

学
は
い
ま
や
一
方
で
、
対
立
す
る
も
の
の
同
一
性
の
反
復
さ
れ
た
た
ん
な
る
外
的
な
呈
示
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

根
本
的
な
諸
概
念
の
固
有
の
運
動
に
お
い
て
成
立
す
る
。
他
方
で
こ
れ
ま
で
妥
当
し
て
き
た
意
味
で
の
超
越
論
的
直
観
は
余
分
な
も
の

と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
概
念
の
現
実
化
を
、
概
念
が
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
と
な
る
こ
と
（
総
体
性
も
し
く
は
完
全
化
す
る
形

式
）
と
し
て
把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
対
立
の
弁
証
法
的
進
展
は
な
お
も
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
反
省
を
通
し
て
始
め
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
論
理
学
の
終
わ
り
に
お
い
て
は
、
論
理
的
探
究
の
対
象
で
あ
る
反
省
が
そ
れ
自
身
の
認
識
へ
と
移
行
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
絶
対

的
反
省
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
一
線
を
画
す
る
根
底
的
な
歩
み
に
お
け
る
こ
の
段
階
で
、
形
態
学
の
方
法
を
一
八
〇
四
年
の
論
理
学
へ

と
適
用
す
る
こ
と
、
諸
概
念
を
、
そ
れ
ら
の
間
の
諸
移
行
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
を
通
し
て
流
動
化
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
諸
概
念

の
内
的
生
を
提
示
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
試
み
た
（
46
）。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
こ
と
を
安
心
し
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
純
粋
に
学
的
な
哲
学
の
仕
事
」
を
、
ゲ
ー
テ
宛
て
に
書
い
た
手
紙
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
こ
の
仕
事
を
ゲ
ー

テ
に
も
提
示
し
よ
う
と
考
え
た
よ
う
に
、
遂
行
し
え
た
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
れ
を
い
ま
だ
な
し

え
て
は
い
な
か
っ
た
。「
自
然
哲
学
」
の
あ
る
部
分
に
お
け
る
浄
書
断
片
は
突
然
、
有
機
体
へ
の
移
行
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
部
分
で
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中
断
し
、
そ
の
後
書
き
継
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
概
念
の
運
動
に
加
え
る
べ
き
何
が
欠
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
端
緒
（A

nsatz

）
は
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
で
は
こ
の
問
い
に
回
答
し
う
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
代
わ
り
に
取
り
組
ん
だ
も
の
に
目
を
向
け
た
場
合
の

み
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
〇
五
年
の
冬
学
期
に
初
め
て
開
か
れ
た
、
哲
学
の
全
歴
史
に
つ
い
て
の
講
義
を
準
備
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
突
然
、
歴
史
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
講
義
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
差

異
論
文
』
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
哲
学
の
歴
史
的
発
展
は
本
来
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
、
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
。
す

べ
て
の
真
の
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
媒
介
に
基
づ
い
た
、
絶
対
的
な
も
の
の
体
系
的
認
識
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
絶
対
的
な
も
の
の
理
念
は
（
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
よ
っ
て
「
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
」
に
お
い
て
な
お
も
（
47
））
ま
た

い
つ
も
体
系
の
端
緒
に
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
ら
は
芸
術
の
偉
大
な
作
品
の
よ
う
に
根
本
的
に
等
し
い
資
格
で
並
び
立
っ
て

い
る
。「
哲
学
は
す
べ
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
完
成
し
て
お
り
、真
の
芸
術
作
品
と
同
様
、自
己
に
お
い
て
総
体
性
を
有
し
て
い
る
」（GW

�
4:12

〔『
理
性
の
復
権
』
一
五
頁
〕vgl.�117ff.
〔
同
書
一
一
七
頁
─
一
二
二
頁
〕）。

　

こ
う
し
た
理
解
ほ
ど
一
八
〇
五
年
の
講
義
と
異
な
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
生
徒
た
ち
の
眼
前
に
た
ん
に
、
一
八
〇
五
年
に
初

め
て
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
哲
学
の
諸
体
系
の
歴
史
的
諸
形
態
の
完
全
な
系
列
が
示
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
（
48
）。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
諸
講
義
へ
の
導
入
に
お
い
て
、ま
さ
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

「
発
展
」
の
唯
一
の
規
定
へ
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
残
り
の
も
の

も
そ
れ
自
体
で
明
ら
か
と
な
り
、
帰
結
と
し
て
導
き
だ
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
」（
49
）。

　

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
「「
発
展
」
の
唯
一
の
規
定
」
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
仕
方
で
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
も
と
に
し
つ
つ
、
導
入
に
お
い
て
語
っ
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て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
植
物
は
胚
芽
か
ら
果
実
に
い
た
る
ま
で
の
、
植
物
の
（
ゲ
ー
テ
的
に
言
え
ば
、
理
念
の
）
即
自
に
支
配

さ
れ
る
サ
イ
ク
ル
を
踏
破
す
る
。
サ
イ
ク
ル
の
終
わ
り
に
は
ふ
た
た
び
胚
芽
が
、
し
か
し
新
し
い
胚
芽
で
あ
り
、
最
初
の
胚
芽
と
も
異

な
る
個
体
が
、
同
じ
プ
ロ
セ
ス
を
も
う
一
度
初
め
か
ら
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

胚
種
が
自
分
自
身
を
生
み
出
し
、自
分
自
身
に
戻
ろ
う
と
す
る
。
胚
種
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
は
次
々
と
外
に
出
て
き
て
、

や
が
て
ま
た
も
と
の
単
一
な
も
の
に
戻
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
自
然
の
事
物
の
場
合
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
出
発
点
と
な
る

主
体
と
、
最
終
項
を
な
す
存
在
―
―
果
実
、
種
子
―
―
は
別
々
の
個
体
で
あ
る
。
ふ
た
つ
は
内
容
上
同
一
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。�

（51

〔『
哲
学
史
講
義
』
二
七
頁
〕）

　

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
続
け
る
。

　
　

精
神
の
場
合
は
異
な
る
。精
神
が
意
識
で
あ
り
、自
由
で
あ
る
の
は
、精
神
に
あ
っ
て
始
ま
り
と
終
わ
り
が
合
体
す
る
か
ら
で
あ
る
。

［
…
］
果
実
や
種
子
を
対
象
化
す
る
の
は
最
初
の
胚
種
で
は
な
く
、
植
物
の
観
察
者
た
る
私
た
ち
だ
け
で
あ
る
の
に
反
し
、
精
神

の
場
合
は
、
始
ま
り
と
終
わ
り
と
が
観
察
者
の
目
に
同
じ
も
の
と
見
え
る
だ
け
で
な
く
、
た
が
い
に
そ
の
こ
と
を
意
識
し
、
ま
さ

に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
的
な
存
在
た
り
え
て
い
る
。
他
者
が
対
す
る
も
の
は
、
他
者
と
し
て
の
自
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ

に
よ
っ
て
の
み
精
神
は
そ
れ
自
身
で
そ
の
他
者
の
う
ち
に
あ
る
。
精
神
の
発
展
は
、
外
に
出
て
い
き
、
次
々
と
自
分
を
展
開
す
る

こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
自
分
の
も
と
に
か
え
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。�

（51

〔『
哲
学
史
講
義
』
二
八
頁
〕）
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換
言
す
れ
ば
、
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
即
し
て
範
例
的
に
発
展
し
た
経
験
の
仕
方
が
精
神
や
そ
の
諸
形
態
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
で
、
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
植
物
は
ほ
か
の
個
体
に
お
い
て
自
分
自
身
と
等
し
い
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
精
神
は

自
分
自
身
の
他
者
で
あ
る

0

0

0

。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
な
お
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
自
分
自
身
の
他
者
と
い
う
定
式
を
、す
で
に
「
論
理
学
、形
而
上
学
、自
然
哲
学
」
の
な
か
で
、最
終
的
に
は
生
命
モ
デ
ル
に
し
た
が
っ

て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
絶
対
精
神
に
対
し
て
用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（V

gl.�GW
�7:174f.,�181

〔『
論
理
学
・

形
而
上
学
』
三
三
二
─
六
頁
、『
自
然
哲
学
（
上
）』
二
〇
─
二
二
頁
〕）。
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
無
限
で
あ
り
「
自
分
自
身
に
と
ど

ま
る
も
の
」
で
も
あ
る
生
命
が
、
自
ら
自
身
の
他
者
（
有
限
な
生
物
）
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
他
者
と
同
一
に
な

る
こ
と
な
く
、
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
ま
や
哲
学
の
体
系
を
ひ
と
つ
の
完
全
な
系
列
に
お
い

て
打
ち
立
て
、
両
者
の
間
の
移
行
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
、
よ
り
高
次
の
経
験
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
的
諸
形
態
、
こ

の
諸
体
系
は
端
緒
の
点
に
帰
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
芸
術
の
偉
大
な
諸
作
品
の
よ
う
に
等
し
い
資
格
で
並
び
立
つ
の
で
も
な
い
。
む
し

ろ
自
分
自
身
か
ら
出
発
し
、
自
分
自
身
を
超
え
て
、
自
ら
の
他
者
と
な
る
の
で
あ
る
。『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
上

の
事
柄
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
意
識
は
自
分
自
身
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
自
分
の
知
に
お
い
て
も
自
分
の
対
象
に
お
い
て

も
弁
証
法
的
な
運
動
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
運
動
か
ら
意
識
に
と
っ
て
新
し
い
真
実
の
対
象
が
発
源
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
運
動
こ

そ
ま
さ
に
経
験
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」（GW

�9:60
〔『
精
神
現
象
学
』
八
九
頁
〕）。
新
し
い
第
二
の
個
物
で
は
な
く
、
第
一

の
対
象
は
そ
れ
自
体
「
新
し
い
真
の
対
象
」
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
超
え
た
経
験
を
含
み
も
つ
（
50
）。
つ
ま
り
意
識
は

自
分
自
身
で
発
展
し
て
い
き
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
理
念
や
精
神
も
ま
た
自
分
自
身
で
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
他
方
で
ま
た
哲
学
の
学
的
方
法
論
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
も
ま
た
ふ
た
た
び
変
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
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い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
哲
学
史
講
義
の
一
節
を
引
い
て
お
く
。

　
　

実
際
、
哲
学
の
概
念
が
恣
意
的
で
は
な
く
学
問
的
に
確
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、
確
定
の
作
業
が
哲
学
そ
の
も
の
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
哲
学
に
独
特
の
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
哲
学
の
概
念
が
は
じ
ま
り
を
な
す
の
は
見
か
け
だ
け
の
こ
と
で
、

本
当
は
、
哲
学
の
論
述
全
体
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
概
念
が
証
明
さ
れ
る
、
い
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
概
念
が
発
見
さ
れ
る

と
さ
え
言
え
る
の
で
、
概
念
は
本
質
的
に
論
述
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。�

（25f.

