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ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
ほ
ど
、
そ
の
思
想
が
同
程
度
に
多
様
か
つ
正
反
対
の
仕
方
で
解
釈
さ
れ
た
よ
う
な
哲
学
は
、
少
な
く
と
も
近
代
哲

学
に
関
し
て
は
、
存
在
し
な
い
（
１
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
学
説
の
注
釈
者
た
ち
は
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
―
―
た

と
え
そ
の
他
の
点
で
一
致
し
て
い
な
い
と
し
て
も
―
―
見
解
の
一
致
を
見
て
い
る
。
ａ
．
そ
の
思
想
が
本
質
的
に
極
度
に
難
解
で
あ
る

こ
と
、
ｂ
．
補
足
的
で
外
的
で
は
あ
る
が
よ
り
い
っ
そ
う
重
大
な
点
と
し
て
、
そ
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
る
―
―
あ
る

い
は
対
置
さ
れ
る
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
が
難
解
で
あ
る
こ
と
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
は
―
―
何
度
も
繰
り
返
し
言
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
―
―
翻
訳
不
可
能
で
あ
る
。
Ｌ
・
エ
ー
ル
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
専
門
用
語
は
彼
特
有
の
も
の
で
あ

る
。
…
…
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
単
な
る
術
語
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
抽
象
的
な
言
語
の
な
か
に
そ
の
同
義
語
は
存
在

し
な
い
だ
ろ
う
」（
２
）。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
専
門
用
語
は
翻
訳
不
可
能
な
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
―
―
同
じ
く
非
常
に
し
ば
し

ば
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
―
―
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
さ
え
。
実
際
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
た
ち
は
「
恣
意
的
に
創

作
さ
れ
た
専
門
用
語
［selbstgeschaffene T

erm
inologie

］
の
濫
用
」
に
不
平
を
申
し
立
て
て
い
る
（
３
）。
そ
も
そ
も
、「
目
的
の

た
め
に
特
別
に
創
作
さ
れ
た
専
門
用
語
の
濫
用
［M

issbrauch einer eigens dazu erschaffenen T
erm

inologie

］」
と
い
う
哲

学
の
こ
の
有
名
な
定
義
は
、
ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
し
て
造
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
最
近
の
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者 

Ｔ
ｈ
・

ヘ
リ
ン
グ
は
、「
公
然
の
秘
密
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
者
の
誰
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
の
た
っ
た
一
頁
さ
え
一
言
一
句
解
説
で
き
る
能
力

は
な
か
っ
た
」
し
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
解
説
す
る
数
々
の
著
作
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
直
接
こ
の
哲
学
者
の
著
作
を
研
究

す
る
者
に
は
、
そ
の
作
業
は
ま
っ
た
く
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
」
と
宣
言
す
る
（
４
）。
そ
し
て
彼
は
、
必
要
な
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
想
と
言
語
用
法
の
形
成
に
一
歩
一
歩
つ
き
従
っ
て
、
一
方
に
よ
っ
て
他
方
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
最
終
的
に
そ
の
思
考
世
界

―
―
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ほ
ぼ
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
世
界
（
５
）
―
―
を
深
く
知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
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そ
う
し
た
注
釈
－
研
究
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
そ
れ
か
ら
Ｃ
ｈ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ル
は
、『
精
神
現
象
学
』
が
翻
訳
可
能
で
あ
り
（
６
）、

し
か
も
理
解
可
能
な
フ
ラ
ン
ス
語
で
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
宣
言
し
、
手
始
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
理

解
の
た
め
に
作
ら
れ
た
よ
う
な
用
語
集
を
、
つ
ま
り
『
ヘ
ー
ゲ
ル
用
語
辞
典
』
の
作
成
を
呼
び
か
け
た
（
７
）。

　

以
上
の
証
言
に
解
説
は
不
要
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
―
―
と
り
わ
け
―
―
専
門
用
語
の
不
可
解
さ
に
つ
い
て
、
議
論
の
余
地

は
な
い
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
用
語
辞
典
』
を
作
成
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
明
白
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
用
語
集
の
作
成
そ
の
も
の

は
あ
る
困
難
を
、
た
し
か
に
乗
り
越
え
難
い
わ
け
で
は
な
い
が
現
実
的
な
あ
る
困
難
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
用
語
集
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
使
用
す
る
諸
用
語
の

異
な
る
語
義
を
区
別
し
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
初
め
に
そ
れ
ら
諸
用
語
の
意
味
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
を
除
く
―
―
論
理
学
者
た
ち
が
こ
れ
ま
で
ず
っ
と

容
認
不
可
能
で
「
悪
し
き
も
の
」
と
宣
告
し
て
き
た
、
か
の
有
名
な
「
循
環
」
に
陥
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
な
に
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
用
法
は
理
解
不
能
で
あ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
う
る
と
し
て
、
そ

の
理
解
不
可
能
性
の
本
性
は
何
か
。

　

ひ
と
つ
確
実
な
こ
と
は
、
歴
史
学
者
や
注
釈
者
た
ち
の
そ
う
し
た
不
平
は
―
―
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
し

た
ら
―
―
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
面
白
が
ら
せ
る
と
同
時
に
憤
慨
さ
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
だ
。

　

彼
ら
の
不
平
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
面
白
が
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
理
由
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
無
理
解
が
体
系
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
い

わ
ば
予
見
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
８
）。
し
か
し
、
人
工
的
で
抽
象
的
な
言
語
を
話
し
て
恣
意
的
な
専
門
用
語
を
使
っ
て
い
る
、
と

い
う
非
難
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
怒
ら
せ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
切
し
て
い
な
い
と
自
覚
し
て
い
た
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か
ら
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
奇
妙
だ
が
事
実
、〔
一
般
に
見
ら
れ
る
〕
抽
象
的
な
専
門
用
語
の
濫
用
に
反
抗
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
し
、
哲

学
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
必
要
な
い
と
さ
え
考
え
て
い
た
。

　

実
際
、
一
八
〇
六
年
か
ら
す
で
に
、
イ
エ
ー
ナ
大
学
の
こ
の
年
若
い
教
授
は
彼
の
聴
衆
に
向
け
て
、
そ
の
こ
ろ
猛
威
を
振
る
っ
て
い

た
奇
癖
、
す
な
わ
ち
、
き
わ
め
て
単
純
な
諸
事
象
を
あ
え
て
「
哲
学
的
」
で
「
抽
象
的
な
」
単
語
を
使
用
し
て
指
し
示
す
（
あ
る
い
は

さ
ら
に
、
外
見
上
の
「
深
み
」
を
ま
と
い
つ
つ
、
そ
の
実
ま
っ
た
く
何
も
指
し
示
さ
な
い
）
と
い
う
偏
執
的
な
習
慣
へ
の
警
戒
を
呼
び

か
け
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
身
の
聴
衆
に
向
か
っ
て
、「
私
が
教
え
る
哲
学
体
系
の
な
か
に
は
そ
う
い
っ
た
大
量
の
定
型
表
現
の
い

か
な
る
痕
跡
も
見
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
」（
９
）
と
告
げ
る
。
す
べ
て
を
単
純
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
。
日
常
語
の
単
語
は
そ

れ
ほ
ど
深
み
が
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
存
在
〉、〈
非
－
存
在
〉、〈
一
〉、〈
多
〉、〈
特
性
〉、〈
大
き
さ
〉
…
…
、
こ
れ
ら
「
目
の
前
の
」
概

念
で
も
哲
学
に
は
十
分
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
自
分
の
言
語
で
す
べ
て
を
語
る
こ
と
は
、
民
族
の
最
高
の
教
養
に
属
す
る
（
10
）。

　
『
精
神
現
象
学
』、『
論
理
学
』、『
法
哲
学
』
の
有
名
な
著
者
に
し
て
確
実
に
最
重
要
の
こ
の
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

二
十
五
年
後
も
そ
の
主
張
を
繰
り
返
す
。
哲
学
は
―
―
そ
し
て
哲
学
者
は
―
―
特
別
な
言
語
用
法
を
創
作
す
べ
き
で
は
な
い
。
国
語
、

日
常
言
語
、
な
ら
び
に
科
学
的
言
語
の
諸
々
の
単
語
は
、
哲
学
が
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
表
現
手
段
を
哲
学
に
提
供
す
る
。

歴
史
の
な
か
で
歴
史
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
生
き
た
言
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
。
言
語
の
抽
象
的
な
諸
用
語
を
「
国
語
化
」
し
、

異
国
の
表
現
の
代
わ
り
に
「
ド
イ
ツ
語
の
」
表
現
を
用
い
る
努
力
に
直
面
し
て
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
同
時
代
人
で
こ
の
努
力
の
罪
を
引
き
受

け
た
の
は
一
人
や
二
人
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
何
人
か
、
と
り
わ
け
ク
ラ
ウ
ゼ
は
、
完
璧
に
人
工
的
で
概
し
て
理
解
不
能
な
疑
似
－

ド
イ
ツ
語
の
専
門
用
語
を
創
作
す
る
に
ま
で
至
っ
た
）、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
使
用
さ
れ
る
用
語
が
ど
の
言
語
由
来
の
も
の
で
あ
る
か
は
少

し
も
問
題
で
は
な
く
」、「
外
国
語
も
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
単
語
は
、
生
き
た
言
語
に
根
づ
い
て
市
民
権
を
得
た
な
ら
、
遠
慮
せ
ず
使
用
し

て
よ
い
し
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
（
11
）。
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哲
学
の
言
語
用
法
は
具
体
的
で
生
き
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
の
思
想
は
具
体
的
で
生
き
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
哲
学
者
は
新
し
く
特
別
な
単
語
を
―
―
で
き
る
だ
け
―
―
創
作
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
単

語
は
必
ず
抽
象
的
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
抽
象
化
の
操
作
で
は
な
く
現
実
に
、
ひ
た
す
ら
現
実
に
の
み
取
り
組
む
哲
学
者
は
そ
う
し
た
単

語
を
必
要
と
し
な
い
し
、
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
き
っ
と
、
彼
の
言
語
が
恣
意
的
か
つ
抽
象
的
で

あ
る
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
、
可
能
な
か
ぎ
り
大
き
な
具
体
物
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
が

概
し
て
理
解
さ
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
ま
さ
し
く
、
抽
象
的
思
考
に
慣
れ
親
し
ん
だ
精
神
の
持
ち
主
に
は
む
し
ろ
そ
の
大
い

な
る
具
体
性
が
妨
げ
と
な
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
思
弁
的
思
考
へ
高
揚
す
る
こ
と
は

な
い
。
卓
越
し
て
具
体
的
で
、
い
わ
ば
定
義
か
ら
し
て
具
体
的
で
あ
る
こ
の
思
考
へ
は
。

　

逆
説
に
嘆
か
な
い
で
お
こ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
言
語
用
法
は
人
工
的
で
抽
象
的
な
言
語
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
（
12
）、
と
す
で
に

宣
言
し
て
い
た
の
は
Ｌ
・
エ
ー
ル
だ
け
だ
っ
た
（
13
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
の
注
釈
者
―
―
そ
の
う
ち
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
と
ベ
イ
リ
ー

の
二
人
だ
け
挙
げ
て
お
く
（
14
）
―
―
は
皆
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
遠
慮
で
恣
意
的
な
言
語
の
使
い
方
に
不
平
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
純
粋
に
論
理
的
な
諸
範
疇
を
指
し
示
す
た
め
に
具
体
的
か
つ
科
学
的
な
観
念（
引
力
や
斥
力
等
）を
使
用
し
、同
様
に
ま
た
、

た
っ
た
ひ
と
つ
の
用
語
を
使
っ
て
異
な
る
ふ
た
つ
の
事
象
を
同
時
に
指
し
示
す
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
精
神
」
と
い
う
用
語

は
「
自
然
と
相
対
す
る
」
精
神
の
意
味
で
何
度
も
扱
わ
れ
る
が
、
別
の
と
き
に
は
、
こ
の
対
立
か
ら
独
立
に
あ
る
い
は
さ
ら
に
当
該
の

対
立
を
乗
り
越
え
た
も
の
と
し
て
精
神
を
指
し
示
す
た
め
に
使
わ
れ
る
。
一
般
に
、〔
用
語
の
そ
う
し
た
使
用
は
〕
全
体
と
そ
の
全
体

を
構
成
す
る
部
分
と
を
同
時
に
指
し
示
し
て
い
る
。
同
様
に
、
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
用
語
の
意
味
が
場
合
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
変
化
す
る

か
、
ま
た
、
あ
る
用
語
が
代
わ
る
代
わ
る
か
つ
同
時
に
ど
れ
だ
け
の
違
っ
た
意
味
を
も
ち
う
る
か
、
Ｃ
ｈ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ル
が
示
し
て

い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
（
15
）。
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し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
漠
然
と
し
て
不
明
確
な
専
門
用
語
は
、「
抽
象

的
な
」
言
語
を
使
用
し
な
い
と
い
う
、
先
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宣
言
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
ま
っ
た

く
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
点
で
の
抽
象
言
語
の
拒
否
と
は
、
あ
る
用
語
と
そ
の
意
味
の
間
に
一
義
的
で
相
互
的
な
関
係

を
確
立
し
よ
う
と
す
る
努
力
全
体
に
従
っ
て
厳
密
か
つ
人
為
的
に
固
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
専
門
用
語
を
放
棄
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
等

し
い
（
16
）。
そ
の
よ
う
な
専
門
用
語
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
厳
格
で
抽
象
的
な
専
門
用
語
は
何
で
あ
れ
提
案
さ
れ
る

し
、
あ
る
程
度
ま
で
は
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
。
し
か
し
、
哲
学
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
ま
っ
た
く
不
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
専
門
用
語
は
む
し
ろ
哲
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
危
険
で
さ
え
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
厳
格
な
専
門
用
語
は
必
ず
抽
象
的

に
な
る
か
ら
だ
。
し
か
も
そ
れ
ら
専
門
用
語
は
、混
じ
り
合
っ
て
結
集
し
て
い
る
様
々
な
意
味
を
言
語
に
よ
っ
て
切
り
離
し
て
固
定
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
言
語
の
な
か
に
受
肉
し
て
い
る
精
神
的
価
値
と
精
神
的
生
か
ら
哲
学
的
思
考
を
分
離
し
て
し
ま
い
、
そ
う
し
て
思
考

停
止
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
思
考
の
粉
砕
で
あ
り
、
固
定
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
思
考
の
死
で
あ
る
（
17
）。

　

実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
こ
と
を
非
常
に
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。「
専
門
用
語
」
は
思
考
を
停
止
さ
せ
る
、
と
。
対
し
て
、
生

き
た
言
語
の
諸
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
用
語
が
い
く
つ
か
の
異
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
で
、
思

考
が
固
定
さ
れ
る
の
を
防
ぎ
、
反
対
に
、
一
見
ま
っ
た
く
異
な
る
諸
事
象
の
間
の
内
的
関
係
を
思
考
が
発
見
す
る
の
を
促
す
。
そ
れ
は
、

抽
象
物
の
堅
固
で
死
ん
だ
同
一
性
の
代
わ
り
に
、
具
体
物
の
生
き
た
同
一
性
を
発
見
―
―
あ
る
い
は
再
発
見
―
―
す
る
こ
と
で
あ
る
。

思
考
は
、
言
語
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
〔
事
象
間
の
〕
諸
関
係
を
現
実
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
自
ら
運
動
し
、
進
展
し
、
深
化

す
る
。
悟
性
の
凝
固
し
た
諸
観
念
は
そ
の
よ
う
に
し
て
理
性
の
生
き
た
概
念
へ
と
自
己
変
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
18
）。

　

さ
ら
に
、あ
え
て
私
見
を
述
べ
て
お
け
ば
、ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
身
が
定
式
化
す
る
あ
る
方
針
を
実
践
し
て
い
る
（
19
）。
す
な
わ
ち
、ヘ
ー

ゲ
ル
は
言
語
に
隠
さ
れ
た
財
宝
を
再
び
活
性
化
し
よ
う
と
努
め
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
に
受
肉
し
て
い
る
理
性
の
歴
史
的
働
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き
を
現
実
化
し
、
綜
合
し
、
統
合
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
（
20
）。
そ
う
す
る
一
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
非
常
に
し
ば
し
ば
、「
民
衆
語
源

学
〔étym

ologie populaire

〕」（
21
）
と
い
う
蔑
称
で
今
日
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
行
な
っ
て
い
る
。

★

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
言
語
に
知
恵
が
受
肉
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
た
だ
一
人
の
者
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
っ
た
く

反
対
に
、
彼
の
時
代
全
体
、
彼
の
同
時
代
人
の
誰
も
が
こ
の
信
念
を
共
有
し
て
お
り
、
彼
よ
り
も
は
る
か
遠
く
に
ま
で
進
ん
で
い
た
。

彼
ら
全
員
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ッ
プ
の
記
念
す
べ
き
諸
発
見
で
あ
っ
た
。
ボ
ッ
プ
の
発
見
は
、ヘ
ル
ダ
ー
、ル
ソ
ー
、

ハ
ー
マ
ン
ら
の
思
想
に
連
な
る
仕
方
で
事
実
上
の
言
語
活
動
に
重
要
性
を
与
え
つ
つ
、
十
七
、十
八
世
紀
の
神
秘
主
義
的
－
神
智
学
的

伝
統
へ
復
帰
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
発
見
に
よ
っ
て
文
献
学
は
確
実
に
「
哲
学
的
学
問
」
と
な
り
、
言
語
は
哲
学
の
卓
越
し
た

研
究
対
象
と
な
っ
た
。
誰
も
が
な
ん
ら
か
の
民
衆
語
源
学
を
行
な
っ
た
。
精
神
の
客
体
化
に
し
て
化
身
た
る
言
語
は
―
―
有
機
的
組
織

体
と
ほ
ぼ
同
じ
資
格
で
―
―
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
思
想
家
に
と
っ
て
の
模
範
で
あ
り
、シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
、シ
ェ
リ
ン
グ
、ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、

カ
ネ
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
と
い
っ
た
ロ
マ
ン
派
た
ち
は
、
言
語
を
模
範
に
、
精
神
的
現
実
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
―
―
あ
る
い

は
ひ
と
つ
の
概
念
―
―
を
作
り
出
し
た
。
こ
の
運
動
は
、
一
方
で
フ
ン
ボ
ル
ト
に
お
け
る
よ
う
な
見
事
な
仕
事
に
結
実
し
（
22
）、
他
方

で
バ
ー
ダ
ー
や
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
お
け
る
よ
う
な
極
端
な
―
―
支
離
滅
裂
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
―
―
仕
事
に
行
き
着
く
こ
と
と
な

る
（
23
）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
し
か
に
専
門
家
と
し
て

0

0

0

0

0

0

〔ex professo

〕
言
語
活
動
の
哲
学
を
行
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
イ
エ
ー
ナ
で

講
義
さ
れ
た
『
精
神
哲
学
』
で
も
言
語
は
付
随
的
に
し
か
扱
わ
れ
な
か
っ
た
（
24
）。『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
も
同
様
に
、
ヘ
ー
ゲ
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ル
は
言
語
に
つ
い
て
付
随
的
に
話
す
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
し
て
私
に
反
論
す
る
の
は
止
め
た

ほ
う
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
語
に
割
い
て
い
る
数
節
は
、彼
が
確
か
に
言
語
活
動
に
重
要
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
し
っ

か
り
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
数
節
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
言
語
は
現
実
化
さ
れ
た
〈
精
神
〉
で
あ
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。〈
精
神
〉
の
進
化
は
言
語
の
進
化
の
な
か
に
受
肉
し
、
そ
こ
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
精
神
は
言
語
の
外
で
は

理
解
不
可
能
で
あ
り
、
思
考
は
言パ
ロ
ー
ル葉
の
外
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
言
葉
は
『
精
神
現
象
学
』
の
弁
証
法
的
発
展
の
最
初
か
ら
介
在
し
て

い
る
（
25
）。
こ
の
弁
証
法
の
二
重
の
リ
ズ
ム
つ
ま
り
変
換
と
意
識
化
の
リ
ズ
ム
は
、
言
葉
で
定
式
化
さ
れ
た
判
断
を
あ
ら
か
じ
め
想
定

し
、
前
提
し
、
利
用
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ン
ボ
ル
ト
理
論
に
全
面
的
に
同
意
し
て
、あ
る
国
の
言
語
―
―
ま
ず
第
一
にV

olksgeist

〔
民
族
精
神
〕

の
基
礎
的
表
現
―
―
の
認
知
と
そ
の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
、
言
語
に
受
肉
さ
れ
て
い
る
精
神
な
い
し
理
性
が
そ
こ
で
認
識
さ
れ
う
る
と

わ
れ
わ
れ
に
言
う
と
し
て
も
（
26
）、『
精
神
現
象
学
』
は
言
語
を
「
そ
の
本
質
［
精
神
の
本
質
］
の
可
視
的
不
可
視
性
」
と
し
て
定
義
し
、

「
概
念
の
統
一
は
…
…
こ
の
媒
介
す
る
運
動

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
現
実
的
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
運
動
の
単
一
な
定
在
、
媒
語

0

0

と
し
て
現
に
在
る

も
の
［D

asein

］
が
言
語
で
あ
る
」
と
語
り
、「
言
語
の
両
契
機
は
抽
象
的
普
遍
者
と
純
粋
自
己
［Selbst

］
で
あ
る
」
と
言
う
（
27
）。

『
精
神
現
象
学
』
は
、
精
神
の
歴
史
的
進
化
の
本
質
的
諸
段
階
を
叙
述
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
束
の
間
の
光
景
を
い
く
つ
か

描
写
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
役
割
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
は
こ
の
進
化
の
要
因
と
し
て
の
自
身
の
能
力
に
も
気
づ
く

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
「
分
裂
し
た
意
識
」
の
言
語
は
、「
現
実
的
」
意
識
の
本
質
的
で
特
徴
的
な
様
態
で
あ
る
「
忠
言
［Rat

］」

を
「
お
世
辞
［Schm

eichelei

］」
に
作
り
替
え
、
そ
の
語
や
名
に
よ
っ
て
、
精
神
の
こ
の
時
期
の
真
の
現
実
を
「
作
り
出
す
」。
な
ぜ

な
ら
、
そ
こ
で
事
象
を
創
造
す
る
の
は
ま
さ
し
く
名
前
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
分
裂
の
言
語
は
教
養
［Bildung

］
の
世
界

全
体
の
完
全
な
言
語
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
世
界
の
真
に
現
存
す
る
精
神
で
あ
る
」（
28
）。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
疎
外
は
言
語

0

0

〔Sprache

〕
に
お
い
て
の
み
、
と
く
に
こ
こ
で
は
そ
れ
特
有
の
意
味
で
登
場
し
て
い
る
言

語
に
お
い
て
の
み
生
起
す
る
。
―
―
す
な
わ
ち
、人
倫
の
世
界
に
お
け
る
掟0

お
よ
び
命
令

0

0

の
言
語
で
あ
り
、現
実
［W

irklichkeit

］

の
世
界
で
は
ま
ず
忠
言

0

0

〔
強
調
コ
イ
レ
〕
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
で
は
言
語
は
実
在

0

0

を
内
容
と
し
て
も
ち
、
こ
の
内
容
の
形
式

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
〔
教
養
の
世
界
〕
で
は
言
語
は
、
自
分
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
形
式
そ
れ
自
身
を
内
容
と
し

て
受
け
取
っ
て
お
り
、
言
語

0

0

と
し
て
妥
当
し
て
い
る
。
遂
行
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
遂
行
す
る
も
の
、
そ
れ
が
語
る
こ
と
の
力
そ
の

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
言
語
と
は
自
己
と
し
て
の
純
粋
な
自
己
の
定
在

0

0

［D
asein

］
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
語
に
お
い
て
は
、
自

己
意
識
の
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
個
別
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔für sich seiende E
inzelheit

〕
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
存
〔Existenz

〕

の
う
ち
へ
と
歩
み
出
て
き
て
お
り
、
結
果
、
こ
の
個
別
態
が
他
の
人
々
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
し
て
い
る
。
こ
の
純
粋
な

0

0

0

自
我
と
し
て
の

自
我

0

0

が
言
語
以
外
の
仕
方
で
そ
こ

0

0

に
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
と
は
別
の
ど
の
外
化
に
お
い
て
も
、
自
我
は
現
実
の
う
ち
へ

沈
み
込
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
で
没
入
し
て
い
る
形
態
［Gestalt

］
か
ら
自
我
は
身
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。
自
我
は
自
分
の
行

動
か
ら
も
自
分
の
人
相
術
的
表
現
（
表
情
）
か
ら
も
自
分
の
う
ち
へ
と
還
帰
し
て
お
り
、
自
我
は
そ
う
し
た
不
完
全
な
定
在
つ
ま

り
「
あ
ま
り
に
多
く
」
と
「
あ
ま
り
に
少
な
く
」
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
存
在
す
る
そ
う
し
た
定
在
を
魂
の
抜
け
た
ま
ま
に
し
て

置
き
去
り
に
す
る
。し
か
し
言
語
は
自
我
を
そ
の
純
粋
態
に
お
い
て
保
持
し
、た
だ
言
語
だ
け
が
自
我

0

0

を
、自
我
自
身
を
言
い
表
す
。

自
我
の
こ
の
定
在

0

0

は
定
在

0

0

と
し
て
は
ひ
と
つ
の
対
象
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
我
の
真
の
本
性
を
そ
の
う
ち
に
そ
な
え
る
対
象
態

で
あ
る
。〔
す
な
わ
ち
言
語
に
お
い
て
は
、〕
自
我

0

0

と
は
こ
の

0

0

自
我
で
あ
る
―
―
が
し
か
し
同
時
に
、
普
遍
的
な

0

0

0

0

自
我
で
あ
る
〔
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
〕。
自
我
が
〔
言
語
に
お
い
て
〕
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
直
ち
に
、
こ
の

0

0

自
我
が
外
化

し
つ
つ
消
失
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
我
は
こ
の
消
失
に
よ
っ
て
自
ら
の
普
遍
態
に
お
い
て
持
続
す
る
。
自
分
を
言
い
表
す
自
我

0

0

は
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聞
き
取
ら
れ
て

0

0

0

0

0

0

い
る
。
こ
の
自
我
は
ひ
と
つ
の
感
染
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
自
我
は
、
自
分
が
そ
こ
に
在
っ
て
相
対
し
て
い
る

人
々
と
の
統
一
の
う
ち
へ
と
直
接
的
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
普
遍
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
―
―
自
我
が
聞
き
取
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
、こ
の
こ
と
に
お
い
て
自
我
の
定
在

0

0

そ
れ
自
身
は
直
ち
に
響
き
を
や
め
る

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
消
失
は
自
我
の
他
在［A

nderssein

〔
他
な
る
在
り
方
〕］
で
あ
り
、
こ
の
他
在
も
ま
た
自
分
の
う
ち
に
取
り
戻
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
は
、
自
己
意
識
的
な

今0

と
し
て
の
自
我
の
定
在
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
と
き
に
そ
こ
に
な
く
、
か
つ
そ
の
消
失
に
よ
っ
て
そ
こ
に
あ
る
、
そ

う
し
た
定
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
消
失
そ
れ
自
身
が
直
ち
に
自
我
の
持
続
で
あ
る
。
こ
の
消
失
は
自
我
の
自
分
自
身
に

つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
つ
ま
り
自
分
を
他
の
自
己
の
う
ち
に
移
行
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
、
聞
き
取
ら
れ
て
普
遍
的
に
な
っ

た
も
の
と
し
て
、
知
る
こ
と
で
あ
る
。（
29
）

　
　

し
か
し
真
の
精
神
と
は
ま
さ
し
く
、
絶
対
的
に
分
断
さ
れ
た
も
の
の
こ
う
し
た
統
一
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
精
神
が
両
極
の
媒
語

と
し
て
現
存
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、こ
れ
ら
自
己
喪
失
し
た

0

0

0

0

0

0

［selbstlos

］
両
極
そ
れ
自
身
の
自
由
な
現
実
態

0

0

0

0

0

0

［W
irklichkeit

：

行
動
を
含
意
す
る
語
］
を
介
し
て
で
あ
る
。
精
神
は
普
遍
的
な
語
る
こ
と

0

0

0

0

と
分
裂
さ
せ
る
判
断
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

と
し
て
現
に
在
る

［D
asein

］。
こ
の
判
断
に
か
か
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
か
の
契
機
、
す
な
わ
ち
全
体
の
実
在
に
し
て
現
実
的
な
手
足
と
し
て
妥
当
す
べ

き
で
あ
る
す
べ
て
の
契
機
が
解
消
し
、
し
か
も
こ
の
判
断
は
自
分
自
身
を
も
戯
れ
に
解
体
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
「
判
断

す
る
こ
と
」
と
「
語
る
こ
と
」
が
真
な
る
も
の
、
征
服
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
す
べ
て
に
打
ち
克
つ
。
判
断
す
る
こ
と

と
語
る
こ
と
は
、
現
実
的
な
こ
の
世
界
に
お
い
て
為
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
真
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
こ
の
世
界
の
各

部
分
は
、
そ
の
精
神
を
言
明
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
精
神
を
も
っ
て
語
ら
れ
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
言
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。（
30
）
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こ
こ
で
精
神
が
〔
言
語
と
い
う
〕
こ
の
現
実
性
を
受
け
取
る
の
は
、
精
神
が
統
一

0

0

し
て
い
る
両
極
が
、〔
統
一
さ
れ
な
が
ら
も
〕

同
じ
ぐ
ら
い
直
接
的
な
仕
方
で
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
固
有
の
現
実
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
両
極
の
統
一
は
堅
固
な
両
側
面
へ
と
解
体
さ
れ
て
お
り
、
各
側
は
他
方
に
対
し
て
現
実
的
な
対
象
で
あ
り
、
し
か
も
他
方
か
ら

排
除
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
統
一
は
ひ
と
つ
の
媒
語

0

0

［M
itte

］
と
し
て
現
れ
出
て
く
る
。
こ
の
媒
語
は
、
両
側
面

の
分
か
れ
た
現
実
態
か
ら
排
除
さ
れ
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
媒
語
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
現
実
的
な
対

象
態
で
あ
り
、
両
側
面
か
ら
区
別
さ
れ
た
対
象
態
で
あ
る
。
媒
語
は
両
側
面
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

0

在
り
、
す
な
わ
ち
媒
語
は
ひ
と
つ
の
定
在

す
る
も
の［D

aseiendes
］で
あ
る
。
精
神
的
実
体

0

0

0

0

0

が
そ
の
よ
う
な
実
体
と
し
て
現
存
の
な
か
に
歩
み
出
て
く
る
の
は
、よ
う
や
く
、

こ
の
よ
う
な
純
粋
な
自
己
〔
言
語
〕
が
直
接
的
に
妥
当
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

現
実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
純
粋
な
自
己
が
そ
う

で
あ
る
の
は
た
だ
疎
外
す
る
媒
介

0

0

を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
同
程
度
に
直
接
知
っ
て
い
る
、
そ
う
し
た
自
己
意
識
を

精
神
的
実
体
が
そ
の
両
極
か
ら
獲
得
し
た
と
き
で
あ
る
。
第
一
の
知
に
よ
っ
て
、
両
契
機
は
自
己
自
身
を
知
る
範
疇
へ
と
純
化
さ

れ
、
こ
れ
と
共
に
、
自
分
た
ち
が
精
神
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
点
に
ま
で
純
化
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
第
二
の
知
に
よ
っ
て
、
精
神