〔『
哲
学
史
講
義
』
七
頁
〕）

　

こ
こ
か
ら
ま
た
、
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
（
ゲ
ー
テ
に
書
き
送
っ
た
よ
う
に
）
純
粋
に
学
的
な
哲
学
の
仕
事
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
「
論

理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
」
を
中
断
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
理
解
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
に
も
ま
た
絶
対
的
な
も

の
の
理
念
が
、
端
緒
に
お
い
て
自
ら
と
等
し
い
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
論
理
学
は
自
分
と
等
し
い
も
の
と
し
て
の
統
一
か

ら
始
ま
る
」（GW

�7:129

〔『
論
理
学
・
形
而
上
学
』
二
四
二
頁
〕）。
し
か
し
こ
れ
は
学
的
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
（
51
）。
絶
対
的

な
も
の
、
な
い
し
理
念
は
、
知
的
な
い
し
「
超
越
論
的
」
直
観
（
た
と
え
ば
『
差
異
論
文
』
に
お
け
る
よ
う
な
も
の
）
で
も
な
け
れ

ば
、
論
理
学
の
つ
ね
に
等
し
く
あ
り
続
け
る
「
地
盤
」（「
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
」
に
お
け
る
よ
う
な
（V

gl.�GW
�7:129.3,�

124.�8

〔『
論
理
学
・
形
而
上
学
』
二
四
二
─
三
頁
〕））、
論
理
学
の
端
緒
で
も
な
く
、
諸
概
念
の
運
動
を
動
機
づ
け
る
も
の
で
も
な
い
。

む
し
ろ
た
ん
に
結
果
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。「
本
質
的
に
理
性
の
本
性
で
あ
る
の
は
、
発
展
す
る
こ
と
、
発
展
を
通
し
て
の

み
把
握
さ
れ
、
本
来
の
理
念
に
な
る
こ
と
に
あ
る
」（49

〔『
哲
学
史
講
義
』
二
五
頁
〕）。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
た
、
私
が
先
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
ゲ
ー
テ
に
つ
い
て
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
も
の
の
う
ち
、

第
二
の
も
の
と
し
て
性
格
付
け
た
も
の
を
見
出
し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
完
全
な
形
態
の
系
列
を
有
機
的
全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
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が
理
念
の
認
識
に
必
然
的
に
先
行
す
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
時
に
ひ
と
つ
の
最
高
度
に
意
義
深
い
一
歩
を
、

ゲ
ー
テ
を
超
え
て
踏
み
出
し
て
も
い
る
。
哲
学
が
認
識
す
る
こ
と
を
試
み
る
理
念
は
、
た
ん
に
完
全
な
形
態
の
系
列
の
終
わ
り
に
お
い

て
初
め
て
認
識
可
能
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
理
念
自
体
は
ま
ず
も
っ
て
、
そ
の
系
列
の
終
わ
り
に
理
念
で
あ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
理
念
と
は
本
質
的
に
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
弁
証
法
的
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
体
系
概
念
に
と
っ
て
こ
れ
は
ふ
た
つ
の
帰
結
を
有
す
る
。
第
一
の
帰
結
は
、
一
八
〇
四
年
ま
で
に
自
明
と
さ
れ
て

い
た
論
理
学
と
形
而
上
学
と
の
分
離
が
、
廃
棄
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ま
で
論
理
学
に
ふ
さ

わ
し
い
と
さ
れ
て
き
た
課
題
は
、
有
限
な
も
の
の
弁
証
法
的
本
性
を
指
し
示
し
、
思
弁
の
始
元
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

対
し
て
形
而
上
学
は
「
理
念
の
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
体
系
的
に
提
示
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
さ
い
に

理
念
は
「
永
遠
に
一
に
し
て
同
一
の
も
の
」（GW

�4:10

〔『
理
性
の
復
権
』
一
二
頁
〕）「
統
一
そ
の
も
の
」（GW

�7:129

〔『
論
理
学
・

形
而
上
学
』
二
四
二
頁
〕）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
理
念
が
そ
れ
自
身
で
展
開
し
、
本
質
的
に
弁
証
法
的
で
あ
る
の
な
ら
、
形
而
上
学

は
学
と
し
て
弁
証
法
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
論
理
学
も
ま
た
学
と
し
て
弁
証
法
的
と
な
る
。
ふ
た
つ
の
相
異
な
る
分
野
へ
の
分
割
は

不
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
二

0

0

の
帰
結
と
し
て
は
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
新
し
い
論
理
学
は
発
展
途
上
の
理
念
を
呈
示
し
、
そ
れ
に
と
も
な
い
理
念
を
既

知
の
も
の
と
し
て
前
提
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
理
念
が
そ
の
終
わ
り
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
意
識
の
諸
形

態
の
完
全
な
系
列
が
、
論
理
学
に
先
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
こ
そ
が
精
神
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の

呈
示
が
指
す
も
の
で
あ
り
、『
精
神
現
象
学
』
の
最
初
の
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
「
意
識
経
験
の
学
」
が
指
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
背
景
か
ら
ま
た
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
意
識
の
諸
形
態
の
秩
序
が
よ
う
や
く
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
秩

序
は
正
確
な
歴
史
的
年
代
に
は
対
応
せ
ず
、
植
物
園
の
植
物
の
よ
う
に
、
全
体
を
一
挙
に
見
渡
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
な
く
て
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は
な
ら
な
い
位
置
に
配
置
さ
れ
る
。『
精
神
現
象
学
』
を
自
ら
紹
介
す
る
文
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
本
は

　
　

さ
ま
ざ
ま
な
精
神
の
形
態
を
旅
路
の
宿
駅
と
し
て
自
分
の
う
ち
に
含
む
。
こ
れ
ら
の
宿
駅
を
通
る
こ
と
で
精
神
は
純
粋
知
あ
る
い

は
絶
対
精
神
と
な
る
。
…
…
一
見
し
た
と
こ
ろ
混
沌
の
ご
と
く
現
れ
出
る
精
神
の
諸
現
象
の
王
国
が
、
そ
れ
ら
を
必
然
性
に
し
た

が
っ
て
叙
述
す
る
ひ
と
つ
の
学
的
な
秩
序
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。（GW

�9:446

〔「『
イ
ェ
ー
ナ
一
般
文
芸
新
聞
』
に
お
け
る
自
著

紹
介
」
樫
山
欽
四
郎
訳
、『
精
神
現
象
学
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
七
年
、
二
二
三
─
四
頁
〕）

　

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
ゲ
ー
テ
は
、
あ
る
形
態
が
完
全
な
系
列
の
な
か
の
ほ
か
の
形
態
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
「
精
神
的

梯
子
」（
第
六
節
〔『
形
態
学
論
集
』
一
〇
一
頁
〕）
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
理
念
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
学
者
が
到
達

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
『
精
神
現
象
学
』
を
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
思
弁
に
い
た
る
た
め
に
到
達

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
梯
子
」
と
し
て
特
徴
的
な
仕
方
で
性
格
付
け
て
い
る
（
第
二
六
段
落
、�GW

�9:23

〔『
精
神
現
象
学
』
二
五
頁
〕

参
照
）。
こ
の
語
の
選
択
が
偶
然
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
私
に
は
あ
る
講
義
を
通
し
て
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
さ
ら
に
数
年
の
の
ち
に
、
こ
の
講
義
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
の
「
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
を
は
っ
き
り
と
「
精
神
的
梯
子
」
と

し
て
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
三
四
五
節
系
〔『
自
然
哲
学
』
加
藤
尚
武
訳
、岩
波
書
店
、一
九
九
九
年
、四
九
四
─
五
一
〇
頁
〕

T
heorie�W

erkausgabe�Bd.9

）。
さ
ら
に
『
精
神
現
象
学
』
が
ま
さ
に
こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
方
法
論
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
現
し
て
い

る
、
と
い
う
点
を
認
め
る
こ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。（
ａ
）
意
識
の
諸
形
態
の
完
全
な
系
列
を
つ
く
り
出
し
、（
ｂ
）
な
に
よ
り

も
形
態
間
の
移
行
を
問
題
と
し
つ
つ
、
諸
形
態
を
全
体
と
し
て
跡
づ
け
な
が
ら
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
最
終
的
に
（
ｃ
）

理
念
、「
純
粋
概
念
」
の
認
識
な
い
し
「
絶
対
知
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
52
）。
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諸
移
行
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
意
識
の
特
殊
な
諸
形
態
と
は
結
局
、
全
体
を
全
体
と
し
て
端
的
に
直
観
化
す
る
た
め
に

こ
の
位
置
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
の
た
め
の
諸
例

0

0

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
う
で
な

い
の
な
ら
、『
精
神
現
象
学
』
の
公
刊
の
あ
と
に
出
さ
れ
た
書
評
の
大
部
分
が
、
真
っ
先
に
著
作
の
「
内
容
」
に
ば
か
り
気
を
取
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
嘆
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

「
す
べ
て
の
哲
学
す
る
こ
と
に
お
い
て
な
に
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
事
柄
は
、
ま
さ
に
必
然
的
な
関
係
の
、
ひ
と
つ
の
形
態
か
ら
他

の
形
態
へ
の
移
行
の
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
」［
草
稿
で
は
、他
の
形
態
か
ら
の
ひ
と
つ
の
形
態
へ
の
移
行
と
生
成
と
な
っ
て
い
る
］（
53
）。

　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅴ

��

こ
こ
で
私
は
ひ
と
ま
ず
以
上
の
こ
と
で
満
足
し
て
お
き
た
い
。
た
し
か
に
『
判
断
力
批
判
』
の
第
七
六
〜
第
七
七
節
の
意
義
は
カ
ン

ト
以
後
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て
、
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
汲
み
つ
く
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
私
に
と
っ
て

は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
直
観
的
悟
性
の
概
念
と
知
的
直
観
の
概
念
が
、
き
わ
め
て
明
晰
な
仕
方
で
区
別
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

そ
れ
が
一
八
〇
四
年
ご
ろ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
に
お
け
る
変
化
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う