は
精
神
性
と
し
て
定
在
の
う
ち
へ
と
歩
み
入
る
。
―
―
そ
の
よ
う
に
し
て
精
神
は
媒
語
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
あ
の
両
極
を
前
提
す

る
媒
語
、
ま
た
両
極
の
定
在
を
通
じ
て
生
み
出
さ
れ
る
媒
語
で
あ
る
―
―
し
か
し
ま
た
同
様
に
、
こ
の
媒
語
は
両
極
の
間
に
突
然

湧
き
出
る
精
神
的
全
体
で
も
あ
る
。
こ
の
全
体
が
両
極
へ
と
自
ら
を
分
裂
さ
せ
、
そ
う
し
て
両
極
を
接
触
さ
せ
て
初
め
て
、
そ
れ

ら
の
原
理
に
お
い
て
両
極
を
全
体
と
し
て
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
―
―
両
方
の
極
が
即
自
的
に
は

0

0

0

0

0

す
で
に
止
揚
さ
れ
解
体
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
両
者
の
統
一
を
顕
現
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
統
一
の
運
動
に
よ
っ
て
、
両
者
は
連
結
さ
れ
、
そ
の
規
定
は
交

換
さ
れ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
極
の
う
ち
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

連
結
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
媒
介
操
作
が
両
極
そ
れ
ぞ
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れ
の
概
念

0

0

を
そ
の
現
実
態
の
う
ち
へ
と
定
立
す
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
媒
介
が
、
各
極
が
即
自
的
に

0

0

0

0

そ
れ
で
あ
る

と
こ
ろ
の
も
の
を
そ
の
精
神

0

0

に
す
る
の
で
あ
る
。（
31
）

　

言
語
、「
言
語
活
動
」、「
語
る
こ
と
と
判
断
す
る
こ
と
」
の
こ
う
し
た
ほ
ぼ
存
在
論
的
な
優
越
性
は
、
た
し
か
に
、
分
裂
し
た
意
識

―
―
〈
他
者
〉
の
う
ち
へ
の
自
ら
の
反
映
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
反
映
に
よ
っ
て
の
み
、
存
在
す
る
意
識
―
―
の
ひ
と
つ
の
特
徴
的
な

性
質
で
あ
る
。
必
ず
し
も
精
神
の
他
の
諸
世
界
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
美
し
き

魂
［schöne Seele

］」
の
叙
述
に
ま
で
至
る
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
再
び
言
語

0

0

が
精
神
の
定
在
［D

asein

］
で
あ
る
の
を
見
る
。
言
語
は
他
の
人
々
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
し
て
い

る
自
己
意
識
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

直
接
的
に
目
の
前
に
在
る

0

0

0

0

0

0

〔vorhanden

〕
自
己
意
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ0

の0

自
己
意
識
で
あ
り
な
が
ら
普
遍
的
な
自
己
意
識
で
も
あ
る
。
言
語
は
自
分
を
自
分
か
ら
分
離
す
る
自
己
で
あ
り
、
こ
の
自
己
は

純
粋
な
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
し
て
自
分
に
と
っ
て
対
象
的
と
な
り
つ
つ
も
、
こ
の
対
象
性
に
お
い
て
な
お
自
分
を
ま
さ
し

く
こ
の

0

0

自
己
と
し
て
保
持
し
て
い
る
。
同
様
に
ま
た
、
こ
の
自
己
は
他
の
自
己
た
ち
と
無
媒
介
に
合
流
し
て
お
り
、
彼
ら
の

0

0

0

自
己

意
識
で
も
あ
る
。
こ
の
自
己
は
自
分
を
聞
き
取
る
［sich vernehm

en

：
聴
覚
の
契
機
す
な
わ
ち
言
語
の
媒
語
を
含
意
す
る
語
］

と
同
時
に
他
の
自
己
た
ち
に
よ
っ
て
聞
き
取
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
「
聞
き
取
り
」
こ
そ
は
自
己
と
な
っ
た
定
在

0

0

0

0

0

0

0

0

〔das zum
 

Selbst gew
ordene D

asein

〕
で
あ
る
。

　
　
〔
以
上
は
言
語
の
形
式
的
側
面
だ
が
、〕
言
語
が
こ
こ
で
獲
得
し
た
内
容
に
つ
い
て
言
う
と
、
そ
れ
は
も
は
や
教
養
世
界
の
転
倒
さ
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れ
つ
つ
転
倒
さ
せ
る
自
己
、
そ
の
よ
う
に
分
裂
し
た
自
己
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
の
う
ち
へ
還
帰
し
た
精
神
、
自

分
と
自
分
の
真
理
と
を
自
分
の
自
己
に
お
い
て
確
信
し
て
い
る
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
の
承
認
を
確
信
し

つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
知
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
精
神
で
あ
る
。〔
さ
て
〕
人
倫
的
精
神
の
言
語
は
掟
で
あ
り
、
単
一
な
命
令
と

嘆
息
で
あ
る
…
…
。
こ
れ
に
対
し
て
道
徳
的
意
識
は
ま
だ
無
言

0

0

で
あ
り
、
自
分
の
も
と
に
あ
っ
て
自
分
の
内
面
に
閉
じ
こ
も
っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
意
識
に
お
い
て
は
自
己
は
ま
だ
定
在
を
も
た
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
定
在
と
自
己

0

0

は
よ
う
や
く
や
っ
と
外

面
的
な
相
互
関
係
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
言
語
と
い
う
も
の
は
た
だ
、
独
立
的
か
つ
承
認
さ
れ
た
自

己
意
識
間
の
媒
語
［M

itte
］
と
し
て
の
み
顕
現
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、そ
し
て
〔
言
語
に
お
い
て
〕
定
在
す
る
自
己

0

0

0

0

0

0

［daseiende 
Selbst

］
は
そ
の
ま
ま
、
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
多
数
で
あ
り
つ
つ
こ
の
多
数
性
に
お
い
て
単
一
で
あ
る
、

そ
う
し
た
承
認
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
良
心
の
言
語
の
内
容
は
、
自
分
が
本
質
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔das sich 
als W

esen w
issende Selbst

〕
で
あ
る
。（
32
）

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
言
語
は
精
神
そ
の
も
の
の
発
展
―
―
す
な
わ
ち
充
実
と
深
化
―
―
と
共
に
発
展
し
、
充
実
し
、
深
化
す
る
が
、

お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
「
共
に
」
と
言
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
ふ
た
つ
の
プ
ロ
セ
ス
は
現
実
に
は
た
だ
ひ
と
つ
の
同

じ
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
ふ
た
つ
の

0

0

0

0

プ
ロ
セ
ス
で
は
な
い
か
ら
だ
。
で
は
ふ
た
つ
の
側
面
と
言
う
べ
き
か
…
…
。
だ
が
、「
側
面
」
や
「
ア

ス
ペ
ク
ト
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
さ
え
ま
だ
あ
ま
り
に
外
的
で
、
あ
ま
り
に
多
く
の
分
離
と
相
対
的
な
独
立
―
―
あ
る
い
は
一
方
的
な

依
存
―
―
と
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
け
れ
ど
も
言
語
と
精
神
の
統
一
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
現
実
性
の
生
き
た
弁
証
法
的
統
一
で

あ
る
。

　

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
自
身
に
忠
実
に
、
言
語
の
特
性
を
追
究
す
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
の
受
肉
の
諸
段
階
と
同
時
に
精
神
の
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自
己
意
識
化
と
の
特
性
の
追
求
で
あ
る
。

　
　

言
語

00

0

0

―
―
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
定
在
［D

asein

］
で
あ
り
な
が
ら
、
直
接
に
自
己
意
識
的
な
現
存
〔Existenz

〕
で
も
あ
る
。
個0

別
的
な

0

0

0

自
己
意
識
は
言
語
に
お
い
て
そ
こ
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
こ
の
自
己
意
識
は
普
遍
的
な

0

0

0

0

感
染

〔allgem
eine A

nsteckung

〕
と
し
て
直
接
に
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
〔
言
語
に
お
い
て
〕
対
自
存
在
は
完
全
に
特
殊
化
し
な

が
ら
同
時
に
流
動
し
、
数
多
の
自
己
［Selbst

］
に
伝
達
さ
れ
な
が
ら
彼
ら
の
普
遍
的
な
統
一
と
な
る
。
言
語
と
は
魂
と
し
て
現

存
す
る
魂
で
あ
る
。（
33
）

　

し
た
が
っ
て
最
終
的
に
、「
精
神
は
言
語
に
お
い
て
真
に
自
己
意
識
的
な
定
在
を
獲
得
す
る
。
そ
の
場
合
の
言
語
と
は
、
異
他
的
で

そ
れ
ゆ
え
偶
然
的
で
、か
つ
普
遍
的
で
な
い
よ
う
な
、そ
う
し
た
自
己
意
識
の
言
語
〔
託
宣
〕
で
は
な
い
」（
34
）
…
…
そ
う
で
は
な
く
、「
自

分
を
知
っ
て
い
る
思
考
の
言
語
」
で
あ
る
（
35
）。
こ
の
言
語
、
絶
対
精
神
が
そ
こ
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
言
語
と
は
、
哲
学
の
言

語
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
は
、
哲
学
の
段
階
ま
で
自
ら
高
揚
し
た
民
族
の
言
語
で
あ
る
。
彼
ら
の
文
化
は
絶
対
知
の
水
準
ま
で
高
ま
っ

て
お
り
、
そ
の
知
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
う
固
く
信
じ
て
い
る
が
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
弁
証
法
的
論
理
学
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
。

　

今
や
、『
論
理
学
』「
序
文
」
の
テ
ク
ス
ト
の
射
程
全
体
が
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
そ
の
箇
所
に
触
れ

て
い
た
が
、
今
や
そ
の
全
体
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

あ
る
言
語
が
思
惟
規
定
そ
の
も
の
を
表
す
豊
か
な
論
理
的
表
現
を
も
つ
場
合
、
す
な
わ
ち
固
有
の
表
現
と
細
や
か
な
表
現
の
区
別
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を
も
つ
場
合
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
言
語
の
長
所
で
あ
る
。
…
…
ド
イ
ツ
語
は
こ
の
点
で
他
の
近
代
言
語
に
比
べ
て
多
く
の
長
所
を

も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
語
の
か
な
り
の
数
の
単
語
が
、
様
々
な
意
味
を
も
つ
だ
け
で
な
く
反
対
の
意
味
さ
え
も
っ
て
い

る
、
と
い
う
特
性
を
そ
な
え
て
お
り
、
結
果
、
そ
こ
に
言
語
そ
れ
自
身
の
思
弁
的
精
神
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

語
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
思
弁
の
所
産
で
あ
る
反
対
物
同
士
の
一
致
、
悟
性
に
と
っ
て
は
錯
誤
〔w

idersinnig

〕
で

あ
る
よ
う
な
一
致
を
も
つ
語
、
つ
ま
り
正
反
対
の
意
味
を
も
ち
合
わ
せ
る
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

語
を
、
素
朴
な
形
で
は
あ
れ
、
す
で
に
辞
書

の
な
か
に
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
た
し
か
に
思
惟
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
喜
び
で
あ
る
。（
36
）

　

ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
が
思
弁
的
思
考
の
支
持
体
と
移
動
手
段
の
役
目
を
果
た
す
と
い
う
い
わ
ば
予
定
的
運
命

が
作
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
今
し
が
た
見
た
通
り
、
ド
イ
ツ
語
は
思
弁
的
思
考
と
思
弁
的
命
題
の
諸
条
件
を
こ
と
さ
ら
幸
運
な
仕
方

で
現
実
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

主
語
と
述
語
の
区
別
を
含
ん
で
い
る
判
断
も
し
く
は
命
題
一
般
の
本
性
は
、
思
弁
的
命
題
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
。
…
…
同
一
命

題
［
思
弁
的
命
題
］
は
主
語
と
述
語
の
関
係
に
対
す
る
反
対
命
題
を
も
っ
て
い
る
。
―
―
命
題
一
般
の
形
式
と
、
こ
の
形
式
を
破

壊
す
る
概
念
の
統
一
と
の
衝
突
は
、
リ
ズ
ム
の
な
か
で
の
、
拍
子
と
ア
ク
セ
ン
ト
の
衝
突
に
似
て
い
る
。
リ
ズ
ム
は
両
者
の
浮
動

す
る
中
間
［M

itte

］
と
両
者
の
統
一
と
か
ら
生
ま
れ
る
。
だ
か
ら
哲
学
的
命
題
に
お
い
て
も
、
主
語
と
述
語
の
同
一
性
は
両
者

の
区
別
を
、
つ
ま
り
命
題
の
形
式
が
表
し
て
い
る
両
者
の
区
別
を
無
く
し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
の
統
一
を
ひ
と
つ
の

調
和
と
し
て
生
み
出
す
べ
き
で
あ
る
。（
37
）
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思
弁
的
思
考
の
特
性
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
態
度
変
更
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
主
語
か
ら
述
語
へ
移
行
し
、
述
語
か
ら
再
び
主
語

へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
不
断
の
逆
転
運
動
で
あ
る
。
思
弁
的
思
考
は
主
語
と
述
語
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
転
倒
さ
せ
、
こ
の
逆

転
に
よ
っ
て
そ
れ
固
有
の
循
環
運
動
を
維
持
す
る
。
思
弁
的
思
考
は
、
途
上
で
出
会
っ
た
す
べ
て
の
も
の
で
充
実
し
た
自
分
自
身
へ
と

回
帰
す
る
。
し
か
し
、
思
弁
的
思
考
が
見
つ
け
た
す
べ
て
の
も
の
、
自
ら
の
た
め
に
つ
か
み
取
っ
た
す
べ
て
の
も
の
は
、
い
わ
ば
す
で

に
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
人
類
の
精
神
的
経
験
の
な
か
（
38
）、
と
り
わ
け
言
語
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な

思
考
様
態
こ
そ
が
―
―
そ
れ
は
新
た
な
対
象
で
は
な
い
―
―
と
く
に
哲
学
の
特
性
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
理
由

で
、
哲
学
は
「
い
か
な
る
特
別
な
専
門
用
語
も
必
要
と
し
な
い
」（
39
）。

★

　

け
れ
ど
も
、
か
り
に
事
情
が
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
哲
学
が
厳
密
に
言
っ
て
固
有
の
専
門
用
語
を
必
要
と
し
な
い
の
だ
と
す
る
と
、

な
に
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
専
門
用
語
は
理
解
不
可
能
に
し
て
翻
訳
不
可
能
（
40
）
で
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
た
し
か
に
言
語
は
哲
学

の
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
い
わ
ば
す
で
に
内
容
と
し
て
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、
た
と
え
ば
「
論
理
的
対
象
と
そ
の
表
現
を
誰
も

が
知
っ
て
い
る
」
と
は
い
え
、「
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
の
よ
う
に
知
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

も
の
」
が
、
あ
る
思
考
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
れ
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
「
認
識
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
41
）。
加
え
て
、
も
し
省
察
と
哲
学
的
思
弁
と
の
対
象

に
な
り
う
る
す
べ
て
も
の
が
、
今
し
が
た
述
べ
た
よ
う
に
、
人
類
の
―
―
民
族
の
―
―
歴
史
的
経
験
の
な
か
に
内
容
と
し
て
す
で
に
包

含
さ
れ
、
そ
の
言
語
の
な
か
に
受
肉
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
こ
の
内
容
を
認
識
し
、
自
覚
し
、
そ
う
し
て
言
語
活

動
の
素
朴
な
思
弁
の
な
か
に
理
性
の
思
弁
的
真
理
を
発
見
す
る
に
至
る
の
は
、
唯
一
、
哲
学
的
で
思
弁
的
な
思
考
だ
け
で
あ
る
。
か
く
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し
て
―
―
一
八
〇
六
年
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
徒
た
ち
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
世
界
精
神
は
新
た
な
躍
進
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
」

ゆ
え
に
（
42
）
―
―
思
弁
的
思
考
は
、
言
語
の
諸
々
の
用
語
が
歴
史
的
に
充
実
さ
せ
て
き
た
様
々
な
意
味
内
容
を
弁
証
法
的
に
統
一
す

る
こ
と
で
、
そ
こ
に
別
の
意
味
を
発
見
な
い
し
再
－
発
見
す
る
が
、
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
意
味
は
そ
れ
ら
用
語
の
「
素
朴
な
」
あ
る
い

は
「
悟
性
的
な
［verständig

］」
意
味
内
容
と
比
べ
て
斬
新
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
考
に
お
い
て
諸
概
念
が
引
き
受
け
る
そ
う
し

た
新
し
い
意
味
は
―
―
実
際
ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
こ
そ
が
こ
の
最
初
の
躍
進
を
実
現
す
る
―
―
、
必
然
的
に
、
主
観
的
意
識
に
は
異
他

的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
意
識
は
実
現
さ
れ
た
諸
々
の
進
展
に
参
与
し
な
か
っ
た
し
―
―
い
ま
だ
参
与
し
て
い
な
い
し
―
―
、
ま
た

こ
の
意
識
に
と
っ
て
概
念
〔concepts

〕
と
は
な
お
観
念
〔notions

〕
の
ま
ま
で
あ
り
、「
概
念
」（
43
）
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
は
、
し
た
が
っ
て
、
語
の
な
か
に
受
肉
し
た
様
々
な
意
味
内
容
の
弁
証
法
的
な
綜
合
を
実
現
し
て

い
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
―
―
不
敬
の
罪
を
恐
れ
な
け
れ
ば
―
―
、
専
門
用
語
な
ら
び
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
言
語
用
法
一
般
は
多
か
れ
少
な
か
れ
と

て
も
よ
く
で
き
た
地
口
で
溢
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
有
名
なA

ufheben

。
そ
の
語
は
廃
棄
と
同
時
に
保
存
を
意
味
し
て
い
る
（
44
）。
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ー
ト
ル
ー
そ
れ
に
ま
た
ジ
ャ

ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
氏
も
、
こ
の
用
語
の
分
析
の
た
め
に
驚
く
ほ
ど
頁
を
割
い
て
い
る
（
45
）。
だ
が
、A

ufheben

を
例
外
的
な
事
例
と
み

な
す
の
は
間
違
い
だ
ろ
う
。
他
に
も
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、M

einung

（
意
見
）
とm

ein

（
私
の
）
を
接
近
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
、

m
einen

〔
と
思
う
、
と
い
う
意
見
で
あ
る
〕
と
い
う
語
が
必
然
的
に
主
観
的
意
見
―
―
私
見
―
―
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
結
論
を

引
き
出
す
（
46
）。M

einung

は
し
た
が
っ
て
定
義
上
、
普
遍
的
で
「
私
に
属
さ
な
い
」
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
な
わ
ち

同
様
に
定
義
上
、
真
理
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、M

einen

の
用
語
を
使
用
す
る
さ
い
は
そ
こ
に
主

観
性
の
側
面
を
含
ま
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
し
くA

ufheben

の
事
例
に
お
け
る
の
と
同
じ
方
式
を
押
し
進
め
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
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語
源
を
利
用
―
―
ま
た
は
乱
用
―
―
し
な
が
ら
想
起
と
内
面
化
を
接
近
さ
せ
（Erinnerung

＝Er-Innerung

）（
47
）、
こ
の
与
え
た

意
味
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
こ
の
二
観
念
を
戯
れ
さ
せ
、
互
い
を
透
け
て
見
さ
せ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
他
方
、Bestim

m
ung

（
規
定
）

の
用
語
を
予
定
的
運
命
や
使
命
や
目
標
の
観
念
を
喚
起
す
る
よ
う
な
仕
方
で
聞
か
せ
る
こ
と
で
、
事
物
の
規
定
の
な
か
に
そ
の
運
命
や

結
末
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、gleichgültig

（
無
関
心
）
の
用
語
が
語
源
的
に
分
解
さ
れ
てgleich-gültig

（
等
価
な

〔
等
し
く
妥
当
す
る
〕）
と
さ
れ
た
り
、Einbildung

（
幻
想
、
想
像
、
構
想
）
の
観
念
が
、bilden

（
形
成
す
る
）
＝bauen

（
構
築

す
る
）
の
い
わ
ば
調
和
的
意
味
内
容
を
鳴
り
響
か
せ
る
思
弁
的
概
念
へ
と
変
容
し
、sich einbilden

〔
自
ら
を
構
築
す
る
、
思
い
込

む
〕
へ
と
至
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
変
容
か
ら
ほ
ぼ
直
接
に
感
じ
取
ら
れ
る
通
り
、
想
像
と
い
う
行
為
は
感
性
的
世
界
を
構
築
す
る
こ

と
で
あ
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
こ
へ
と
導
き
入
れ
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
こ
へ
閉
じ
込
め
、
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
構
築
体
の
構
成
要
素

に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
具
体

0

0

〔concret

〕
の
意
味
の
な
か
にconcrescere

〔
厚
く
な
る
、
濃
く
な
る
、

太
る
〕
の
意
味
内
容
を
垣
間
見
さ
せ
、
そ
こ
に
そ
な
わ
る
生
―
―
有
機
的
「
成
育
〔croissance

〕」
―
―
の
あ
ら
ゆ
る
調
和
性
を
暗

示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
で
あ
り
か
つ
豊
富
な
規
定
と
運
動
で
あ
る
「
具
体
的
普
遍
」
に
到
達
す
る
。
媒
介
作
用
（V

erm
ittlung

）

の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
こ
に
媒
介
物
の
理
念
―
―
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
氏
が
き
わ
め
て
見
事
に
示
し
た
も

の
（
48
）
―
―
だ
け
で
な
く
、
組
織
す
る
も
の
と
し
て
の
媒
語
（M

itte

）（
49
）
の
理
念
を
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
媒
語
は
、
対
立
す

る
両
項
を
分
離
す
る
と
同
時
に
結
び
直
す
も
の
と
し
て
、
両
項
の
間
で
媒
介
物
の
役
目
を
果
た
す
。
こ
の
媒
語
と
い
う
中
間
の
場
の
内

部
で
の
み
、
両
項
は
分
離
と
対
立
を
起
こ
し
、
こ
の
同
じM

itte
に
よ
っ
て
、
こ
のM

itte

の
た
め
に
、
無
定
形
で
未
組
織
の
「
無
媒
介

態
（U

nm
ittelbare

）」
を
組
織
し
、中
心
に
据
え
て
形
成
す
る
。
最
後
に
、概
念
（Begriff

）
の
概
念
の
な
か
に
そ
の
周
縁
の
理
念
を
、

つ
ま
りgreifen

（
つ
か
む
、
把
握
す
る
）
やbe-greifen

（
包
括
す
る
、
全
体
的
に
理
解
す
る
）
と
い
っ
た
ご
く
単
純
な
理
念
を
介
在

さ
せ
な
が
ら
（
50
）、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
身
の
示
す
理
念
や
用
語
の
い
わ
ば
語
源
的
意
味
の
な
か
に
、
自
己
自
身
と
そ
の
反
対
物
を
内
容
と
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し
て
包
括
す
る
精
神
的
作
用
（conceptus

〔
概
念
的
把
握
、
理
解
、
着
想
〕）
を
含
ま
せ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
し
て
い
る
こ
と
は
「
民
衆

語
源
学
」
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
な
が
ら
彼
が
し
て
い
る
の
は
、
た
し
か
に
同
時
に
と
り
わ
け
思
弁
で
あ
る
。

★

　

さ
て
今
、
ひ
と
つ
の
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
言
語
と
文
体
に
お
い
て
、
そ
の
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
諸
々
の
文
言

に
お
い
て
、
往
来
の
逆
転
運
動
に
即
し
て
、
自
ら
の
た
め
に
「
哲
学
的
命
題
」
と
「
思
弁
的
思
考
」
か
ら
作
り
出
し
た
理
念
を
き
わ
め

て
意
識
的
に
―
―
と
私
に
は
思
え
る
―
―
追
跡
し
て
い
る
と
す
れ
ば
（
51
）、
彼
が
追
い
か
け
て
い
る
理
念
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
民
衆

語
源
学
に
も
と
づ
く
そ
の
地
口
の
用
語
の
な
か
に
彼
が
同
じ
く
ら
い
意
識
的
に
閉
じ
込
め
て
い
る
理
念
と
は
。
わ
れ
わ
れ
は
上
で
時
代

の
影
響
に
つ
い
て
示
唆
し
た
が
、
そ
う
し
た
当
時
の
知
性
た
ち
の
運
動
一
般
に
影
響
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
才
能
、
想
像
豊
か
で
感
情
的

な
才
能
は
（
52
）、
人
並
外
れ
て
発
達
し
た
言
語
の
想
像
力
も
手
伝
っ
て
（
53
）、
た
だ
単
に
「
言
葉
遊
び
」
を
面
白
が
っ
て
い
る
だ
け
な

の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
言
葉
遊
び
は
い
つ
の
時
代
に
も
、
原
始
心
性
（
54
）
や
黎
明
期
の
哲
学
的
思
考
（
55
）
が
面
白
が
り
、
わ

れ
わ
れ
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
の
情
熱
で
も
っ
て
追
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
は
相
当
そ
れ
に
適
し
て
い
た
―
―
そ
し
て

今
も
適
し
て
い
る
（
56
）
―
―
の
だ
か
ら
。
お
そ
ら
く
後
半
の
も
の
が
最
も
深
い
理
由
で
あ
る
。
環
境
の
影
響
つ
ま
りZeitgeist

〔
時

代
精
神
〕
が
自
ら
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
何
よ
り
も
、「
影
響
を
受

け
る
」
と
言
う
と
き
の
影
響
と
は
―
―
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
か
ら
言
え
ば
―
―
そ
の
者
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
57
）。
他
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
個
性
や
思
想
の
そ
う
し
た
土
台
―
―
「
即
自
的
な
も
の
」
―
―
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
こ
こ
で
確
実
に
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
い
て
い
る
の
は
、「
対
自
的
な
も
の
」
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
法
の
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論
拠
と
な
る
理
論
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
自
ら
の
手
法
を
「
理
解
」
し
て
い
る
そ
の
仕
方
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
地
口
、
言
葉
遊
び
、
民
衆
語
源
学
（
よ
り
正
確
に
は
こ
の
最
後
の
も
の
の
使
用
）
が
、
本
質
的
と
思
え
る

あ
る
一
点
に
お
い
て
彼
の
同
時
代
人
た
ち
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
際
の
と
こ
ろ
「
本
来
的
な
も
の
［eigentlich

］」
の
方
法
を
―
―
ほ
と
ん
ど
―
―
使
用
し
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

当
節
つ
ま
り
十
九
世
紀
に
し
か
じ
か
の
事
柄
を
意
味
す
る
し
か
じ
か
の
用
語
（
た
と
え
ばinfluence

〔
影
響
〕
を
意
味
す
るEinfluß

）

が
現
実
に
は
ま
っ
た
く
別
の
事
柄
（
す
な
わ
ち
「in-fluence

」、「in-flux

」〔
な
か
へ
－
流
れ
る
〕、Ein-fluß

、
そ
し
てein-fließen

〔
な
か
へ
－
流
れ
込
む
〕
の
能
動
的
意
味
な
い
し
受
動
的
意
味
）
を
表
現
す
る
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
葉

遊
び
を
利
用
す
る
仕
方
で
問
題
の
用
語
を
使
用
し
、
現
実
の
流
入
（Strom

 der einfließenden W
irklichkeit

）
に
訴
え
る
よ
う
な

や
り
方
で
現
実
の
影
響
（Einfluß der W
irklichkeit

）
に
つ
い
て
語
り
（
58
）、あ
る
い
は
ま
た
、Denken

〔
思
考
〕
とD

ing

〔
事
物
〕

を
関
係
さ
せ
て
、
思
考
が
諸
事
物
の
現
実
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
（
59
）。
け
れ
ど
も
、
今
し
が
た
言
っ
た
通
り
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
「
本
来
的
な
も
の
」
の
体
系
を
真
に
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
反
対
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
起
源
」
を
盲
信
す
る

わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
用
語
が
取
り
う
る
様
々
な
意
味
内
容
の
な
か
に
「
原
初
的
意
味
［U

r-sinn

］」
を
探
求
す
る
わ
け
で

も
な
い
。
概
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
選
択
し
な
い
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
他
の
所
と
同
様
に
、
他
の
人
た
ち
がentw

eder –– oder

〔
…
か

ま
た
は
…
か
〕
と
言
っ
て
い
る
そ
の
場
所
で
、sow

ohl als auch

〔
…
と
同
様
…
も
〕
と
言
う
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
本
質
的
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
的
で
も
あ
る
自
ら
の
発
展
に
お
い
て
精

神
が
た
ど
る
全
局
面
に
は
、そ
れ
ら
固
有
の
価
値
と
真
理
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
休
止
（Ruhe

）
を
運
動
（Bew

egung

）

へ
と
弁
証
法
的
に
統
一
し
（
60
）、
非
時
間
的
生
成
と
い
う
彼
の
観
念
（
61
）
に
よ
っ
て
時
間
（Zeit

）
を
永
遠
（Ew

igkeit

）
へ
と
結
び

直
す
こ
と
を
最
終
目
標
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
が
（
62
）、
彼
に
と
っ
て
、
自
己
自
身
へ
向
か
う
精
神
の
生
成
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
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る
全
段
階
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
段
階
の
す
べ
て
が
―
―
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
―
―
精
神
の
全
体
的
経
験
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
の
全
体

的
経
験
に
お
い
て
各
段
階
は
す
べ
て
記
憶
の
な
か
へ
保
存
さ
れ
る
。各
段
階
は
そ
こ
で
不
滅
の
所
有
地
を
形
成
し
て
お
り
、そ
し
て
ヘ
ー

ゲ
ル
的
精
神
（
概
念
）
は
、
自
ら
を
内
化
し
つ
つ
自
ら
の
永
遠
的
存
在
を
自
覚
す
る
こ
と
で
そ
れ
ら
を
再
発
見
し
、
自
ら
の
生
成
に
お

い
て
先
行
す
る
そ
れ
ら
諸
形
態
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
が
ら
も
抹
消
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
―
―
自
分
自
身
で
自
ら
を
理
解
し
な
が
ら

―
―
自
ら
の
う
ち
で
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
諸
々
の
概
念
は
―
―
と
い
う
の
も
、
思
考
の
受
肉
で
あ
る
言
語
は
諸

概
念
（
あ
る
い
は
諸
観
念
）
を
表
現
し
、
か
つ
表
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
（
63
）
―
―
経
験
に
お
い
て
歴
史
的
に
現
実
化
さ
れ

た
諸
々
の
意
味
内
容
の
全
体
、
こ
の
意
表
を
突
く
全
体
を
提
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
に
お
い
て
は
、
永
遠
的
概

念
は
歴
史
と
時
間
の
直
接
的
で
本
質
的
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
的
体
系
の
経
済
に
お
け
る
歴
史
と
時
間
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
論
理
と
歴
史
の
同
一
性
は
、
Ｌ
・

ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
が
述
べ
た
通
り
、
体
系
の
本
質
的
な
支
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
64
）。
し
か
し
こ
の
同
一
性
―
―
二
元
性
の
混
乱

0

0

0

0

0

0

も
一
元
性
の
分
離
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔sine confusione dualitatis nec separatione unitatis

〕
弁
証
法
的
同
一
性
―
―
の
理
解
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
同
一
性
を
、「
歴
史
的
現
実
」
の
な
か
に
精
神
の
永
遠
に
成
就
さ
れ
た
永
遠
の
進
化
の
青
ざ
め
た
反
映
、