い
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
を
超
え
て
い
く
ふ
た
つ
の
認
識
様
式
の
根
本
的
差
異
が
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
私
の
考

え
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
あ
い
だ
の
決
別
の
決
定
的
な
理
由
と
な
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
知
的
直
観
に
の
み
固
執
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
宛
の
最
後
の
手
紙
に
お
い
て
も
両
者
の
差
異
へ
の
理
解
を
示
す
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
（
54
）。
知
的
直
観
は
、「
内
的

生
命
」
と
そ
の
対
象
の
「
発
展
」
に
適
合
せ
ず
、
直
観
的
悟
性
の
認
識
様
式
へ
と
変
化
さ
せ
ら
れ
る
や
い
な
や
も
は
や
必
要
と
も
さ
れ

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ェ
ー
ナ
期
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
出
発
点
に
つ
い
て
、
決
定
的
と
な
る
理
解
で
あ
っ
た
。
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こ
の
こ
と
は
『
精
神
現
象
学
』
序
文
に
お
い
て
古
典
的
定
式
の
も
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

私
の
考
え
で
は
、
直
観
的
悟
性
の
意
義
に
立
ち
入
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
当
時
、
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
の
み
仲
介
さ
れ
え
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
さ
ら
な
る
体
系
の
展
開
に
関
し
て
は
、
多
く
の
問
い
が
こ
こ
で
は
や
む
を
え
ず
、
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
と
く
に
学

の
体
系
へ
の
導
入
と
い
う
、
の
ち
に
立
て
ら
れ
る
問
い
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ゲ
ー
テ
の
交
流
は
『
精
神
現

象
学
』
で
終
わ
る
わ
け
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
な
に
か
新
し
い
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
他
方
で
ま
た
既
知
の
こ
と
が
新
た
な
視
点
か
ら
考

察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
す
で
に
い
ま
や
次
の
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で

よ
り
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
二
五
年
に
ゲ
ー
テ
に
書
き
送
り
、
私
が
本
論
文
の
第
二
部
に
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
た
文
を
、
真
剣
に

受
け
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

私
が
自
ら
の
精
神
的
な
展
開
の
来
し
方
を
眺
め
る
な
ら
、
そ
う
し
た
道
程
の
そ
こ
か
し
こ
で
あ
な
た
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
自
分
自
身
を
あ
な
た
の
子
ど
も
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
称
し
て
も
よ
い
く
ら
い
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
の
内
面
は
抽
象
に
対
し
て
抵
抗
し
て
い
く
強
さ
を
あ
な
た
か
ら
も
ら
っ
て
い
た
の
だ
し
、
あ
な
た
の
教
養

と
導
き
に
そ
っ
て
歩
み
を
進
め
て
き
た
の
で
し
た
。



カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て
の
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
〜
七
七
節
の
意
義　
［
第
二
部
］

165

　
　
　
　

註

（
１
）�G.W

.F.�H
egel,�G

esam
m

elte W
erke,�hrsg.�von�der�Rheinisch-W

esfälischen�A
kadem

ie�der�W
issenschaften,�

　
　

4:6-7

〔『
理
性
の
復
権
』（
書
誌
は
本
註
の
続
き
を
参
照
の
こ
と
）
六
頁
〕（im

�Folgenden�im
�T

ext�zitiert�als�GW
�m

it�
Band-�und�Seitenangabe

）〔
以
下
、
引
用
に
関
し
て
既
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
も
の
を
参
考
に
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
た
だ
し
、
文
脈
に
沿
う
よ
う
に
逐
一
明
示
す
る
こ
と
な
く
訳
語
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
箇
所
の
あ
る
点
を
あ

ら
か
じ
め
お
断
り
す
る
。
引
用
に
さ
い
し
て
は
、
原
著
の
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
付
し
た
の
ち
に
、
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
と

ペ
ー
ジ
数
を
漢
数
字
で
付
し
て
い
る
。
ま
た
『
哲
学
史
講
義
』
に
関
し
て
は
論
文
の
執
筆
者
と
邦
訳
の
訳
者
が
底
本
と
し
て
い
る

版
本
が
こ
と
な
る
た
め
、
既
訳
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
個
所
が
あ
る
。
以
下
、
主
な
訳
書
に
関
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
各
邦

訳
の
書
誌
を
記
し
て
お
く
。
ゲ
ー
テ
の
著
作
に
関
し
て
は
『
ゲ
ー
テ
形
態
学
論
集
・
植
物
編
』（
以
下
『
形
態
学
論
集
』）
木
村
直

司
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
に
関
し
て
は
『
私
の
哲
学
の
体
系
の
叙
述
』（
以
下
『
叙
述
』）

北
澤
恒
人
訳
、『
シ
ェ
リ
ン
グ
著
作
集
３
』
所
収
、
燈
影
社
、
二
〇
〇
六
年
（
た
だ
し
第
一
〇
〇
節
ま
で
の
抄
訳
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

著
作
に
関
し
て
は
『
理
性
の
復
権
─
─
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
体
系
の
差
異
』（
以
下
『
理
性
の
復
権
』）
山
口
祐
弘
・

山
田
忠
彰
・
星
野
勉
訳
、
批
評
社
、
一
九
九
四
年
。『
信
仰
と
知
』
上
妻
精
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。『
精
神
現
象
学
』
金

子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
旧
版
一
九
七
一
─
一
九
七
九
年
／
新
版
一
九
九
五
年
（
今
回
は
新
版
を
参
照
し
た
）。『
懐
疑
主
義
と
哲

学
と
の
関
係
』
加
藤
尚
武
・
門
倉
正
美
・
栗
原
隆
・
奥
谷
浩
一
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
一
年
。『
自
然
哲
学
（
上
）』
本
多
修
郎
訳
、

未
来
社
、一
九
七
三
年
。『
論
理
学
・
形
而
上
学
』
田
辺
振
太
郎
訳
、未
来
社
、一
九
八
九
年
。『
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
』
小
坂
田
英
之
・

鈴
木
恒
範
・
藤
田
俊
治
訳
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
研
究
』
所
収
、
二
〇
〇
三
─
二
〇
〇
九
年
。『
哲
学
史
講
義
』
長
谷
川
宏
、
河
出
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書
房
新
社
、
一
九
九
二
─
一
九
九
三
年
〕。

（
２
）Schellings W

erke�

（
以
下�SW

と
略
）,�hrsg.�von�M

anfred�Schröter,�Band�3�(C.H
.�Beck�und�R.�O

ldenbourg:�
M

ünchen�1927),�23-24

〔
三
七
頁
〕,�vgl.�4�und�10.

（
３
）
一八
〇
一
年
一
〇
月
三
日
付
シ
ェ
リ
ン
グ
の
フ
ィ
ヒ
テ
宛
書
簡
。In�J.G

. Fichte: G
esam

tausgabe der Bayerischen A
kadem

ie 
der W

issenschaften,�III,�5:80-81

（
４
）��Vgl.�u.a.�H

orst�Fuhrm
ans,�

“Schelling�und�H
egel.�Ihre�Entfrem

dung

”,�in�F.W
.J. Schelling. Briefe und D

okum
ente,�

Band�I�(Bonn:�Bouvier�1962),�451-553;�H
erm

ann�K
rings,�

“Die�Entfrem
dung�zw

ischen�Schelling�und�H
egel

”,�
Sitzungsberichte der philosophisch-historischen K

lasse der Bayerischen Akadem
ie der W

issenschaften�6�(1976),�
3-24.

（
５
）
こ
れ
に
は
た
と
え
ば
懐
疑
主
義
や
道
徳
的
自
然
と
、
精
神
概
念
の
問
題
と
の
取
り
組
み
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題

に
関
し
て
は
一
般
に
次
の
も
の
を
参
照
の
こ
と
。V

gl.�Rolf-Peter�H
orstm

ann,�

“Jenaer�System
konzeptionen

”,�in�O
tto�

Pöggeler�(hrsg.),�H
egel�(Freiburg/�M

ünchen:�K
arl�A

lber�1977),�43-58.

〔
ロ
ル
フ
・
Ｐ
・
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
「
イ
エ
ナ
期

の
体
系
構
想
」
谷
嶋
喬
四
郎
訳
、
オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ゲ
ラ
ー
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
像
』
谷
嶋
喬
四
郎
監
訳
、
以
文
社
、
一
九
八
八

年
、
七
一
─
九
〇
頁
〕

（
６
）
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
は
ま
た
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ェ
ー
ナ
期
の
発
展
を
純
粋

に
内
在
的
に
再
構
成
す
る
重
要
な
試
み
に
も
当
て
は
ま
る
（vgl.�D

ieter�H
enrich,�

“Andersheit�und�A
bsolutheit�des�

Geistes.�Sieben�Schritte�auf�dem
�W

ege�von�Schelling�zu�H
egel

”�in�ders.,�Selbstverhältnisse,�Stuttgart:�Reclam
�

1982,�142-172

）。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
た
し
か
に
論
理
学
と
形
而
上
学
の
差
異
が
不
要
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
を
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き
ち
ん
と
提
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
展
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
思
考
の
モ
チ
ー
フ
を
実
際
に
結
び
付
け
る
」（154

）

と
い
う
要
求
に
つ
い
て
は
諦
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
７
）
こ
れ
に
つ
い
て
的
確
に
提
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。V

gl.�M
anfred�Baum

,�D
ie E

ntstehung der 
H

egelschen D
ialektik�(Bonn:�Bouvier�1986),�bes.�31f.,�113f.,�133ff.�

た
だ
し
バ
ウ
ム
も
ま
た
知
的
直
観
と
直
観
的
悟
性
の

区
別
を
つ
け
て
は
い
な
い
。

（
８
）V

gl.�K
laus-D

ieter�M
üller,�F.J. Schelver 1778-1832�(H

eidelberger�Schriften�zur�Pharm
azie-�und

　
　