つ
ま
り
根
本
的
に
ま
っ
た
く
不
必
要
で
不
完
全
な
反
映
（O

hnm
acht der N

atur

〔
自
然
の
失
神
〕）
し
か
見
な
い
よ
う
な
仕
方
で
だ

け
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
の
同
一
性
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
考
が
そ
の
宗
教
的
で
神
学
的
な
起
源
の
事
実
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
必
然
的
に
到
達
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
け
れ
ど
も
他
方
、
永
遠
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
的
で
ベ
ー
メ

的
な
理
念
が
歴
史
的
進
展
か
ら
そ
の
意
義
と
現
実
的
価
値
を
奪
う
こ
と
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
65
）、
そ
う
し
た
考
え
を
ヘ
ー
ゲ
ル

が
使
用
す
る
の
は
、
実
質
的
に
は
単
に
、
彼
の
反
ロ
マ
ン
主
義
的
な
楽
観
主
義
を
決
定
的
に
確
立
し
て
、
精
神
が
永
遠
に
勝
利
を
か
ち

取
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
だ
け
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
同
様
に
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
こ
の
天
才
歴
史
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学
者
が
歴
史
の
現
実
感
と
い
う
も
の
を
十
分
に
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
わ
ざ
わ
ざ
歴
史
に
相
応
の
地
位
を
返
す
―
―
あ
る
い
は
よ
り

い
っ
そ
う
正
確
に
は
、
歴
史
に
相
応
の
地
位
を
与
え
る
―
―
努
力
な
ど
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
時
間
が
永
遠
の
な
か
へ
と
沈
ん
で
ゆ

く
ま
ま
に
も
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
変
わ
ら
ぬ
事
実
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
理
由
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
繰
り
返
す
が
、
永
遠
―
―
時
間
の
外
に
お
け
る
自
ら
の
永
遠
の
生
産
の
な
か
で
永
遠
に
成
就
さ
れ
た

存
在
―
―
の
観
点
と
、
永
遠
に
自
ら
を
作
り
続
け
つ
つ
永
遠
に
成
就
さ
れ
な
い
存
在
（
定
在
、D

asein

）
の
観
点
と
を
、
必
死
に
統
一

し
よ
う
と
試
み
る
。
同
様
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
―
―
こ
の
点
に
つ
い
て
バ
ー
ダ
ー
が
何
と
言
っ
て
い
よ
う
と
（
66
）
―
―
自
ら
の「
神
」に「
歴

史
教
育
課
程
」
を
受
け
さ
せ
よ
う
な
ど
と
は
少
し
も
望
ん
で
い
な
い
が
、
し
か
し
他
方
で
、
こ
の
同
じ
「
歴
史
教
育
」
が
余
分
な
も
の

で
模
造
的
な
性
格
で
あ
る
と
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
類
の
歴
史
が
永
遠
な
る
も
の
に
よ
っ
て
演
じ
ら

れ
た
単
な
る
喜
劇
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
芝
居
が
真
剣
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
、『
精

神
現
象
学
』
で
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　

経
験

0

0

の
う
ち
に
存
在
し
な
い
も
の
は
何
も
の
も
知
ら
れ
る

0

0

0

0

こ
と
は
な
く
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
感
じ
取
ら
れ
た
真
理

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し

て
、
内
面
的
に
啓
示
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

永
遠
な
も
の
と
し
て
、
信
仰
さ
れ
た

0

0

0

0

0

聖
な
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
表
現
を

用
い
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
［
人
類
の
歴
史
的
経
験
に
お
い
て
］
目
の
前
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
は
何
も
の
も

知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
験
と
は
、
内
容
―
―
そ
し
て
そ
れ
が
精
神
で
あ
る
―
―
が
即
自
的
に

0

0

0

0

あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
実
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
内
容
が
意
識

0

0

の
対
象

0

0

で
あ
る
こ
と
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
実
体

と
は
、
こ
れ
も
精
神
で
あ
る
た
め
、［
精
神
固
有
の
発
展
で
あ
り
、］
精
神
が
即
自
的
に

0

0

0

0

そ
う
で
あ
る
も
の
へ
と
自
ら
成
っ
て
ゆ
く

生
成

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
う
ち
へ
と
還
帰
し
反
省
す
る
生
成
と
し
て
初
め
て
、
精
神
は
即
自
的
に
真
実
に
精0
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神0

で
あ
る
。（
67
）

　

よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
験
、
運
動
、
時
間
的
生
成
は
ま
さ
し
く
、〈
精
神
〉
の
発
展
の
本
質
的
な
諸
要
素
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
的
精
神
と
は
、
周
知
の
通
り
、
不
動
に
し
て
非
時
間
的
な
永
遠
態
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　

精
神
は
即
自
的
に
は
運
動
で
あ
り
、
認
識
と
い
う
運
動
で
あ
る
―
―
す
な
わ
ち
即
自

0

0

を
対
自

0

0

へ
と
、
実
体

0

0

を
主
体

0

0

へ
と
、
意
識

0

0

の

対
象
を
自
己
意
識

0

0

0

0

の
対
象
へ
と
変
換
す
る
運
動
で
あ
る
。
こ
の
変
換
は
同
時
に
、対
象
を
止
揚
さ
れ
た［aufgehoben

］対
象
へ
と
、

言
い
換
え
れ
ば
、
概
念

0

0

へ
と
変
換
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
運
動
は
自
分
の
う
ち
へ
と
回
帰
す
る
円
環
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、

自
ら
の
始
ま
り
を
前
提
し
つ
つ
た
だ
終
わ
り
に
お
い
て
の
み
そ
の
始
ま
り
に
到
達
す
る
、
と
い
う
円
環
の
運
動
で
あ
る
。（
68
）

　

ど
ん
な
終
わ
り
か
？　

歴
史
の
終
焉
？　

絶
対
的
な
も
の
の
非
時
間
的
発
展
の
終
わ
り
？　

絶
対
的
な
も
の
そ
れ
自
身
は
永
遠
に
追

求
さ
れ
永
遠
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
。
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
の
な
か
に
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
時
間
の
な
か
に
い
る
の
か
。
―

―
も
ち
ろ
ん
両
方
の
な
か
に
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
だ
け
が
弁
証
法
的
発
展
の
実
現
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
だ
け

が
、
否
定
と
死
で
あ
る
時
間
だ
け
が
、
同
時
に
運
動
と
生
の
源
泉
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
歴
史
の
発
展
が
時
間
の
な
か
に
落
ち
る
と
い
う
の
は
、
精
神
の
概
念
に
適
応
し
て
い
る
。
時
間
は
否
定
的
な
も
の
の
規
定
を
含
ん

で
い
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
こ
と
に
な
る
。
―
―
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
は
同
時
に
偶
然
を
、
定
在
の
非

本
質
的
な
も
の
も
含
意
す
る
。
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あ
る
も
の
、
な
ん
ら
か
の
出
来
事
が
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
積
極
的
に
存
在
し
て
お
り
、
し
か
し
そ
の
反
対
の
も
の
も
ま
た
存
在

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
の
非
存
在
と
の
関
係
が
時
間
で
あ
る
。
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
関
係
を
単
に
思
惟
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
直
観
し
て
も
い
る
。
時
間
と
は
ま
っ
た
く
抽
象
的
な
感
性
態
で
あ
る
。
非
存
在
が
あ
る
も
の
の
な
か
に
侵
入
し
な

い
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
持
続
す
る
と
言
う
。（
69
）

　

以
上
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
内
容
、
過
ぎ
去
っ
て
持
続
し
な
い
こ
の
束
の
間

の
内
容
は
、
そ
の
「
抽
象
的
で
感
性
的
な
」
性
格
ゆ
え
に
、
思
考
の
外
、
概
念
の
外
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
哲
学
の
外
に
あ
る
よ
う
な
何
も

の
か
で
あ
る
、
と
。
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
り
に
時
間
―
―
「
存
在
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

存
在
せ
ず

0

0

、
存
在
し
な
い

0

0

0

こ
と

に
よ
っ
て
存
在
す
る

0

0

0

0

、
存
在
」
―
―
が
「
抽
象
的
で
感
性
的
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
時
間
と
は
他
方
で
、
弁
証
法
的
運
動
そ
の
も
の
が

い
わ
ば
定
在
（D

asein

）
の
な
か
へ
受
肉
し
た
姿
で
あ
り
、「
直
観
さ
れ
た

0

0

0

0

0

生
成
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
70
）。

　

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
に
断
固
反
対
す
る
立
場
を
取
っ
て
、
次
の
よ
う
に
付
け
足
す
。

　
　

時
間
の
な
か
で

0

0

0

一
切
は
生
起
し
消
滅
す
る

0

0

0

0

0

0

0

と
言
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
、
時
間
を
充
た
す
も
の
も
空
間
を
充
た
す

も
の
も
、
す
べ
て
捨
象
す
れ
ば
、
後
に
は
空
虚
な
時
間
と
空
虚
な
空
間
が
残
る
、
と
。
―
―
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
外
面
性
と
い

う
抽
象
物
が
想
定
さ
れ
、
ま
る
で
こ
れ
ら
の
も
の
が
単
独
で
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
間

の
な
か
で

0

0

0

一
切
が
生
起
し
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
時
間
そ
の
も
の
が
こ
の
生
成

0

0

、
つ
ま
り
生
起
と
消
滅
で
あ
り
、
存
在
す
る
捨

0

0

0

0

0

象
作
用

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
時
間
は
、
す
べ
て
を
産
み
、
か
つ
自
分
の
産
ん
だ
子
を
破
壊
す
る
ク
ロ
ノ
ス

0

0

0

0

で
あ
る
。（
71
）
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時
間

0

0

は
一
般
に
空
間
と
対
を
な
す
も
の
、
純
粋
数
学
の
他
方
の
部
分
の
素
材
を
な
す
も
の
、
と
一
般
に
思
い
込
ま
れ
て
い
る
が
、

時
間

0

0

と
は
定
在
す
る
［daseiend

］
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。（
72
）

　
　

時
間

0

0

と
は
、定
在
す
る
概
念

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念
は
空
虚
な
直
観
と
し
て
意
識
に
対
し
て
表
象
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
精
神
は
必
然
的
に
時
間
の
な
か
で
現
象
し
、
そ
し
て
精
神
が
時
間
の
な
か
に
現
象
す
る
の
は
、
精
神
が
自
ら
の
純
粋

な
概
念
を
把
握

0

0

し
て
い
な
い
間
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
時
間
を
抹
消
し
て
い
な
い
あ
い
だ
で
あ
る
。
時
間
と
は
直
観
さ
れ
た
外
面
的

0

0

0

な0

自
己
で
あ
り
、
自
己
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

純
粋
な
自
己
、
単
に
直
観
さ
れ
た
だ
け
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
自

分
自
身
を
把
握
す
る
と
き
、
自
ら
の
時
間
形
式
を
止
揚
し
、
直
観
を
概
念
的
に
把
握
し
、
そ
う
し
て
概
念
的
に
把
握
さ
れ
か
つ
把

握
す
る
直
観
と
な
る
。
―
―
し
た
が
っ
て
時
間
は
、
自
ら
に
お
い
て
完
成
し
て
い
な
い
精
神
の
、
運
命
と
必
然
性
と
し
て
現
象
し

て
く
る
。
―
―
こ
の
必
然
性
に
応
じ
て
精
神
は
、
意
識
に
お
け
る
自
己
意
識
の
部
分
を
増
大
さ
せ
、
即
自
的
な
も
の
の
無
媒
介
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
―
実
体
が
意
識
の
な
か
で
と
る
形
式
―
―
を
運
動
へ
と
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
内
面
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
解

さ
れ
た
即
自
的
な
も
の
、
つ
ま
り
ま
ず
第
一
に
内
面
的

0

0

0

で
あ
る
も
の
を
現
実
化
し
明
ら
か
に
し
、
す
な
わ
ち
即
自
的
な
も
の
に
自

己
確
信
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
73
）

そ
し
て
、

　
　

こ
の
生
成
は
諸
精
神
の
緩
慢
な
運
動
と
継
起
を
叙
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
諸
々
の
画
像
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
画
廊
で
あ
り
、
そ
の

画
像
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
精
神
の
完
全
な
豊
か
さ
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
画
像
が
非
常
に
緩
や
か
に
運
動
す
る
の
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は
、
ま
さ
し
く
、
自
己
が
自
ら
の
実
体
の
豊
か
さ
全
体
に
浸
透
し
、
こ
れ
を
消
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
74
）

　
　

精
神
の
成
就
と
は
、
精
神
で
あ
る

0

0

0

0

0

も
の
つ
ま
り
自
ら
の
実
体
を
完
全
に
知
る

0

0

こ
と
に
存
す
る
の
で
、
こ
の
知
る
こ
と
は
精
神
が
自0

ら
の
う
ち
へ
行
く
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔Insichgehen

〕
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
自
ら
の
う
ち
に
行
く
さ
い
、
精
神
は
自
ら
の
定
在
［D

asein

］

を
放
棄
し
、
自
ら
の
形
態
を
記
憶
と
し
て
内
面
化
す
る
。
し
か
し
、
精
神
の
消
え
失
せ
た
定
在
は
、
精
神
が
自
ら
の
う
ち
へ
行
く

に
つ
れ
て
沈
み
込
ん
で
ゆ
く
、
自
己
意
識
の
暗
闇
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
止
揚
さ
れ
た
［aufgehobenes

］
定
在

は
―
―
こ
れ
は
以
前
の
定
在
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
知
る
こ
と
か
ら
新
た
に
生
ま
れ
出
て
き
た
定
在
で
あ
る
―
―
新
し
い
定
在

で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
世
界
、
精
神
の
新
た
な
形
態
で
あ
る
。
精
神
は
こ
の
新
し
い
形
態
に
お
い
て
も
、
や
は
り
同
様
に
、

偏
見
な
し
に
そ
の
直
接
態
か
ら
再
び
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、直
接
態
か
ら
も
う
一
度
自
ら
を
大
き
く
育
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
す
る
と
、
あ
た
か
も
先
行
の
も
の
は
す
べ
て
精
神
に
と
っ
て
は
喪
失
さ
れ
て
お
り
、
精
神
は
以
前
の
諸
々
の
精
神
の
経

験
か
ら
は
何
も
学
ば
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
憶
化

0

0

0

［
内
面
化

0

0

0

、E
r-innerung

］
は
そ
れ
ら
を
保
存

し
て
お
り
、
そ
し
て
記
憶
と
は
内
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
際
に
は
実
体
の
よ
り
高
い
形
式
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
精
神

が
自
分
の
形
成
を
た
だ
自
分
か
ら
だ
け
出
発
し
て
行
な
う
よ
う
な
外
観
を
呈
し
つ
つ
、
再
び
一
か
ら
始
め
る
場
合
、
こ
の
精
神
は

同
時
に
ま
さ
し
く
よ
り
高
い
形
式
に
お
い
て
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
定
在
の
う
ち
で
形
成
さ
れ
た
諸
々
の
精
神
の
国

〔Geisterreich

〕
は
、
ひ
と
つ
の
継
起
を
構
成
す
る
。
こ
の
継
起
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
精
神
が
他
の
精
神
に
取
っ
て
代
わ
り
、

ま
た
各
々
の
精
神
が
先
行
の
精
神
か
ら
世
界
の
国
〔Reich der W

elt

〕
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
継
起
の
目
標
は
深
底

の
啓
示
で
あ
る
。
こ
の
深
底
と
は
絶
対
的
な
概
念

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
で
あ
る
。（
75
）
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精
神
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
形
式
を
現
れ
出
さ
せ
る
運
動
は
、
精
神
が
現
実
的
歴
史

0

0

0

0

0

と
し
て
成
就
す
る
労
働
で
あ

る
。（
76
）

し
た
が
っ
て
、

　
　

哲
学
が
考
察
す
る
の
は
非
本
質
的
な

0

0

0

0

0

規
定
で
は
な
く
、
本
質
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
規
定
で
あ
る
。
哲
学
の
境
位
と
内
容
は
抽
象

的
な
も
の
あ
る
い
は
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

、
自
分
自
身
を
定
立
す
る
も
の
、
そ
し
て
自
ら
の
う
ち
に
生

き
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
概
念
の
う
ち
に
あ
る
定
在
で
あ
る
。
哲
学
の
境
位
と
は
、
自
ら
の
諸
契
機
を
自
ら
に
生
み
出
し
て
そ

れ
ら
を
走
破
す
る
と
こ
ろ
の
過
程
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
ず
る
運
動
の
全
体
が
そ
の
肯
定
的
な
も
の
と
真
理
と
を
構

成
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
真
理
は
自
ら
の
う
ち
に
同
時
に
否
定
的
な
も
の
を
内
包
し
て
い
る
。
真
理
は
、
も
し
抽
象
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
偽
な
る
も
の
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
も
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
消

失
す
る
も
の
は
そ
れ
自
身
む
し
ろ
本
質
的
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
真
理
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
そ

の
外
部
の
ど
こ
か
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
置
き
去
り
に
さ
れ
る
べ
き
固
定
的
な
も
の
、
と
い
う
規
定
に
お
い
て
見
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
し
、
同
様
に
真
な
る
も
の
も
、
他
方
の
側
に
静
止
し
て
い
る
死
せ
る
肯
定
的
な
も
の
、
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

現
象
［Erscheinung

］
と
は
生
成
と
消
滅
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
生
成
と
消
滅
は
そ
れ
自
身
生
成
も
消
滅
も
せ
ず
、
即
自
的
に

存
在
し
な
が
ら
、
真
理
の
生
命
の
現
実
性
と
運
動
と
を
構
成
し
て
い
る
。
か
く
し
て
真
な
る
も
の
と
は
、
誰
ひ
と
り
酔
わ
ぬ
も
の

の
な
い
バ
ッ
カ
ス
祭
の
陶
酔
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
陶
酔
は
、
誰
か
が
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
も
直
ち
に
そ
の
者
を
解
体
し

て
そ
こ
へ
と
連
れ
戻
す
の
で
、
同
時
に
、
透
明
で
単
一
な
静
止
で
も
あ
る
。
か
の
運
動
の
裁
き
に
お
い
て
は
、
精
神
の
個
々
の
形
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態
は
特
定
の
諸
思
想
と
同
じ
く
存
続
し
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
否
定
的
で
あ
り
消
失
的
で
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ

う
に
、
肯
定
的
で
必
要
な
諸
契
機
で
も
あ
る
。
―
―
運
動
の
全
体

0

0

が
静
止
と
解
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
全
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
途

上
で
区
別
さ
れ
て
特
殊
的
定
在
を
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
内
面
化
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

［erinnert

］
も
の
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

内
面
化
さ
れ
た
も
の
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
知
も
ま
た
直
ち
に
定
在
で
あ
る
。（
77
）

た
し
か
に
、

　
　

自
然
的
な
も
の
だ
け
が
、
そ
れ
が
有
限
で
あ
る
以
上
、
時
間
に
服
従
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
真
な
る
も
の
、
理
念
、
精
神
は
永
遠

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
永
遠
と
い
う
概
念
を
、
時
間
を
捨
象
し
た
も
の
と
し
て
、
永
遠
は
い
わ
ば
時
間
の
外
部
に
現
存
す
る
と
い
う
ふ

う
に
、
消
極
的
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。（
78
）

　
　

全
的
精
神
の
み
が
時
間
の
う
ち
に
あ
り
（
79
）、全
的
精
神

0

0

の
諸
形
態
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
諸
形
態
［Gestalten

］
の
み
が
〔
時

間
の
〕
継
起
に
お
い
て
立
ち
現
れ
て
く
る
〔sich darstellen

〕。
な
ぜ
な
ら
、た
だ
全
体
の
み
が
本
来
の
現
実
態
［W

irklichkeit

］

を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
他
の
全
体
に
対
し
て
純
粋
な
自
由
の
形
式
を
そ
な
え
て
い
る
が
、
こ
の
形
式
は
自
ら
を
時
間
と
し
て
表
現
す

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
の
諸
契
機

0

0

0

す
な
わ
ち
意
識
、
自
己
意
識
、
理
性
、
精
神
は
、
諸
契
機
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
互
い

に
相
違
す
る
い
か
な
る
定
在
も
も
た
な
い
。（
80
）

　

け
れ
ど
も
、
そ
の
区
別
は
抽
象
的
な
区
別
で
は
な
い
。
様
々
な
諸
契
機
と
諸
段
階
は
時
間
の
な
か
で
現
実
化
さ
れ
、
そ
し
て
ま
さ
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し
く
時
間
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
は
自
身
の
定
在
の
相
対
的
な
独
立
を
獲
得
す
る
。
諸
契
機
な
ら
び
に
諸
段
階
―
―
精
神
の
「
諸
形
態

［Gestalten

］」
―
―
が
形
成
さ
れ
る
の
は
時
間
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
総
体
だ
け
が
自
ら
の
全
体
的
現
実
性
を
構
成
す
る
。

　
　

精
神
が
自
ら
の
諸
契
機
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
さ
ら
に
第
三
に
、
こ
の
諸
契
機
そ
れ
自
身
か
ら
も
そ
れ
ら
の
個
別
化
さ

れ
た
諸
規
定
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
諸
契
機
の
各
々
が
固
有
の
経
過
に
お
い
て
そ
れ
自

身
の
う
ち
で
再
び
自
身
を
区
別
し
、
相
異
な
る
形
態
を
と
る
の
を
見
た
。
た
と
え
ば
意
識
に
お
い
て
感
覚
的
確
信
と
知
覚
〔
と
悟

性
〕
が
互
い
に
区
別
さ
れ
た
よ
う
に
。
こ
の
後
者
の
諸
側
面
が
時
間
の
な
か
に
間
を
お
い
て
歩
み
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
特0

殊
な
全
体

0

0

0

0

に
所
属
す
る
。
―
―
な
ぜ
な
ら
、
精
神
と
は
そ
の
普
遍
態

0

0

0

か
ら
規
定
態

0

0

0

を
介
し
て
個
別
態

0

0

0

に
ま
で
下
っ
て
来
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
規
定
態
つ
ま
り
媒
語
が
、
意
識

0

0

、
自
己
意
識

0

0

0

0

等
々
で
あ
る
。（
81
）

　

精
神
の
諸
形
態
は
次
々
に
登
場
す
る
が
、
他
方
で
、
自
ら
複
雑
化
し
つ
つ
自
ら
統
合
し
、
自
ら
を
「
否
定
す
る
」
―
―
と
い
う
の
も

時
間
と
は
否
定
性
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
（
82
）
―
―
と
同
時
に
精
神
の
な
か
に
保
存
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　

個
別
態

0

0

0

は
こ
れ
ら
諸
契
機
の
諸
形
態
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
〔
か
ら
で
あ
る
〕。
し
た
が
っ
て
後
者
の
諸
形
態
は
精
神
を
個

別
態
に
お
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
態

0

0

0

に
お
い
て
表
出
さ
せ
〔darstellen

〕、
時
間
の
う
ち
で
自
ら
を
区
別
す
る
が
、
た
だ

し
そ
れ
は
、
後
続
の
形
態
が
先
行
の
形
態
を
自
ら
の
う
ち
で
維
持
し
な
が
ら
で
あ
る
。（
83
）

　

時
間
と
は
実
際
、A

ufhebung

そ
の
も
の
の
定
在
で
あ
る
。
歴
史
が
、
歴
史
だ
け
が
、
精
神
を
現
実
化
す
る
。
精
神
が
自
己
自
身
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に
な
る
発
展
、
精
神
が
自
ら
の
生
成
に
お
い
て
、
自
ら
の
う
ち
に
携
え
て
い
る
す
べ
て
の
豊
か
さ
で
も
っ
て
自
ら
充
実
し
て
ゆ
く
と
い

う
発
展
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
歴
史
だ
け
で
あ
り
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
っ
て
、
た
だ
歴
史
の
み
が
そ
の
発
展
で
あ
る

0

0

0

。
な

ぜ
な
ら
歴
史
と
は
―
―
精
神
で
あ
る
歴
史
と
は
―
―
時
間
に
対
す
る
勝
利
で
も
あ
り
、
時
間
が
そ
の
う
ち
に
携
え
て
い
る
否
定
と
死
に

対
す
る
勝
利
だ
か
ら
で
あ
る
（
84
）。
歴
史
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
で
き
る
の
と
同
程
度
に
、
永
遠
の
現
在
を
、nunc æ

ternitatis

〔
永

遠
の
今
〕
を
現
実
化
す
る
。
歴
史
と
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
る
精
神
の
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
の
存
在
で
あ
り
、
も
は
や
そ
の
定

在
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
は
過
去
に
関
わ
っ
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
歴
史
は
、
時
間
を
克
服
す
る
よ
う
に
、
過
去
を
克
服
す
る
。

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　

わ
れ
わ
れ
は
世
界
史
を
概
念
的
に
理
解
す
る
場
合
、
さ
し
あ
た
り
歴
史
を
ひ
と
つ
の
過
去
と
し
て
取
り
扱
う
。
し
か
し
ま
た
同
様

に
、
わ
れ
わ
れ
は
徹
頭
徹
尾
現
在
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
真
な
る
も
の
は
永
遠
に
即
且
対
自
的
に
存
在
し
、
昨
日
の
も
の
で
も
明

日
の
も
の
で
も
な
く
、
端
的
に
現
在
に
存
在
し
、
絶
対
的
な
現
在
と
い
う
意
味
の
「Itzt

〔
今
〕」
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
よ
う

に
見
え
る
も
の
で
も
、
理
念
の
な
か
で
は
永
遠
に
失
わ
れ
ず
に
存
在
し
て
い
る
。
理
念
は
現
前
的
で
、
精
神
は
不
滅
で
あ
る
。
精

神
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
精
神
は
存
在
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
い
か
な
る
他
日
も
な
い
。
精
神
は
過
ぎ

去
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
で
も
な
く
、
徹
頭
徹
尾
、
今
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
現
在
の
世
界
、
精
神
の
現
在
の
形
象
、
精
神
の
自
己
意
識
が
、
歴
史
に
お
い
て
以
前
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
す
べ
て
の
段
階

を
自
身
の
な
か
に
概
念
的
に
包
括
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
す
べ

て
の
段
階
は
独
立
な
段
階
と
し
て
次
々
と
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
精
神
は
即
自
的
に
は
つ
ね
に
、
現
に
あ
る
が

ま
ま
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
区
別
は
こ
の
即
自
態
の
発
展
に
他
な
ら
な
い
。
現
在
の
世
界
の
精
神
は
、
精
神
が
自
分
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自
身
に
関
し
て
作
り
上
げ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
精
神
は
世
界
を
保
持
し
世
界
を
統
治
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
六
千

年
の
奮
闘
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
成
果
は
、
精
神
が
世
界
史
の
労
働
を
通
じ
て
自
己
の
眼
前
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
世
界

史
の
労
働
を
通
じ
て
当
然
現
れ
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

わ
れ
わ
れ
は
精
神
の
理
念
を
取
り
扱
い
、
か
つ
世
界
史
に
お
い
て
す
べ
て
を
精
神
の
現
象
と
し
て
の
み
考
察
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
過
去
を
通
過
す
る
場
合
に
も
―
―
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
膨
大
で
あ
ろ
う
と
―
―
、
ひ
た
す
ら
現
在
に
の
み
従
事

す
る
。
哲
学
は
現
在
の
も
の
を
、
現
実
的
な
も
の
を
取
り
扱
う
の
で
あ
る
。
精
神
が
自
分
の
背
後
に
残
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る

諸
契
機
も
、
精
神
の
現
在
の
深
み
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
精
神
は
歴
史
の
な
か
で
自
身
の
諸
契
機
を
通
過
し
て
き
た
通
り
に
、
現

在
に
お
い
て
そ
れ
ら
諸
契
機
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
自
ら
に
関
す
る
概
念
の
な
か
で
。（
85
）

　

と
こ
ろ
で
、「
自
己
自
身
の
概
念
が
ま
ず
第
一
に
現
実
化
さ
れ
る
の
は
言
語
に
お
い
て
で
あ
る
」。
な
ぜ
な
ら
、

　
　

思
考
の
形
式
は
さ
し
あ
た
り
人
間
の
言
語

0

0

の
な
か
に
表
出
さ
れ
、
置
か
れ
て
い
る
〔
か
ら
で
あ
る
〕。
人
間
が
動
物
か
ら
区
別
さ

れ
る
理
由
が
思
考
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
当
然
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
内
面
的
な
も
の
と
な

る
も
の
、
表
象
一
般
と
な
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
が
所
有
物
と
す
る
も
の
の
す
べ
て
の
な
か
に
、
言
語
は
介
入
し
て
お
り
、
そ
し

て
、
人
間
が
言
語
に
し
、
言
語
で
表
す
も
の
は
―
―
覆
わ
れ
た
か
た
ち
で
あ
れ
、
混
合
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
れ
、
明
瞭
な
か
た
ち

で
あ
れ
―
―
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
ん
で
い
る
。（
86
）
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と
こ
ろ
で
、
実
際
の
言
語
は
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
「
過
去
」
の
諸
形
式
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
過
去
と
は
、
歴
史
―
―
弁
証
法

的
精
神
で
あ
る
真
の
歴
史
―
―
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
た
も
の
に
さ
れ
、そ
う
し
て「
現
前
」す
る
過
去
で
あ
る
。
精
神
に
お
い
て
は
、諸
々

の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
も
は
や
意
識
の
特
定
の
形
態
（
側
面
、Gestalten

）
と
し
て
で
は
な
く
、
特
定
の
概
念
と
し
て
現
れ
る
（
87
）。

　

と
い
う
の
も
、
も
し
共
同
の
意
識
に
と
っ
て
…
…
「
あ
る
も
の
が
別
の
あ
る
も
の
に
な
る
こ
と
で
、
そ
の
あ
る
も
の
が
消
滅
す
る
」

と
し
て
も
、
精
神
の
思
考
に
と
っ
て
事
情
は
同
じ
で
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
〈
他
者
〉
と
〈
他
者
〉
を
代
替

す
る
操
作
に
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
関
係
の
う
ち
に
あ
る
様
々
な
諸
契
機
は
、
消
滅
す
る
こ
と
も
互
い
を
追
い
払
う
こ
と
も
な
く
、
関
係

の
う
ち
に
留
ま
っ
て
い
る
（
88
）。
し
た
が
っ
て
哲
学
的
思
考
の
諸
概
念
は
、
自
ら
の
化
身
で
あ
る
諸
項
の
様
々
な
意
味
作
用
を
抹
消
す

る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
諸
概
念
は
思
考
と
い
う
た
だ
ひ
と
つ
の
―
―
現
前
す
る
―
―
契
機
に
お
い
て
そ
れ
ら
意
味
作
用
を

甦
ら
せ
、
包
括
―
―
理
解
―
―
し
て
い
る
。

　

ま
さ
し
く
こ
の
理
由
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
相
当
に
困
難
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
言
語
用
法
が
「
想
像
的
か
つ
詩
的
」
で
、
感
情
的
な
要
素
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、「
言
葉
に
な

ら
な
い
も
の
や
表
現
不
可
能
な
も
の
を
暗
示
す
る
」
よ
う
な
言
語
形
式
を
多
用
し
て
は
い
な
い
。
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
や
表
現
不
可