N
aturw

issenschaftsgeschichte,�Bd.7),�Stuttgart:�W
issenschaftliche�V

erlagsgesellschaft�1992.�V
gl.�auch�

T
hom

as�Bach,�„�,Für�w
en�das�hier�gesagte�nicht�gesagt�ist,�der�w

ird�es�nicht�für�überflüssig�halten.�ʼ

（
こ
こ

で
言
わ
れ
た
こ
と
が
誰
に
言
わ
れ
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
は
不
要
な
事
柄
で
は
な
い
）
“Franz�Joseph�Schelvers�Beitrag�

zur�N
aturphilosophie�um

�1800
”,�in�N

aturw
issenschaft um

 1800. W
issenschaftskultur in Jena-W

eim
ar,�hrsg.�

von�O
laf�Breidbach�und�Paul�Ziche�(W

eim
ar:�Böhlaus�N

achfolger�2001),�65-82.�

〔
な
お
、
前
号
に
訳
出
し
た
第
一
部

で
の
言
及
の
さ
い
に
、
こ
の
人
物
名
を
「
シ
ュ
レ
ー
ヴ
ァ
ー
」
と
転
記
し
て
い
た
が
（
第
八
号
一
八
三
頁
）、
以
下
に
み
る
よ
う

に
「
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
」
の
誤
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
謹
ん
で
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
─
─
訳
者
註
〕

（
９
）
彼
の
履
歴
書
に
お
い
て
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
書
い
て
い
る
。「
“...m

axim
um

�Fichtium
�in�scientia�transcendentali�in�Logica�et�

M
etaphysica,�in�Ethica�et�naturali�phylosophico�D

ucem
�habui

”〔
私
は
偉
大
な
フ
ィ
ヒ
テ
を
論
理
学
と
形
而
上
学
、
倫
理

学
と
自
然
哲
学
に
つ
い
て
の
超
越
論
的
学
に
関
し
て
の
師
に
持
っ
た
〕」（
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
引
用�a.a.O

.,�17

）。

（
10
）
こ
の
講
義
の
筆
記
が�H

d-H
S-1358�

と
い
う
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）Zeitschrift für organische Physik,�herausgegeben�von�Schelver�(H

alle:�in�der�Rengerschen�Buchhandlung,�
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1802/1803).
（
12
）A

.a.O
.,�Ersten�Bandes�erstes�H

eft�(1802),�17.

（
13
）A

.a.O
.,�31-32.

（
14
）V

gl.�E
rlanger Litteratur-Zeitung,�N

r.4�(Januar�1802),�32�und�N
r.19�(M

ärz�1802),�151f.

（
15
）�「
彼
は
た
し
か
に
私
の
支
持
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
た
し
、
自
然
哲
学
を
ま
っ
た
く
自
ら
の
も
の
と
し
た
か
の
よ
う
に
ふ
る

ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
後
者
に
つ
い
て
は
か
な
り
不
十
分
で
あ
っ
た
」。In�F. W

. J. Schelling. Briefe und D
okum

ente,�
a.a.O

.,�254.

（
16
）��V

gl.�

一
八
〇
三
年
一
月
二
四
日
付
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
。In�F. W

. J. Schelling. Briefe und D
okum

ente,�a.a.O
.,�

Band�2,�485.

（
17
）Zitiert�nach�Irm

traut�Schm
id,�D

ie naturw
issenschaftlichen Institute bei der U

niversität Jena unter G
oethes 

O
beraufsicht

”,�D
iss.�Berlin�(D

D
R)�1979,�49-50�(kursiv�E.F.).

（
18
）��V

gl.�

一
七
九
四
年
二
月
二
六
日
付
ゲ
ー
テ
の
バ
ッ
チ
ュ
宛
書
簡
。In�G

oethe W
erke,�W

eim
ar�A

usgabe

（
以
後
、WA

と
略
）,�

IV
,�10:144.

（
19
）
契
約
書
は
イ
ル
ム
ト
ラ
ウ
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
本
に
お
い
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
（a.a.�O

.,�34

）。

（
20
）
ゲ
ー
テ
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
の
取
り
決
め
を
一
八
〇
三
年
の
四
月
二
三
日
に
書
面
で
交
わ
し
て
い
る
（vgl.�Irm

traut�
Schm

id,�a.a.O
.,�34

）。

（
21
）
こ
の
友
好
関
係
の
詳
細
と
範
囲
に
関
し
て
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
膨
大
な
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
扱
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
ゲ
ー
テ
は
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
を
し
ば
し
ば
一
緒
に
自
ら
の
と
こ
ろ
へ
招
い
て
い
た
。
イ
ェ
ー
ナ
期
に
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つ
い
て
の
同
時
代
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
名
を
幾
度
も
同
時
に
あ
げ
て
い
る
。
多
く
の
例
の
な
か
で
も
こ
こ
で
は
ア
ダ
ム
・

ミ
ュ
ラ
ー
か
ら
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
に
あ
て
た
一
八
〇
四
年
八
月
二
一
日
の
手
紙
が
、
例
と
し
て

適
切
だ
ろ
う
。「
私
は
こ
の
夏
を
ま
た
イ
ェ
ー
ナ
で
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
上
機
嫌
の
二
人
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル

と
と
も
に
多
く
の
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
」。�

引
用
は
以
下
に
よ
る
。J. G

. Fichte im
 G

espräch,�hrsg.�von�Erich�Fuchs,�
Band�3�(Stuttgart:�From

m
ann-H

olzboog�1981),�264.

（
22
）Briefe von und an H

egel,�hrsg.�von�Johannes�H
ofm

eister,�Band�1�(H
am

burg:�M
einer�1952),�78.

（
23
）
一
八
〇
三
年
一
〇
月
二
七
日
付
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
書
簡
。
引
用
は
以
下
に
よ
る
。K

.-D
.�M

üller,�a.a.�O
.,�177f.

（
24
）�W

A
�IV,�16:356

（
強
調
は
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
る
）。�

こ
の
日
の
日
記
の
記
述
も
参
照
の
こ
と
。W

A
�III,�3:88.�

シ
ェ
ル

ヴ
ァ
ー
が
（
と
き
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
、
ま
た
ほ
か
の
場
合
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
人
で
）
訪
問
し
た
ほ
か
の
日
に
関
し
て
は
、

一
八
〇
三
年
の
以
下
の
日
付
の
日
記
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
三
月
一
〇
日
、
五
月
二
日
、
一
〇
月
二
〇
日
、
一
一
月
八
日
、
一
一
月

三
〇
日
、
一
二
月
二
日
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）、
一
二
月
三
日
（
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
）、
一
二
月
八
日
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）、
一
二
月
二
〇
日
（
ヘ
ー

ゲ
ル
）。

（
25
）
授
業
予
告
は
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
（a.a.O

.,�73

）。

（
26
）
引
用
は
以
下
に
よ
る
。K

.-D
.�M

üller,�a.a.O
.,�175.

（
27
）
引
用
は
以
下
に
よ
る
。Schm

id,�a.a.O
.,�35

（
28
）
戦
闘
の
四
日
後
、
シ
ュ
ラ
イ
ヤ
ー
は
ゲ
ー
テ
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
私
の
部
屋
は
こ
と
ご
と
く
略
奪
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
植
物
博
物
館
も
完
全
に
破
壊
し
つ
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
し
、
標
本
も
滅
茶
苦
茶
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
水

と
泥
に
ま
み
れ
た
地
面
の
う
え
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
の
幾
冊
も
の
本
は
燃
や
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
…
。
服
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も
、
最
後
の
お
金
も
持
ち
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
…
」（
引
用
は
以
下
か
ら
。�Richard�und�Robert�K

eil�(H
rsg.),�Goethe,�

W
eim

ar und Jena im
 Jahre 1806,�Leibzig:�V

erlag�von�Edw
in�Schloem

p�1882,�62

）。

（
29
）
ゲ
ー
テ
は
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
の
ち
に
激
し
く
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
植
物
の
雌
雄
の
否
定
を
一
面
的
に
で
は
あ
る

が
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
思
考
の
、
そ
れ
な
り
に
一
貫
し
た
さ
ら
な
る
展
開
と
と
ら
え
て
い
る
（vgl.�G

oethes G
espräche,�

Biederm
annsche�A

usgabe,�ergänzt�und�herausgegeben�von�W
olfgang�H

erw
ig,�M

ünchen:�D
eutscher�

T
aschenbuch�V

erlag�1998,�Band�2,�788

）。

（
30
）Franz�Joseph�Schelver,�Lebens- und Form

geschichte der Pflanzenw
elt,�H

eidelberg:�bey�Joseph�Engelm
ann,�

1822,�vi-vii.�

こ
れ
と
の
関
連
で
一
八
〇
五
年
二
月
六
日
付
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
の
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
を
も
参
照
。「
親
切
に
も
あ
な
た
が

私
の
植
物
を
め
ぐ
る
著
作
に
注
目
を
寄
せ
て
く
れ
る
こ
と
は
、
私
を
励
ま
し
、
力
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
は
あ
な
た
だ
け
が

最
初
に
、
私
に
愛
情
に
満
ち
、
父
の
よ
う
に
呼
び
起
こ
し
、
求
め
て
く
れ
た
も
の
を
完
成
さ
せ
、
外
へ
と
持
ち
出
さ
せ
ま
す
。
あ

な
た
の
友
人
た
ち
の
た
め
に
、
そ
し
て
あ
な
た
が
私
を
か
つ
て
イ
ェ
ー
ナ
へ
と
迎
え
る
こ
と
を
決
め
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
素
晴

ら
し
い
瞬
間
に
見
合
う
も
の
に
な
れ
ま
す
よ
う
に
」（
以
下
か
ら
の
引
用
。�K

.-D
.�M

üller,�a.a.O
.,�167

）。

（
31
）G

oethe G
espräche,�a.a.O

.,�Band�3/1,�577.

（
32
）Karl�Rosenkranz,�G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egels L

eben�(N
achdruck�D

arm
stadt:�W

issenschaftliche

　
　

Buchgesellschaft�1977),�220,�198.

〔
カ
ー
ル
・
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
中
埜
肇
訳�

み
す
ず
書
房
、一
九
八
三
年
、

一
九
七
、一
八
一
頁
〕

（
33
）
一
八
〇
三
年
一
一
月
二
七
日
付
シ
ラ
ー
宛
書
簡�W

A
�IV

,�16:356.

（
34
）
引
用
は
以
下
に
よ
る
。G

oethe. Begegnungen und G
epräche,�hrsg.�von�Renate�Grum

ach,�Band�V
�(Berlin/N

ew
�
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Y
ork:�de�Gruyter�1985),�501.

（
35
）
引
用
は
以
下
に
よ
る
。H

egel in Berichten seiner Zeitgenossen,�hrsg.�von�Günter�N
icolin�(H

am
burg:�M

einer�
1970),�79.

（
36
）Briefe von und an H

egel,�a.a.o.,�85.