能
な
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
―
―
い
か
な
る
種
類
の
価
値
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
何
よ

り
高
く
評
価
し
た
も
の
、
そ
れ
は
明
晰
さ
で
あ
り
、「
何
も
の
を
も
包
み
隠
さ
な
い
明
晰
な
概
念

0

0

0

0

0

」（
89
）
で
あ
る
。
明
晰
な
概
念
は
人

間
の
う
ち
に
存
在
す
る
最
も
深
遠
な
も
の
を
、
つ
ま
り
思
考
さ
れ
た
人
間
の
「
本
性
そ
の
も
の
」
―
―
精
神
で
あ
る
も
の
―
―
を
表
現

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
現
在
」
に
お
い
て
過
去
の
諸
々
の
契
機
（
諸
概
念
、
諸
形
態
、Gestalten

）
を
綜
合
し
、
総
和
し
、
あ
る

い
は
こ
う
言
う
方
が
好
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
的
「
概
念
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
人

類
の
歴
史
が
、
精
神
の
歴
史
を
実
現
す
る

0

0

0

0

か
ぎ
り
で
ひ
と
つ
の
歴
史
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
歴
史
は
、
自
ら
を
実
現
す
る

0

0

0

0

0

0

0

か
ぎ
り
で
、
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自
ら
を
特
殊
化
し
、
自
ら
を
差
異
化
し
、
自
ら
を
破
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
は
精
神
の
思
考
と
し
て
は
ひ
と
つ
の
歴
史
で
あ
る
が
、

諸
民
族
と
諸
言
語
と
し
て
様
々
な
歴
史
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
進
化
の
一
契
機
を
表
象
し
、し
か
も
そ
れ
を〔
ド
イ
ツ
語
と
い
う
〕

特
殊
な
一
言
語
に
お
い
て
表
象
す
る
弁
証
法
的
思
考
な
い
し
概
念

0

0

は
―
―
一
般
的
に
は
―
―
他
の
言
語
の
用
語
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
え

な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
歴
史
と
い
う
そ
の
つ
ど
「
現
在
」
に
な
る
だ
ろ
う
過
去
は
、
同
じ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
ま
さ

に
こ
の
理
由
で
「
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
抽
象
的
な
言
語
」
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
具
体
的
な
言
語
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様

に
ま
た
、
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
良
の
注
釈
は
、
新
た
な
秩
序
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
歴
史

0

0

辞
書
で
あ
り
続

け
る
。

註

　
（
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
各
引
用
に
つ
い
て
、コ
イ
レ
の
原
文
で
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
現
代
で
は
手
に
入
り
に
く
か
っ
た
り
版
に
よ
っ

て
頁
数
が
異
な
っ
て
い
た
り
す
る
た
め
、
訳
出
に
あ
た
っ
て
、
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
（G. W

. F. H
egel, W

erke in zw
anzig Bänden, 

Frankfurt am
 M

ain: Suhrkam
p, 1969–1971

）
の
頁
数
に
変
更
・
統
一
し
た
。
な
お
、
W
の
後
の
数
字
は
そ
の
巻
数
で
あ
る
。）

（
１)  

周
知
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
は
保
守
反
動
派
と
同
様
に
革
命
派
も
導
き
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
有
神
論
な
ら
び
汎
神
論

が
引
き
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
は
ま
た
た
く
間
に
「
左
派
」
と
「
右
派
」
に
分
裂
し
た
。
こ
の
主
題
に
つ
い
て

は
以
下
の
著
書
を
参
照
。W

illy M
oog, H

egel und die H
egelsche Schule, M

ünchen: Ernst Reinhardt, 1930.
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（
2)  Lucien H

err, « H
egel », G

rande E
ncyclopédie, t. X

V
I, p. 1001.

〔L. H
err, Choix dʼécrits, éd. M

. Roques, Paris: 
Rieder, 1932; rééd., Paris: LʼH

arm
attan, 1994, p. 134.

〕

(

3) 
Ｗ
・
モ
ー
グ
も
そ
の
こ
と
で
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
を
非
難
し
て
い
る
（W

. M
oog, op. cit., S. 14

）。

（
4) T

heodor H
aering, H

egel, sein W
ollen und sein W

erk, vol. I, Leipzig: Scientia, 1929, V
orrede.

（
5)  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
は
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
Ｒ
・
ク
ロ
ナ
ー
の
意
見
で
も
あ
る
（Richard K

roner, V
on 

K
ant bis H

egel, vol. II, T
übingen: M

ohr Siebeck, 1924, S. 231 sq.

）。

（
6)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
こ
の
可
能
性
は
ジ
ャ
ン
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
氏
に
よ
っ

て
見
事
に
実
現
さ
れ
た
（Phénom

énologie de lʼesprit, Paris: A
ubier, 1939-1941

）。］

（
7)  

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
Ｃ
ｈ
・
ア
ン
ド
レ
ー
ル
の
講
義
概
要
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
れ
は
、
一
九
三
〇
年
に
オ

ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
ヘ
ー
ゲ
ル
会
議
に
て
私
が
報
告
し
た
、『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
状
況

報
告
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
〔
邦
訳
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
状
況
報
告
」
小
原
拓
磨
・
宮
﨑
裕
助
訳
、『
知
の

ト
ポ
ス
』
第
一
三
号
、
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
、
二
〇
一
八
年
、
九
九
―
一
五
九
頁
（
該
当
箇
所
は
一
五
〇

―
一
五
二
頁
）〕。［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
ま
た
、
そ
う
し
た
『
用
語
辞
典
』
の
最
初

の
草
案
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
著
作
集
』
の
記
念
号
（Stuttgart, 1929

）
に
お
い
て
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
氏
の
「
索
引
」
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
た
。］

（
8)  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
新
た
な
思
考
様
態

0

0

0

0

0

0

0

を
実
現
す
る
と
主
張
し
、
精
神
の
進
化
に
お
け
る
新
た
な
上
位
段
階
を
、
つ
ま
り
前
進

へ
の
決
定
的
な
一
歩
を
標
記
し
た
が
、
こ
の
哲
学
が
、
自
ら
の
思
考
様
態
に
従
っ
て
後
ろ
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
の
人
々
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
精
神
的
同
時
代
人
で
は
な
か
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
否
定
作
用
の
積
極
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的
な
本
性
を
見
ず
、
弁
証
法
的
で
な
い
堅
固
な
諸
観
念
し
か
思
考
で
き
な
い
人
々
は
、
明
ら
か
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
人
々
は
ま
ず
、
彼
ら
が
そ
れ
ま
で
し
て
き
た
の
と
は
別
の
仕
方
で
思
考
す
る
能
力
を
獲
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。Cf. H

egel, D
ie W

issenschaft der Logik (W
5), S. 49.

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
6a 

大
論
理
学
』
上
巻
の
一
、

武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
、
三
九
―
四
〇
頁
。〕« D

as Einzige, um
 den w

issenschaftlichen Fortgang zu 
gew

innen —
 und um

 dessen ganz einfache Einsicht sich w
esentlich zu bem

ühen ist —
, ist die Erkenntnis 

des logischen Satzes, daß das N
egative ebenso sehr positiv ist oder daß das sich W

idersprechende sich 
nicht in N

ull, in das abstrakte N
ichts auflöst, sondern w

esentlich nur in die N
egation seines besonderen 

Inhalts, oder daß eine solche N
egation nicht alle N

egation, sondern die N
egation der bestim

m
ten Sache, die 

sich auflöst, som
it bestim

m
te N

egation ist; daß also im
 Resultate w

esentlich das enthalten ist, w
oraus es 

resultiert, —
 w

as eigentlich eine T
autologie ist, denn sonst w

äre es ein U
nm

ittelbares, nicht ein Resultat. 
Indem

 das Resultierende, die N
egation, bestim

m
te N

egation ist, hat sie einen Inhalt. Sie ist ein neuer 
Begriff, aber der höhere, reichere Begriff als der vorhergehende; denn sie ist um

 dessen N
egation oder 

Entgegengesetztes reicher gew
orden, enthält ihn also, aber auch m

ehr als ihn, und ist die Einheit seiner 
und seines Entgegengesetzten. »

〔
学
的
進
展
を
得
る
た
め
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

唯
一
の
こ
と
は
―
―
そ
の
進
展
の
ま
っ
た
く
単
純
な

0

0

0

洞
察

を
得
る
た
め
に
本
質
的
に
努
力
す
べ
き
こ
と
は
―
―
、
否
定
が
同
様
に
ま
た
肯
定
的
で
も
あ
る
と
い
う
論
理
的
命
題
を
認
識
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
矛
盾
的
な
も
の
は
零
す
な
わ
ち
抽
象
的
無
に
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、

本
質
的
に
は
単
に
そ
の
特
殊
な

0

0

0

内
容
を
否
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
否
定
は
す

べ
て
の
否
定
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
自
ら
解
消
し
て
ゆ
く
特
定
の
事
象
の
否
定

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
特
定
の
否
定
で
あ
る
、
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
結
果
の
な
か
に
は
そ
の
結
果
を
生
ん
だ
原
因
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
―
―
こ
れ
は
本
来
、ひ
と
つ
の
同
語
反
復
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
直
接
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
結
果
を
生
ず
る
も
の
す
な
わ
ち
否
定
は
特
定
の

0

0

0

否
定
で
あ
る
か
ら
、
否
定
は
ひ
と

つ
の
内
容

0

0

を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
否
定
は
新
し
い
概
念
で
あ
る
が
、
先
行
の
概
念
よ
り
は
一
段
と
高
い
、
一
段
と
豊
富
な
概
念

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
否
定
は
そ
の
先
行
概
念
の
否
定
あ
る
い
は
そ
の
対
立
者
の
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
豊
富
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
新
し
い
否
定
は
先
行
概
念
を
包
含
し
て
い
る
が
、
し
か
し
ま
た
さ
ら
に
先
行
概
念
よ
り
多

く
の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
そ
れ
は
先
行
概
念
と
そ
の
対
立
者
と
の
統
一
で
あ
る
。〕

（
9)  K

arl R
osenkranz, G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egels L

eben (1844), D
arm

stadt: W
issenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1988, S. 185.
〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
中
埜
肇
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
七
一
頁
。
な
お
、
コ

イ
レ
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
掲
載
し
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
本
人
の
言
葉
（
以
下
同
）。〕« Ich sage 

Ihnen voraus, w
ie Sie in dem

 philosophischen System
e, w

elches ich vortrage, von diesem
 Schw

all des 
Form

alism
us nichts finden w

erden. »
〔
私
が
諸
君
に
あ
ら
か
じ
め
申
し
て
お
き
た
い
の
は
、私
の
講
ず
る

0

0

0

0

0

哲
学
体
系

0

0

で
は
、

諸
君
は
こ
う
い
う
饒
舌
な
形
式
主
義
の
片
鱗
も
見
出
さ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〕
ヘ
ー
ゲ
ル
が
嘲
弄
す
る
の
は
、
あ

る
事
象
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
長
い
」
と
言
う
代
わ
り
に
「
そ
れ
は
長
さ
の
な
か
に
伸
び
広
が
っ
て
い
る
」
と
冗
長
に
言
っ
た
り
、

話
題
を
無
視
し
て
き
ま
っ
て
磁
性
と
電
気
に
つ
い
て
語
っ
た
り
す
る
人
々
で
あ
る
。

（
10)  K

. Rosenkranz, op. cit., S. 183.

〔
前
掲
訳
書
、
一
六
九
頁
。〕« Eigentlich gehört es zur höchsten Bildung einen 

V
olks in seiner Sprache alles zu sprechen. »

〔
自
分
の
言
語
で
す
べ
て
を
語
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
本
来
、
民
族
の
最
高
の
教

養
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。〕
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（
11)  H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 21.

〔
前
掲
訳
書
、
九
頁
。〕

（
12)  
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
が
「
恣
意
的
」
で
は
な
い
と
い
う
点
を
Ｇ
・
ノ
エ
ル
は
し
っ
か
り
見
抜
い
て
い
た
（Georges N

oël, La 
Logique de H

egel, Paris: Félix A
lcan, 1897

）。
彼
は
、
た
し
か
に
、「
観
念
と
い
う
語
の
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
受
容
は
一
般
の

そ
れ
と
共
通
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
」、
そ
れ
は
「
あ
る
明
ら
か
な
協
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
」、
と
述
べ
る
（p. 

87

）。
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
後
で
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
念

0

0

が
多
く
の
点
で
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア

0

0

0

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相

0

0

に

対
応
し
て
い
る
」
こ
と
を
多
く
の
根
拠
を
も
っ
て
述
べ
つ
つ
、
ノ
エ
ル
は
「
こ
の
用
語
の
選
択
は
ま
っ
た
く
恣
意
的
で
は
な
い
、

…
…
そ
の
語
が
こ
こ
で
受
け
取
っ
て
い
る
意
味
は
少
し
も
通
常
の
言
語
活
動
に
異
質
な
も
の
で
は
な
い
」
と
付
け
加
え
る
。

（
13)  

Ｌ
・
エ
ー
ル
の
上
述
の
引
用
頁
を
参
照
。
エ
ー
ル
は
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
の
「
個
別
的
で
具
体
的
な
」
性
格
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。〔「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
術
語
群
は
単
な
る
技
法
上
の
用
語
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
お
そ
ら
く
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
抽
象
言

語
の
な
か
に
は
そ
れ
ら
の
厳
密
な
同
義
語
は
含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
の
そ
う
し
た
個
別
的
で
具
体
的
な

特
徴
は
、
思
考
の
感
情
的
で
想
像
的
な
手
続
き
に
由
来
し
て
お
り
、
各
術
語
は
こ
の
思
考
の
忠
実
な
表
現
で
あ
る
」（L. H

err, 
op. cit., p. 134

）。〕

（
14)  John M

cT
aggart, A

 Com
m
entary on H

egelʼs Logic, Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 1918, p. 143 

sq., et Studies in H
egelian dialectics, Cam

bridge: Cam
. U

niv. Pr., 1922, p. 166 sq.; Jam
es Black Baillie, T

he 
O
rigin and significance of H

egelʼs logic, N
ew

 Y
ork and London: M

acm
illan, 1901, p. 201 sq.

（
15) Ch. A
ndler, op. cit.

（
16)  K
. Rosenkranz, op. cit., S. 183.