（
37
）V

gl.�den�
“Editiorischen�Bericht

”�zu�Band�7�von�H
egels�G

esam
m

te W
erke,�a.a.O

.,�360-2.

（
38
）14.3.1807,�W

A
�IV

,�19:283.

（
39
）Briefe von und an H

egel,�a.a.O
.,�142.

（
40
）
そ
の
人
物
は
イ
ェ
ー
ナ
の
私
講
師
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
・
フ
ォ
イ
ク
ト
で
あ
る
。
一
八
〇
六
年
一
〇
月

二
四
日
付
ゲ
ー
テ
の
Ｃ
・
ク
ネ
ー
ベ
ル
宛
書
簡
を
参
照
の
こ
と
。W

A
�IV

,�19:216.

（
41
）A

n�H
enriette�v.�K

nebel,�15.5.1807.�

引
用
は
以
下
に
よ
る
。G

oethe. Begegnungen und G
epräche,�a.a.O

.,�Band�V
I,�

143.

（
42
）
こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
論
文
の
第
一
部
の
第
三
節
は
以
下
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。Zeitschrift für 

philosophische Forschung�56�(2002),�2,�14-19.
〔
エ
ッ
カ
ー
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
「
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て

の
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
〜
七
七
節
の
意
義
［
第
一
部
］」
拙
訳
、『
世
界
の
視
点
─
─
知
の
ト
ポ
ス
』
第
八
号
、
新
潟
大
学
大

学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
、
新
潟
大
学
人
文
学
部
哲
学
人
間
学
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
七
三
─
一
八
〇
頁
〕

（
43
）
こ
の
理
念
は
よ
く
（
い
く
ぶ
ん
誤
解
を
招
く
仕
方
で
）「
す
べ
て
は
葉
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
で
引
用
さ
れ
る
。
よ
り
精
確
に
言

え
ば
、
植
物
の
す
べ
て
の
外
的
な
器
官
と
同
様
、
植
物
の
葉
は
根
源
的
な
理
念
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
。
植
物
の
す
べ

0

0

て0

の
諸
形
態
は
理
念
に
し
た
が
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

同
一
で
あ
る
。「
こ
の
器
官
は
、
茎
に
沿
っ
て
葉
と
し
て
広
が
り
、
最
高
度
の
多
様
な
形
を
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獲
得
し
た
器
官
で
あ
り
、
萼
に
お
い
て
収
縮
し
、
花
び
ら
に
お
い
て
ふ
た
た
び
広
が
り
、
生
殖
器
官
に
お
い
て
収
縮
す
る
。
そ
し

て
最
終
的
に
は
果
実
と
し
て
広
が
る
の
で
あ
る
」（「
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
第
一
一
五
節
〔『
形
態
学
論
集
』
一
二
九
頁
〕）。

（
44
）
一
八
〇
一
年
一
月
二
六
日
付
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ゲ
ー
テ
宛
書
簡
を
参
照
の
こ
と
。「
そ
の
提
示
に
よ
る
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー

ゼ
は
す
べ
て
の
有
機
的
な
も
の
の
成
立
の
根
本
図
式
と
し
て
汎
通
的
に
あ
か
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
有
機
体
の
内
的
同
一
性
を
そ

れ
自
身
の
下
で
、
い
ま
や
す
で
に
き
わ
め
て
詳
細
に
示
し
た
の
で
あ
る
［
…
］。
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
す
で
に
有
機
的
な
自

然
を
前
に
し
て
生
じ
て
い
る
よ
う
に
、
化
学
的
な
謎
と
い
う
語
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（F.W

.J. Schelling, Briefe und 
D

okum
ente,�a.a.O

.,�Band�1,�243,�240

）。

（
45
）V

gl.�Schelling,D
arstellung m

eines System
 der Philosophie�

第
四
四
節
注
解
〔『
叙
述
』
四
八
─
四
九
頁
〕、System

 
des transzendentalen Idealism

us,�SW
�3:385-7,�390.

〔『
先
験
的
観
念
論
の
体
系
』
赤
松
元
通
訳
、
蒼
樹
社
、
一
九
四
八
年
、

七
二
─
七
六
頁
、
七
九
─
八
一
頁
〕
─
─
私
は
全
集
第
七
巻
の
編
者
が
こ
の
箇
所
を
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
と
し
て
理
解
し
（7:369

）、

観
念
的
行
為
に
つ
い
て
も
実
在
的
行
為
に
つ
い
て
も
、
ま
た
境
界
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
な
く
、
第
四
巻
の
三
九
五
ペ
ー
ジ
か

ら
四
〇
〇
ペ
ー
ジ
へ
の
参
照
を
付
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
な
い
。�

私
の
考
え
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
内
在
的
な
重
さ
を

伴
う
引
力
と
斥
力
か
ら
、
物
質
の
（
カ
ン
ト
／
シ
ェ
リ
ン
グ
的
）
構
成
を
手
が
か
り
に
し
て
「
実
在
的
行
為
」
を
説
明
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
（GW

7:4.8-5.12

〔『
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
』
八
〇
─
八
一
頁
〕）。

（
46
）
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
も
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
お
も
こ
こ
イ
ェ
ー
ナ
に
お
い
て

私
の
先
生
で
し
た
。
私
は
彼
に
多
く
の
も
の
を
お
っ
て
い
る
こ
と
を
喜
ん
で
認
め
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
私
に
ま
ず
、
当
時
若
い
情

熱
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
体
系
の
間
隙
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
、
哲
学
が
学
と
な
り
う
る
の
は
、
厳
格
な
方
法

に
よ
っ
て
、
ま
た
一
歩
の
契
機
か
ら
他
方
の
契
機
へ
の
適
切
な
前
進
に
お
け
る
事
柄
そ
の
も
の
の
内
的
必
然
性
に
よ
っ
て
の
み
で



カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て
の
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
〜
七
七
節
の
意
義　
［
第
二
部
］

173

あ
る
、と
い
う
考
え
に
導
い
て
く
れ
ま
し
た
」。
引
用
は
以
下
に
よ
る
。H

egel in Berichten seiner Zeitgenossen,�a.a.�O
.,�80.

（
47
）
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
、
ア
ン
ネ
＝
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ク
ァ
ー
デ
の
博
士
論
文
の
関
心
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。A

nne-
K

ristina�K
w

ade,�G
renz: H

egels G
renz

“-Begriff 1804/5 als K
eim

zelle der D
ialektik�(W

ürzburg:�K
önighausen�

&
�N

eum
ann�2000).

（
48
）
聴
講
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
、
ゲ
オ
ル
グ
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ガ
ブ
レ
ー
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ

ル
が
当
時
熱
心
に
絶
え
間
な
く
取
り
組
ん
で
い
た
原
典
研
究
の
も
と
で
仕
上
げ
た
諸
講
義
は
、
と
も
か
く
も
非
常
な
関
心
を

も
っ
て
聴
講
さ
れ
た
。
そ
の
関
心
は
と
り
わ
け
当
時
の
ま
っ
た
く
新
し
い
体
系
か
ら
体
系
へ
の
移
り
行
き
を
引
き
起
こ
し
た
の

だ
っ
た
」。
引
用
は
以
下
に
よ
る
。
“Dokum

ente�zu�H
egels�Jenaer�D

ozententätigkeit�(1801-1807)

”,�hrsg.�von�H
einz�

K
im

m
erle,�in�H

egel-Studien�4�(1967),�69.

（
49
）Jubiläum

ausgabe,�Band�17,�48
（
以
下
の
引
用
は
こ
の
版
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）。
こ
れ
は
編
者
で
あ
る
、
カ
ー
ル
・
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ミ
ヒ
ェ
ル
に
よ
る
、
後
期
の
手
稿
や
講
義
ノ
ー
ト
か
ら
編
集
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
編
集
し
た
理
由
は
、

彼
が
こ
こ
に
、
同
様
に
彼
の
も
と
に
あ
る
一
八
〇
五
年
の
イ
ェ
ー
ナ
諸
論
に
み
ら
れ
る
よ
り
も
、
よ
り
大
き
な
「
明
晰
さ
、
堅
実

さ
、
説
得
力
」（
３
）
を
看
て
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
諸
論
の
間
に
、
事
柄
に
即
し
た

0

0

0

0

0

0

差
異
を
看
て
取
る
こ
と

は
正
当
で
は
な
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
も
ま
た
一
八
〇
五
年
の
イ
ェ
ー
ナ
講
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
哲
学

の
歴
史
に
つ
い
て
の
こ
の
講
義
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
の
出
版
さ
れ
て
い
る
後
年
の
講
演
に
お
い
て
も
、
本
質
的
に
は
変
更
せ
ず
、

た
ん
に
よ
り
豊
か
に
仕
上
げ
た
の
み
で
あ
っ
た
」（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egels Leben,�a.a.O

.,�201

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』

一
八
三
頁
〕）。

（
50
）
こ
れ
に
は
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
た
る
（a.a.O

.,�202
）。「
し
た
が
っ
て
彼
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
〕
は
ま
ず
「
論
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理
学
と
形
而
上
学
入
門
」の
な
か
で
意
識
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
行
う
経
験
の
概
念
を
展
開
し
た
。
こ
こ
か
ら
一
八
〇
四
年
以
後
、

『
精
神
現
象
学
』
へ
の
素
地
が
生
ま
れ
た
」〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
一
八
四
頁
〕。

（
51
）
こ
れ
に
対
応
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
こ
の
時
代
の
あ
る
講
義
で
批
判
し
て
い
る
。「
彼
の
後
期
の
哲
学
観
に
お
い
て

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
そ
れ
自
身
に
そ
く
し
た
展
開
な
く

0

0

0

0

、
普
遍
的
に
思
弁
的
な
理
念
を
打
ち
立
て
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
が
自
然
哲
学
と

し
て
有
す
る
形
態
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（GW

�5:472

）。

（
52
）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
論
理
学
は
も
は
や
形
態
を
あ
つ
か
う
の
で
は
な
く
、
運
動
に
お
け
る
純
粋
概
念
を
提
示

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
精
神
現
象
学
』
の
後
ろ
か
ら
四
番
目
の
段
落
を
参
照
の
こ
と
（GW

�9:432

〔『
精
神
現

象
学
』
一
一
六
〇
─
一
一
六
二
頁
〕）。

（
53
）
一
八
一
〇
年
一
〇
月
一
五
日
付
ヘ
ー
ゲ
ル
の
フ
ァ
ン
・
ゲ
ル
ト
宛
書
簡
。In�Briefe von und an H

egel,�a.a.O
.,�330.

（
54
）「
私
に
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
君
が
直
観
と
い
う
、
概
念

0

0

を
拒
否
す
る
意
図
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
君
が
そ
の
（
悟
性
の
）
も
と

で
考
え
う
る
の
は
、
君
と
私
が
理
念
と
名
付
け
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
は
ず
で
、
そ
の
本
性
は
一
方
で
概
念
で
あ
り
、
も

う
一
方
で
直
観
で
あ
る
側
面
を
も
つ
こ
と
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
」（In�Briefe von und an H

egel,�a.a.O
.,�194

）。
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訳
者
解
題
─
─
直
観
的
悟
性
の
帰
趨

　

こ
こ
に
エ
ッ
カ
ー
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
「
カ
ン
ト
以
後
の
哲
学
の
展
開
に
と
っ
て
の
『
判
断
力
批
判
』
第
七
六
〜
七
七
節
の
意
義
」
が
、

前
号
に
掲
載
さ
れ
た
第
一
部
に
引
き
続
き
、
第
二
部
も
訳
出
さ
れ
た
。

　

本
論
文
全
体
を
通
し
て
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
カ
ン
ト
に
始
ま
り
、
そ
の
思
考
を
引
き
継
ぎ
展
開
す
る
「
哲
学
者
」
ゲ
ー
テ
、
か
れ

の
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
取
り
組
み
、
そ
し
て
ゲ
ー
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
と
し
て
の
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
、
そ
し
て
あ
る
意
味
で

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
が
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
な
る
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
別
離
と
い
っ
た
、
一
方
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
、
他
方
に
お
い

て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
に
お
け
る
邂
逅
と
別
離
と
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
自
体
で
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
哲
学
者
た
ち
の
関
係
の
途
行
き
を
導
い
た
も
の
は
、
し
か
し
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
と
は
、

た
ん
に
思
想
史
的
な
事
柄
を
回
顧
的
に
辿
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
、
む
し
ろ
哲
学
の
企

て
の
本
質
を
め
ぐ
る
問
い
に
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
学
と
し
て
の
哲
学
は
可
能
か
、
可
能
で
あ
る
の
な
ら
ば
い
か
に
し
て
か
、
ど
の

よ
う
な
方
法
論
の
も
と
で
可
能
な
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
悟
性
／
知
性
の
あ
り
方
を
軸
に
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

哲
学
の
始
ま
り
と
終
わ
り

　

本
論
文
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
位
置
す
る
人
物
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
七
八
一
年
よ
り
前
に
哲
学
は

存
在
せ
ず
、
一
八
〇
六
年
に
哲
学
は
完
結
し
た
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
あ
る
種
奇
妙
な
も
の
と
し
て
も
響
き
得
る
言
明
を
真
剣
に

と
る
こ
と
、
こ
こ
に
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
自
ら
の
仕
事
の
始
ま
り
を
見
い
だ
し
て
い
る
（Eckart�Förster�

“Eine�system
atische�
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ain,�2013,�S.350.

）。
カ
ン
ト
が
こ
う
宣
言
し

た
理
由
は
、か
れ
に
と
っ
て
そ
れ
ま
で
の
哲
学
は
「
自
然
的
素
質
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、学
と
し
て
の
資
格
を
そ
な
え
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

カ
ン
ト
が
あ
る
場
所
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
に
と
っ
て
哲
学
が
学
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
諸
原
理
が
「
必
然
性
の
意
識
」

と
結
び
つ
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
（『
自
然
学
の
形
而
上
学
的
始
源
根
拠
』IV

�468

）。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
主
観
的
認
識
能
力
の
働

き
に
お
い
て
見
い
だ
し
た
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
概
念
自
身
の
運
動
に
見
い
だ
し
た
。
ふ
た
り
の
解
決
策
の
あ
い
だ
に
は
、
し
か
し
、

大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
隔
た
り
を
埋
め
て
い
く
仕
事
こ
そ
、
本
論
文
に
お
い
て
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
が
遂
行
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
下
で
は

直
観
的
悟
性
（
知
性
）
を
め
ぐ
る
思
考
の
帰
趨
に
つ
い
て
、そ
の
連
続
性
に
重
点
を
お
き
つ
つ
、本
論
文
を
第
一
部
も
併
せ
て
振
り
返
っ

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

知
的
直
観
と
直
観
的
悟
性

　

ゲ
ー
テ
が
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
第
七
六
節
、第
七
七
節
か
ら
、そ
の
意
義
と
し
て
取
り
出
し
た
の
は
、「
知
的
直
観
」
と
「
直

観
的
悟
性
」
と
が
、
有
限
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
可
能
な
も
の
と
し
て
も
呈
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
両
者
が
含
み
持
ち
得
る
す
べ
て
の
働
き
が
人
間
に
も
可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
各
々
二
つ
に
分

た
れ
る
。
す
な
わ
ち
知
的
直
観
は
可
能
性
（
思
考
）
と
現
実
性
（
存
在
）
の
産
出
的
統
一
と
し
て
の
知
的
直
観
（
1a
）
と
、
物
自
体
の
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非
感
性
的
直
観
と
し
て
の
知
的
直
観
（
1b
）
に
分
た
れ
、
直
観
的
悟
性
は
総
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
（
2a
）
と
根

源
的
悟
性
、
世
界
原
因
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
（
2b
）
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
四
つ
の
う
ち
ま
ず
、
物
自
体
の
認
識
は
定
義
上
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
物
自
体
の
非
感
性
的
直
観
と
し
て
の
知
的
直
観

（
1b
）
の
可
能
性
が
消
去
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
限
的
存
在
者
は
有
限
で
あ
る
が
ゆ
え
に
世
界
原
因
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
根
源

的
悟
性
、
世
界
原
因
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
（
2b
）
の
可
能
性
が
消
去
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
有
限
な
人
間
の
悟
性
に
も
な
お
許
さ
れ

得
る
可
能
性
は
残
さ
れ
た
ふ
た
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ふ
た
つ
の
可
能
性
の
う
ち
、
可
能
性
（
思
考
）
と
現
実
性
（
存
在
）
の
産
出
的
統
一
と
し
て
の
知

的
直
観
（
1a
）
を
引
き
継
い
だ
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
と
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
り
、
総
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
（
2a
）

を
引
き
継
い
だ
の
が
ゲ
ー
テ
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
た
後
者
の
途
行
き
こ
そ
が
、
本
論
文
で
主
と
し
て
追
跡
さ
れ

る
こ
と
に
な
る（
第
一
部
一
七
〇
頁
を
参
照
）（
第
一
部
の
頁
数
は
本
誌
第
八
号
の
、第
二
部
の
頁
数
は
本
号（
第
九
号
）の
も
の
を
指
す
）。

　

自
然
の
創
造
へ
の
精
神
的
参
加

　

ゲ
ー
テ
は
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
総
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
（
2a
）
を
引
き
継
ぎ
、
展
開
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
か
れ
の
動
機
は
「
直
観
的
判
断
力
」
と
題
さ
れ
た
小
文
に
直
截
に
記
述
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
は
絶
え
間
な
く
創

造
す
る
自
然
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
産
出
の
営
み
に
精
神
的
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
べ
き
で
あ
る
」

（
第
一
部
一
七
一
─
二
頁
）。

　

こ
う
し
た
参
加
の
た
め
に
、ふ
た
つ
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
「
諸
現
象
そ
れ
自
体
を
完
全
に
わ
が
も
の
と
す
る
」

こ
と
、
他
方
で
そ
れ
を
「
精
神
に
お
い
て
ふ
た
た
び
産
出
す
る
」
こ
と
で
あ
る
（
第
一
部
一
七
七
頁
）。
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こ
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
認
識
能
力
は
、
次
の
二
つ
の
性
質
を
と
も
に
具
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
加
法
的
」

か
つ
「
連
続
的
」
に
生
じ
る
現
象
を
「
追
体
験
す
る
」
た
め
の
「
熟
慮
」
す
な
わ
ち
悟
性
の
性
質
と
、
一
つ
の
部
分
の
み
な
ら
ず
全
体

が
同
時
に
生
起
す
る
現
象
を
把
握
す
る
た
め
の
同
時
性
を
具
え
る
直
観
の
性
質
と
の
ふ
た
つ
で
あ
る
（
第
一
部
一
七
七
─
八
頁
）。

　

直
観
知
と
手
で
触
れ
ら
れ
る
展
示
物

　

前
段
に
示
さ
れ
た
直
観
的
悟
性
の
把
握
に
関
し
て
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
が
示
す
、
以
降
の
展
開
を
理
解
す
る
た
め
に
お
さ
え
て
お
く
べ
き

ポ
イ
ン
ト
は
二
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
由
来
す
る
「
直
観
知
（scientia�intuitiva

）」
と
の
結
び
つ
き
が
み
い
だ
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
イ
エ
ナ
大
学
の
博
物
標
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
「
よ
り
高
次
の
経
験
」
を
可
能
に
す
る
実
践
的
な
経

験
の
場
が
提
供
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
直
観
知
」
の
例
と
し
て
幾
何
学
の
証
明
を
挙
げ
て
い
た
。
幾
何
学
の
証
明
は
次
の
三
点
を
前
段
落
に
見
た
直
観
的
悟

性
と
共
有
す
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
証
明
プ
ロ
セ
ス
の
遺
漏
の
な
い
呈
示
、
第
二
に
全
体
と
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
第
三
に
ひ
と
つ
の
証
明
が
全
て
の
場
合
に
妥
当
す
る
と
い
う
「
よ
り
高
次
の
経
験
」
が
生
じ
得
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
三

点
で
が
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る�（
第
一
部
一
八
一
頁
）。

　

他
方
で
植
物
学
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
飛
躍
を
し
な
い
自
然
の
実
物
に
「
手
で
触
れ
ら
れ
る
展
示
物
」
と
し
て
、
実
践
的
な
訓
練
を
具

体
的
に
提
供
す
る
こ
と
と
な
る
（
第
一
部
一
八
二
頁
）。

　

以
降
の
展
開
に
つ
い
て
本
論
文
で
は
、
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
い
う
比
較
的
マ
イ
ナ
ー
な
人
物
を
介
し
た
、
ゲ
ー
テ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の

展
開
の
道
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
つ
つ
記
述
さ
れ
る
。

　

し
か
し
そ
の
前
に
本
論
文
で
は
註
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
、
ゲ
ー
テ
と
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
件
の
註
の
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指
示
に
従
っ
て
「
ほ
ら
そ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
み
な
が
感
謝
す
る
人
が
往
く
─
─
ゲ
ー
テ
と
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
関
係
に
つ
い
て
」（
未
邦
訳
）

を
も
と
に
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

分
極
性

　

同
論
文
に
お
い
て
は
ゲ
ー
テ
と
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に
両
者
の
思
考
の
関
係
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し

て
き
た
悟
性
／
知
性
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
思
考
が
直
接
的
に
問
題
と
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
延
長
線
上
で
の
ゲ
ー
テ
と
フ
ィ

ヒ
テ
と
の
思
考
上
の
交
流
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
主
要
な
関
係
の
場
は
『
色
彩
論
』
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
根
本
的
分
極
性
（fundam

entale�Polarität

）
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
分
極
性
に
フ
ィ

ヒ
テ
は
、
知
識
学
の
第
三
節
等
に
お
い
て
、
魂
の
必
然
的
な
行
為
に
お
け
る
定
立
と
限
定
と
、
全
て
の
認
識
の
根
底
に
あ
っ
て
対
象
の

構
成
に
先
行
す
る
行
為
に
お
け
る
収
縮
と
拡
張
と
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
で
、
学
問
的
基
礎
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
う

し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
は
あ
る
書
簡
に
お
い
て
、
自
ら
の
仕
事
が
学
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
希
望

を
見
い
だ
す
。

　

交
互
規
定

　

フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
認
定
に
よ
れ
ば
『
色
彩
論
』
第
五
〇
節
の
「
有
彩
色
の
調
和
」
理
論
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
に
お
け
る
交
互
規

定
、
す
な
わ
ち
自
我
と
非
我
、
主
観
と
客
観
の
総
合
を
め
ぐ
る
議
論
と
取
り
組
む
中
で
獲
得
さ
れ
た
。
自
我
と
非
我
の
規
定
は
、
連
続

的
な
限
定
と
し
て
、
意
識
に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
、
現
実
性
の
全
体
性
の
量
的
分
割
と
し
て
思
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
交
互
規
定
の
基
礎
付
け
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
交
互
性
一
般
へ
の
衝
動
」
に
基
礎
を
お
く
一
方
で
、
ゲ
ー
テ
は
他
方
で
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自
ら
の
調
和
の
理
論
を
「
全
体
性
へ
の
要
求
」
に
基
礎
付
け
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
部
分
と
全
体
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
な
さ

れ
て
き
た
本
論
文
の
議
論
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
、
ゲ
ー
テ
と
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
間
の
思
考
上
の
交
流
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
。

　

フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
う
し
た
交
互
規
定
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
わ
ゆ
る
「
差
異
論
文
」
に
お
い
て
批
判
を
加
え
て
い

る
。
こ
れ
に
触
れ
つ
つ
、
ゲ
ー
テ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
道
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
本
論
文
の
記
述
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
差
異
論
文
」
に
お
け
る
知
的
直
観

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
批
判
の
根
底
に
あ
る
の
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
思
弁
的
原
理
で
あ
る
、「
自
我
＝
自
我
」
の
形
式
か
ら
帰
結
す
る

有
限
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
有
限
性
は
「
脱
ポ
テ
ン
ツ
化
」
を
帰
結
す
る
が
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
「
真
の
思
弁
的
本
質
を
生

み
出
す
こ
と
に
な
る
同
一
性
と
真
の
無
限
性
」
へ
と
い
た
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
（
第
二
部
一
三
六
頁
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
反
省
と
直
観
が
一
つ
の
も
の
と
な
る
「
超
越
論
的
知
」
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
一
方
で
対
立
す
る
も
の

の
同
一
性
を
示
す
反
省
と
い
う
消
極
的
な
働
き
と
、
他
方
で
思
考
さ
れ
た
統
一
の
現
実
性
を
保
証
す
る
直
観
と
い
う
働
き
と
が
合
一
し

た
も
の
で
あ
り
、
背
後
に
は
絶
対
的
認
識
の
モ
デ
ル
が
あ
る
と
い
え
る
（
第
二
部
一
三
六
─
三
七
頁
）。

　

こ
こ
に
先
に
見
た
、
カ
ン
ト
の
可
能
性
（
思
考
）
と
現
実
性
（
存
在
）
の
産
出
的
統
一
と
し
て
の
知
的
直
観
（
1a
）
の
影
響
を
み
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
叙
述
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
超
越
論
的
哲
学
と
自
然
哲
学
と
の
「
無
差
別
点
」
を
め
ぐ
る
思

考
か
ら
、
こ
う
し
た
知
的
直
観
の
思
考
を
引
き
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
（
第
二
部
一
三
七
頁
）。

　

直
観
的
悟
性
の
受
容
の
機
縁

　

フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
一
八
〇
三
年
を
起
点
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
は
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
思
考
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
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シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
別
離
と
ゲ
ー
テ
と
の
出
会
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
知
的
直
観
と
直
観
的
悟
性
の
解
釈

と
い
う
視
点
か
ら
言
え
ば
、
可
能
性
（
思
考
）
と
現
実
性
（
存
在
）
の
産
出
的
統
一
と
し
て
の
知
的
直
観
（
1a
）
と
い
う
解
釈
か
ら
、

総
合
的
＝
普
遍
的
悟
性
と
し
て
の
直
観
的
悟
性
（
2a
）
と
い
う
解
釈
へ
の
移
行
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
移
行
は
先
に
も
挙
げ

た
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
の
交
流
を
機
縁
と
し
て
い
る
（
第
二
部
一
三
八
─
四
一
頁
）。

　

シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
は
初
め
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
無
差
別
の
点
」
等
の
議
論
を
受
け
入
れ
、
自
身
の
自
然
哲
学
へ
と
取
り
入
れ
て
い
た
。

し
か
し
ゲ
ー
テ
の
も
と
、
先
に
挙
げ
て
お
い
た
イ
エ
ナ
大
学
の
博
物
標
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
の
仕
事
に
取
り
組
む
中
で
、
実
践
的
な
仕

方
で
ゲ
ー
テ
的
な
直
観
的
悟
性
の
思
考
を
身
に
つ
け
る
こ
と
と
な
る
（
第
二
部
一
四
二
─
四
六
頁
）。

　

さ
ら
に
シ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
個
人
的
な
交
流
を
通
し
て
、ヘ
ー
ゲ
ル
は
ゲ
ー
テ
と
も
親
し
い
間
柄
と
な
っ
た
。こ
う
い
っ

た
事
情
が
先
に
記
し
た
移
行
の
直
接
的
な
機
縁
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
（
第
二
部
一
四
六
─
四
八
頁
）。
そ
の
哲
学
的
背
景
に
つ
い
て

触
れ
る
前
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ゲ
ー
テ
理
解
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
め
ぐ
る
（
無
）
理
解

　

先
に
フ
ィ
ヒ
テ
と
の
関
係
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
に
あ
っ
て
絶
え
間
な
く
創
造
す
る
自
然
は
、
収
縮
と
拡
張
と
い
っ
た
働

き
の
も
と
に
あ
る
根
本
的
分
極
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
然
は
、
直
観
的
悟
性
（
2a
）
の
働
き
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ

の
諸
形
態
の
完
全
な
系
列
を
作
り
出
し
、系
列
に
即
し
て
概
念
を
流
動
化
し
て
諸
部
分
の
間
を
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。

そ
の
際
、
同
じ
一
つ
の
理
念
は
探
求
の
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
探
求
を
導
く
目
指
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
先
の
移
行
は
理

念
へ
と
到
る
た
め
の
「
精
神
的
梯
子
」
と
な
る
（
第
二
部
一
五
〇
─
五
一
頁
）。

　

こ
う
し
た
次
第
に
つ
い
て
同
一
哲
学
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
拡
張
と
収
縮
を
根
本
図
式
と
し
て
取
り
入
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
時
間
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性
を
廃
棄
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
に
あ
っ
て
自
然
は
「
根
源
的
同
一
性
の
無
時
間
的
分
化
」、
同
じ
も
の
の
反
復
的
な
ポ
テ
ン
ツ
化
と

し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
二
部
一
五
一
頁
）。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
ゲ
ー
テ
的
な
移
行
の
契
機
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
ゲ
ー
テ
の
思
考
の
根
本
に
あ
る
直
観
的
悟

性
（
2a
）
と
い
う
考
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
ま
た
な
か
っ
た
（
た
だ
し
ダ
リ
ア
・
ナ
ッ
サ
ー
ル
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ゲ
ー
テ
と

の
間
の
距
離
を
よ
り
近
く
見
積
も
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。V

gl.�D
alia�N

assar�

“Intellectual�Intuition�and�the�
Philosophy�of�N

ature
”,�a.a.O

.�S.�235-258

）。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
無
時
間
的
な
自
然
哲
学
は
こ
う
し
て
、
可
能
性
（
思
考
）
と
現
実
性

（
存
在
）
の
産
出
的
統
一
と
し
て
の
知
的
直
観
（
1a
）
と
い
う
理
解
の
も
と
に
あ
る
、と
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
認
定
す
る
こ
と
と
な
る
（
第

二
部
一
五
二
─
五
四
頁
）。

　

直
観
的
悟
性
へ
の
移
行
の
哲
学
的
背
景

　

さ
き
に
見
た
よ
う
に
「
差
異
論
文
」
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
同
様
に
知
的
直
観
（
1a
）
の
も
と
に
思
考
し
て
い
た
。
し

か
し
上
述
の
ゲ
ー
テ
と
の
交
流
を
通
し
、
直
観
的
悟
性
（
2a
）
の
受
容
へ
と
転
回
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
哲
学
的
背
景
と
は
、
し
か

し
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
八
〇
三
年
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ポ
テ
ン
ツ
概
念
を
、絶
対
的
な
も
の
の
構
成
を
め
ぐ
る
説
明
方
式
と
し
て
は
拒
否
し
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
に
発
展
へ
の
論
理
の
欠
如
を
見
い
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
れ
以
前
に
は
非

感
性
的
直
観
に
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
「
全
体
」
を
、
概
念
的
な
い
し
論
理
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る

に
到
る
。

　

こ
れ
は
例
え
ば
、『
精
神
現
象
学
』
の
構
成
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
中
心
部
に
位
置
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
連
関
の
と
り
難
い
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「
理
性
章
」
と
「
精
神
章
」
と
の
関
係
に
そ
く
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
本
論
文
の
後
『
哲
学
の
二
五

年
』
の
第
一
二
節
等
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
理
性
の
弁
証
法
に
加
え
、
精
神
の
歴
史
的
発
展
の
説
明
を
必
要
と
し
て
い
た
次
第
を

書
き
記
す
こ
と
と
な
る
（
併
せ
て
以
下
も
参
照
の
こ
と
。V

gl.�T
erry�Pinkard�

“From
�Schellingʼs�N

aturalism
�to�H

egelʼs�
N

aturalism
”,�a.a.O

.�S.�275-288

）。

　

し
か
し
、
明
示
的
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
も
そ
の
論
脈
を
辿
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
以
下
「
イ
エ

ナ
論
理
学
」
か
ら
「
哲
学
史
講
義
」
を
経
て
、『
精
神
現
象
学
』
へ
と
到
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
途
行
き
を
辿
っ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

移
行
と
限
界
を
め
ぐ
る
思
考

　

知
的
直
観
と
直
観
的
悟
性
と
は
、「
移
行
」
の
契
機
を
め
ぐ
っ
て
分
か
た
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
移
行
と
い
う
こ

と
が
問
題
と
さ
れ
る
に
は
、
二
つ
の
領
域
を
分
か
つ
限
界
の
存
在
が
前
提
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
第
二
部
一
五
四
─
五
五

頁
）。

　
「
イ
エ
ナ
論
理
学
」
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
限
界
に
ま
つ
わ
る
こ
う
し
た
前
提
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば

限
界
と
は
、
質
の
概
念
の
「
あ
る
べ
き
で
な
い
も
の
」
か
ら
「
あ
る
べ
き
も
の
」
へ
の
移
行
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
視
点
を
変
え
れ
ば
、
限
界
と
は
規
定
態
の
数
多
性
が
無
関
与
な
も
の
と
し
て
締
め
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
い
い
あ
ら
わ
す
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
限
界
に
お
い
て
は
質
か
ら
量
へ
の
移
行
も
ま
た
、
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
概
念
か
ら
概

念
へ
の
移
行
は
、
根
本
的
な
諸
概
念
の
固
有
の
運
動
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
概
念
そ
の
も
の
の
運
動
と
い
う
把
握
へ
と
到
達
す
る
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
知
的
直
観
（
1a
）
を
必
要
と
し

な
く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
直
観
的
悟
性
（
2a
）
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
論
じ
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
の
段
階
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
実
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際
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ゲ
ー
テ
に
献
呈
し
よ
う
と
し
た
一
八
〇
四
年
の
「
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
」
は
、「
自
然
哲
学
」
の
有
機
体

へ
と
話
を
移
す
箇
所
で
途
絶
し
て
い
る
（
第
二
部
一
五
五
─
五
七
頁
）。
い
っ
た
い
何
が
欠
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

経
験
と
、
理
念
と
精
神
の
発
展

　

そ
れ
を
知
る
た
め
の
鍵
は
さ
ら
に
一
年
後
、
一
八
〇
五
年
の
「
哲
学
史
講
義
」
に
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
植
物
の
生
長

と
精
神
の
展
開
と
を
比
較
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。
植
物
の
生
長
に
お
い
て
は
種
子
が
展
開
さ
れ
て
果
実
と
な
っ
た
場
合
、
出
発
点
で
あ

る
種
子
と
到
達
点
と
な
る
果
実
と
は
別
々
の
個
体
と
な
る
。
果
実
に
含
ま
れ
る
種
子
は
再
び
ま
た
果
実
と
な
り
う
る
が
、
そ
う
し
た
過

程
を
見
届
け
、
同
じ
も
の
の
反
復
と
み
て
と
る
の
は
外
的
な
観
察
者
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
精
神
の
展
開
の
場
合
は
出
発
点
と
到
達
点
と
が
同
じ
自
己
で
あ
り
、生
じ
る
移
行
を
自
ら
が
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
自
分
自
身
か
ら
出
発
し
、
自
分
自
身
を
越
え
て
、
自
ら
が
自
分
自
身
の
他
者
と
な
る
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
こ
と
を
自
分
自

身
の
こ
と
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
弁
証
法
的
運
動
が
、
経
験
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
経
験
に
よ
っ
て
理
念
や
精
神
も
ま
た
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
第
二
部
一
五
七
─
五
九
頁
）。

　

こ
う
し
た
考
え
に
到
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
理
念
は
も
は
や
論
理
学
の
端
緒
で
も
な
け
れ
ば
、
諸
概
念
の
運
動
を
導
く
も
の
で
も

な
い
。「
本
質
的
に
理
性
の
本
性
で
あ
る
の
は
、発
展
す
る
こ
と
、発
展
を
通
し
て
の
み
把
握
さ
れ
、本
来
の
理
念
に
な
る
こ
と
に
あ
る
」。

こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
理
念
は
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
弁
証
法
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
で
あ
り
、弁
証
法
的
で
あ
る
理
性
を
把
握
す
る
悟
性
の
働
き
こ
そ
、直
観
的
悟
性
（
2a
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
第

二
部
一
五
八
─
六
〇
頁
）。
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超
感
性
的
に
経
験
す
る
こ
と

　

理
念
が
弁
証
法
的
で
あ
る
な
ら
、
理
念
の
学
で
あ
る
形
而
上
学
も
ま
た
学
と
し
て
弁
証
法
的
と
な
る
。
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
思
弁
の
始
原
へ
と
導
く
役
割
を
も
つ
論
理
学
も
ま
た
弁
証
法
的
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
区
別
は
な
く
な
る
。
両
者
は
同
じ
弁
証
法
的

学
と
し
て
ひ
と
つ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
（
第
二
部
一
五
九
─
六
一
頁
）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
先
に
も
挙
げ
て
お
い
た
ゲ
ー
テ
の
「
精
神
的
梯
子
」
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
つ
つ
、『
精
神
現
象
学
』
を
思
弁
に
到
る

た
め
の
「
梯
子
」
と
自
ら
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
方
法
論
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
こ
そ
、
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
直

観
的
悟
性
（
2b
）
の
展
開
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
（
ａ
）
意
識
の
諸
形
態
の
完
全
な
系
列
を
作
り
出
し
、（
ｂ
）
な
に
よ

り
も
形
態
の
間
の
移
行
を
問
題
と
し
つ
つ
、諸
形
態
を
全
体
と
し
て
跡
付
け
な
が
ら
観
察
す
る
。
そ
の
結
果
最
終
的
に
（
ｃ
）
理
念
、「
純

粋
概
念
」
の
認
識
な
い
し
「
絶
対
知
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
第
二
部
一
六
一
─
六
二
頁
）。

　

フ
ェ
ル
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
た
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
に
到
る
一
七
年
間
の
思
考
の
展

開
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
超
感
性
的
な
認
識
を
放
棄
し
、
超
感
性
的
に
経
験
す
る
こ
と
へ

と
到
る
道
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

哲
学
の
終
わ
り
？

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
に
よ
れ
ば
こ
う
し
て
哲
学
は
完
結
し
た（vollendet

）の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
哲
学
の
始
ま
り
と
は
、

学
と
し
て
の
哲
学
の
始
ま
り
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
意
味
で
の
哲
学
の
完
結
な
い
し
終
わ
り
、
と
は
い
っ
た
い

何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
哲
学
そ
の
も
の
の
終
わ
り
を
指
し
て
い
る
の
で
は
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な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
以
前
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
主
客
の
対
立
図
式
を
前
提
と
し
た
、
悟
性
の
働
き
と
し
て
論
弁
的
な
働
き
の
み
を
認
め
る

哲
学
の
終
わ
り
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
般
に
、
な
に
か
あ
る
も
の
の
終
わ
り
は
新
し
い
も
の
の
始
ま
り
と
も
な
り
得
る
。
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
別
様
の
哲
学
の
あ
り

方
を
指
し
示
し
て
も
い
た
。
そ
れ
は
論
弁
的
な
働
き
の
み
な
ら
ず
、
系
列
を
作
り
出
し
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
直
観
化
し
て
い
く
悟
性

の
働
き
に
基
づ
く
哲
学
で
あ
っ
た
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
る
ひ
と
つ
の
哲
学
の
終
わ
り
と
同
時
に
ほ
か
の
哲
学
の
始
ま
り
を
示
し
て
い
る
と
、

こ
う
し
て
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
認
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
射
程
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
論
じ
る
た
め
に
は
、
本
論
文
を
読
む
だ
け
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
十
分
と
は
い

え
な
い
。
こ
の
論
文
を
も
と
に
し
つ
つ
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
ま
で
溯
り
、
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
は
二
〇
一
一
年
に
、
本
解
題
に
お
い
て
も

さ
き
に
名
を
挙
げ
て
お
い
た
『
哲
学
の
二
五
年
』
と
い
う
一
冊
の
本
を
書
き
上
げ
て
い
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
『
精
神
現
象
学
』

に
到
る
ま
で
の
二
五
年
間
を
め
ぐ
っ
て
、
本
論
文
が
扱
っ
た
哲
学
史
的
展
開
と
、
悟
性
／
知
性
と
哲
学
の
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
と
が
全

面
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
の
本
全
体
に
目
を
通
し
た
上
で
初
め
て
、
そ
の
射
程
を
測
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
が
掲
載
さ
れ
る
二
〇
一
四
年
春
現
在
、『
哲
学
の
二
五
年
』
は
ド
イ
ツ
語
版
と
英
訳
版
が
入
手
可
能
で
あ
る
。
邦
訳
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
も
す
で
に
進
行
中
で
あ
り
、
そ
う
遠
く
な
い
う
ち
に
日
本
語
で
も
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

［
解
題
＝
大
熊
洋
行
：
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
哲
学
部
博
士
課
程
在
籍
］
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さ
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本
論
文
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
前
号
と
同
様
、
大
熊
が
訳
出
し
た
草
稿
を
も
と
に
、
宮
﨑
が
訳
文
全
体
を
検
討
・
推
敲
し
た
の
ち
、

さ
ら
に
両
者
の
確
認
作
業
を
経
て
完
成
さ
せ
た
。

　

最
後
に
、
本
論
文
の
訳
出
・
掲
載
に
ご
快
諾
い
た
だ
き
、
訳
者
の
質
問
に
丁
寧
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
教
授
に
あ
ら

た
め
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。［
宮
﨑
裕
助
］