〔
前
掲
訳
書
、
一
六
九
―
一
七
〇
頁
。〕« Für das Fixieren der Begriffe ist ein 
M
ittel vorhanden

… näm
lich die philosophische T

erm
inologie, die zu diesem

 Behufe konstituierten W
örter 
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aus frem
den, aus der lateinischen und der griechischen Sprache

… A
llein das w

as an sich ist m
uß eben 

nicht diese Frem
dartigkeit für uns haben und w

ir m
üssen ihn nicht durch eine frem

dartige T
erm

inologie 
dieses frem

dartige A
nsehen geben, sondern uns für überzeugt halten daß der Geist selbst allenthalben lebt 

und daß er in unserer unm
ittelbaren V

olkssprache seine Form
en ausdrückt

… »

〔
概
念
を
固
定
す
る

0

0

0

0

た
め
に
ひ

と
つ
の
手
段
が
現
存
す
る
…
…
す
な
わ
ち
哲
学
的
専
門
用
語

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
概
念
の
固
定
の
た
め
に
外
国
語
つ
ま
り
ラ
テ

ン
語
や
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
構
成
さ
れ
た
言
語
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

在
る
も
の
は
や
は
り
、
そ
う
い
う

異
質
性
を
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

も
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
し
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
異
質
な
専
門
用
語

0

0

0

0

0

0

0

を
使
っ
て
そ
う
い
う
異
質
な
外
見

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
与
え
て
は
な
ら
な
い

0

0

。そ
う
で
は
な
く
て
、精
神
そ
の
も
の
が
至
る
と
こ
ろ
に

0

0

0

0

0

0

生
き
て
お
り
、

精
神
が
わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
民
族
言
語
の
な
か
で
自
ら
の
諸
形
態
を
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
確
信
し
て

い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〕

（
17)  K

. Rosenkranz, op. cit., S. 184.
〔
前
掲
訳
書
、
一
七
〇
頁
。〕« D

iese frem
de T

erm
inologie, die teils unnützer, 

teils verkehrter W
eise geraucht w

ird, w
ird aber ein großes Ü

bel dadurch, daß sie die Begriffe, w
elche an 

sich Bew
egung sind, zu etw

as Festem
 und Fixiertem

 m
acht, w

odurch der Geist und das Leben der Sache 
selbst verschw

indet und sich die Philosophie zu einem
 leeren Form

alism
us beschränkt, w

elchen sich 
anzuschaffen und darin zu schw

atzen nichts leichter ist. »

〔
一
方
で
は
無
益
な
仕
方
で
、
一
方
で
は
誤
っ
た
仕
方
で

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
う
い
う
外
国
語
に
よ
る
専
門
用
語
は
、
し
か
し
、
そ
の
用
語
が
そ
れ
自
体
で
は
運
動

0

0

で
あ
る
概
念
を
固
く

0

0

て
固
定
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

何
も
の
か
へ
と
変
え
て
し
ま
う
た
め
、
大
き
な
害
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
事
象
そ
の
も
の
の
精
神
と
生

と
は
失
わ
れ
、
哲
学
は
空
虚
な
形
式
主
義

0

0

0

0

0

0

0

へ
と
堕
し
て
し
ま
う
。
こ
の
形
式
主
義
を
身
に
つ
け
て
、
そ
の
な
か
で
饒
舌
に
ふ
け
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る
ほ
ど
易
し
い
こ
と
は
他
に
な
い
。〕

（
18)  H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 20. 

後
ほ
ど
引
用
〔
脚
注
36
参
照
〕。

（
19)  
Ｔ
ｈ
・
ヘ
リ
ン
グ
は
先
に
挙
げ
た
著
書
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ど
れ
ほ
ど
注
意
し
て
生
を
そ
の
構
成
要
素
と
形
式

―
―
こ
れ
ら
は
内
容
つ
ま
り
民
族
（
国
民
、V

olk

）
の
生
と
不
可
分
で
あ
る
―
―
へ
と
戻
し
て
き
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。

（
20)  

後
ほ
ど
引
用
〔
脚
注
67
参
照
〕。

（
21)  

ベ
イ
リ
ー
氏
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
き
お
り
語
源
論
し
か
や
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
不
平
を
述
べ
て
い
る
（J. B. Baillie, op. 

cit., p. 217 sq.

）。
そ
の
例
は
、
周
知
の
よ
う
に
、Erinnerung

〔
想
起
〕
＝Er-Innerung

〔
内
化
〕、m

einen

〔
思
う
〕
＝

m
ein-en

〔
私
意
〕
で
あ
る
。
ま
た
、Bedingung

〔
条
件
〕
とD

ing

〔
事
物
〕
はBe-D

ing-ung

〔
事
物
化
〕
に
よ
っ
て
関
係

づ
け
ら
れ
、w

irklich

〔
現
実
的
〕
とw

irken

〔
作
用
す
る
〕
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
等
々
。

（
22)  Cf. W

ilhelm
 von H

um
boldt, Ü

ber die V
erschiedenheit des m

enschlichen Sprachbaues und ihren E
influß auf 

die geistige E
ntw

ickelung des M
enschengeschlechts (1836), G

esam
m
elte W

erke, Bd. 6, Berlin: D
e Gruyter, 

1988, S. 53–54.

〔『
言
語
と
精
神
―
―
カ
ヴ
ィ
語
研
究
序
説
』
亀
山
健
吉
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
、
八
八
頁
。〕

« 

… indem
 in der Sprache das geistige Bestreben sich Bahn durch die Lippen bricht, kehrt das Erzeugnis 

desselben zum
 eignen O

hr zurück; die V
orstellung w

ird also in w
irkliche O

bjektivität hinüberversetzt, 
ohne darum

 der Subjektivität entzogen zu w
erden. D

ies verm
ag nur die Sprache; und ohne diese, w

o 
Sprache m

itw
irkt auch stillschw

eigend im
m
er vorgehende V

ersetzung in zum
 Subjekt zurückkehrende 

O
bjektivität ist die Bildung des Begriffs, m

ithin alles w
ahre D

enken unm
öglich. »

〔
言
語
に
お
い
て
精
神
の
努

力
的
活
動
が
口
を
衝
い
て
出
て
く
る
と
き
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
も
の
は
発
し
た
当
人
の
耳
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
表
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象
は
、
現
実
的
な
客
観
性
の
側
へ
と
移
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
観
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
を
な
し
う
る
の
は
た
だ
言
語
だ
け
で
あ
る
。
主
観
か
ら
客
観
へ
前
進
し
、
客
観
か
ら
主
観
へ
と
回
帰
す
る
、
と
い
う
こ
の

循
環
運
動
に
言
語
は
暗
黙
に
つ
ね
に
協
力
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、こ
う
し
た
移
行
が
な
け
れ
ば
、概
念
の
形
成
は
不
可
能
と
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
正
し
い
思
考
も
す
べ
て
不
可
能
に
な
る
。〕

（
23)  

フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
はV

ersöhnung

〔
和
解
〕
とSohn

〔
息
子
〕
そ
れ
にSonne

〔
太
陽
〕
を
関
係
さ
せ
る
。
し

か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
バ
ー
ダ
ー
に
一
度
な
ら
ず
付
き
従
う
。
ゆ
え
に
バ
ー
ダ
ー
流
の
語
源
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
の
鍵
を
か

な
り
頻
繁
に
提
供
し
て
く
れ
る
。

（
24)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
長
い
記
述
が
本
文
中
の
こ
の
箇
所
に
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
と
い
う
の
も
、
精
神
哲
学
と
い
う
も

の
が
広
大
な
仕
方
で
、
非
常
に
広
大
な
仕
方
で
構
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
今
日
い
く
つ
か
の
項
目

で
分
類
し
て
い
る
も
の
―
―
心
理
学
、
社
会
学
、
法
哲
学
、
宗
教
哲
学
、
歴
史
哲
学
―
―
の
す
べ
て
を
、
つ
ま
り
人
間
学
と
い

う
用
語
で
指
し
示
し
う
る
あ
る
い
は
指
し
示
す
べ
き
も
の
の
す
べ
て
を
、
包
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

  　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
直
観
（A

nschauung

）
か
ら
出
発
し
て
、
精
神
の
そ
れ
自
身
に
よ
る
自
覚
と
所
有
へ
と
漸
進
的
に
高
揚
し
て
ゆ

く
。
精
神
の
自
己
構
成
の
歴
史
で
あ
る
こ
の
道
程
の
途
上
で
、
一
時
の
あ
い
だ
留
ま
ろ
う
。
そ
こ
は
、
名
を
授
け
る
力

0

0

0

0

0

0

と
し
て

の
言
語
の
登
場
が
表
記
さ
れ
た
決
定
的
な
瞬
間
で
あ
る
。

　
　
　
　

  

構
想
力
は
、
空
虚
な
形
式
を
与
え
て
記
し
づ
け
、
そ
の
形
式
を
内
的
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
［
力
］
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
言
語
は
［
内
的
な
も
の
を
］
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

［Seiendes
］
と
し
て
［
措
定
す
る
力
で
あ
る
］。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は

精
神
一
般
と
し
て
の
精
神
の
真
の
存
在

0

0

で
あ
る
。
精
神
は
、
ふ
た
つ
の
自
由
な
自
己
の
統
一
と
し
て
そ
こ
に

0

0

0

存
在
し
、
精
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神
の
概
念
に
ふ
さ
わ
し
い
定
在
で
あ
る
。
そ
れ
〔
言
語
と
い
う
精
神
の
定
在
〕
は
ま
た
、
直
ち
に
廃
棄
さ
れ
、
消
え
去
っ

て
ゆ
く
が
、
し
か
し
聴
き
取
ら
れ
て

0

0

0

0

0

0

い
る
。
さ
し
あ
た
り
言
語
は
単
に
そ
の
自
己
つ
ま
り
事
物
の
意
味

0

0

に
よ
っ
て
の
み
語

り
、
事
物
に
名
を
与
え
、
名
を
対
象
の
存
在

0

0

〔
で
あ
る

0

0

0

〕
と
し
て
言
表
す
る
。「
こ
れ
は
何
で
あ
る

0

0

0

か
」［
と
い
う
問
い

に
］
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
答
え
る
―
―
「
そ
れ
は

0

0

0

ラ
イ
オ
ン
、
ロ
バ
等
々
で
あ
る

0

0

0

」
と
。
わ
れ
わ
れ
は
「
そ
れ
は

0

0

0

…
…
で
あ

0

0

る0

」
と
答
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
そ
れ
は
黄
色
い
も
の
、
足
な
ど
を
も
っ
て
い
る
も
の
、
自
分
の
足
で
立
つ
も
の
で
あ

る
」
と
は
決
し
て
言
わ
ず
、
名
前

0

0

を
、
私
の
声
の
音0

を
発
す
る
。
名
前
は
直
観
の
な
か
に
あ
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、「
そ
れ
こ
そ
は
そ
の
真
の
存
在

0

0

で
あ
る
」
と
思
っ
て
答
え
て
い
る
。［
し
か
し
後
に
わ
れ
わ
れ
は
次
の

よ
う
に
考
え
る
。］「
こ
れ
は
た
だ
の
名
前
に
す
ぎ
ず
、
事
物
そ
の
も
の
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
」。
す
な

わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
と
き
感
性
的
な
表
象

0

0

0

0

0

0

に
立
ち
戻
る
。
あ
る
い
は
、
よ
り
高
次
の
意
味
で
、「
そ
れ
は
た
だ
の
名
前

に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

」［
と
考
え
る
］。
な
ぜ
な
ら
、
名
前
と
は
そ
れ
自
身
き
わ
め
て
表
面
的
な
精
神
的
存
在

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
前
を
通
じ
て
、
対
象
は
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
自
我
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
精
神
が

行
使
す
る
最
初
の
創
造

0

0

力
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
は
す
べ
て
の
事
物
に
名
前
を
与
え
た
。
そ
れ
は
君
主
権
〔M

ajestätsrecht

〕

で
あ
り
、
つ
ま
り
自
然
全
体
の
最
初
の
占
有
化
で
あ
り
、
も
し
く
は
精
神
に
も
と
づ
く
自
然
の
創
出
で
あ
る
。λόγος

〔
ロ

ゴ
ス
〕
は
理
性
で
あ
り
、
事
物
と
話
の
本
質

0

0

で
あ
り
、
事
象

0

0

と
語
り

0

0

〔Sache und Sage

〕
の
本
質
、
範
疇
の
本
質
で
あ

る
。
人
間
は
事
物
に
自
分
の
固
有
物

0

0

0

0

0

0

と
し
て
語
り
か
け
る
。［
人
間
は
精
神
的
自
然
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
自
分
の
世
界
の
う
ち
に
生
き
る
。］
そ
れ
が
対
象
の
存
在

0

0

で
あ
る
。（H

egel, Jenaer System
entw

ürfe III, hg. 
von Rolf-Peter H

orstm
ann, H

am
burg: Felix M

einer V
erlag, 1987, S. 174–175.

〔『
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想　

精
神

哲
学
草
稿
Ⅰ
・
Ⅱ
』
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
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年
、
一
二
二
頁
。〕« D

ies ist die Sprache als die N
am

engebende K
raft, –– Einbildungskraft nur leere Form

 
gebende, bezeichnende [K

raft] die Form
 als Innerliches Setzende, aber die Sprache [setzt Innerliches] 

als Seiendes. D
ies ist denn das w

ahre Sein des Geistes als Geistes überhaupt –– er ist da als Einheit 
zw

eier freien Selbst; und ist ein D
asein, das seinem

 Begriffe gem
äß ist, –– es hebt sich ebenso 

unm
ittelbar auf –– verhallt, aber ist vernom

m
en. Zunächst spricht die Sprache nur m

it diesem
 Selbst, 

der Bedeutung des D
ings, gibt ihm

 einen N
am

en, und spricht dies als das Sein des Gegenstandes aus; 
w
as ist dies? antw

orten w
ir, es ist ein Löw

e, Esel u. s. f. es ist, d. h. es ist gar nicht ein gelbes, Füße 
und so fort habendes, ein eignes Selbständiges, sondern ein N

am
e, ein T

on m
einer Stim

m
e; etw

as 
ganz A

nderes als es in der A
nschauung ist, und dies sein w

ahres Sein. [H
iernach m

einen w
ir] D

ies ist 
nur sein N

am
e, das D

ing selbst ist etw
as ganz anderes; d. h. w

ir fallen dann zurück in die sinnliche 
V
orstellung; –– oder [w

ir m
einen es sei] nur ein N

am
e in höherer Bedeutung, denn der N

am
e ist selbst 

nur erst das sehr oberflächliche geistige Sein. –– D
urch den N

am
en ist also der Gegenstand als seiend 

aus dem
 Ich heraus geboren. –– D

ies ist die erste Schöpferkraft die der Geist ausübt; A
dam

 gab allen 
D
ingen einen N

am
en, dies ist das M

ajestätsrecht und erste Besitzergreifung der ganzen N
atur, oder 

das Schaffen derselben aus dem
 Geiste; λόγος

, V
ernunft, W

esen der D
inge und Rede, Sache und Sage, 

K
ategorie. D

er M
ensch spricht zu dem

 D
inge als dem

 seinigen [und lebt in einer geistigen N
atur, in 

seiner W
elt,] und dies ist das Sein des Gegenstandes. »

）
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世
界
、
自
然
は
も
は
や
、
内
的
に
止
揚
さ
れ
た
い
か
な
る
存
在
も
も
た
な
い
よ
う
な
像0

の
国
で
は
な
く
、
名
前
の
国
で
あ

る
。
像
の
国
は
夢
想
す
る

0

0

0

0

精
神
で
あ
り
、
そ
れ
は
内
容
に
は
関
わ
る
が
、
い
か
な
る
実
在
も
定
在
も
も
た
な
い
内
容
に
関

わ
る
。
こ
の
精
神
の
覚
醒
が
、
名
前
の
国

0

0

0

0

で
あ
る
。
…
…
夢
想
す
る
精
神
の
諸
々
の
像
は
今
や
初
め
て
真
理
を
獲
得
す

る
。（H

egel, Jenaer System
entw

ürfe III, op. cit., S. 175.

〔
前
掲
訳
書
、
一
二
三
頁
。〕« D

ie W
elt, die N

atur ist 
nicht m

ehr ein Reich von Bildern, innerlich aufgehoben[en], die kein Sein haben, sondern ein Reich der 
N
am

en. Jenes Reich der Bilder ist der träum
ende Geist, der m

it einem
 Inhalte zu tun hat, der keine 

Realität, kein D
asein [hat] –– sein Erw

achen ist das R
eich der N

am
en; 

… Jetzt haben seine Bilder erst 
W
ahrheit. »

）

　
　

 

ま
さ
し
く
こ
こ
で
は
分
離
が
同
時
に
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
夢
想
す
る
精
神
が
意
識
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　
　

  　

言
語
は
か
く
し
て
精
神
の
下
限
で
あ
り
、ひ
と
つ
の
固
有
世
界
―
―
存
在
を
所
有
す
る
唯
一
の
世
界
―
―
の
創
造
で
あ
る
（
原

註
：
こ
と
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
に
は
暗
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
語
観
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
深
く
ロ

マ
ン
主
義
的
な
性
格
の
言
語
哲
学
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
を
越
え
て
コ
メ
ニ
ウ
ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
神
智
論
に
ま
で
わ
れ
わ
れ
を
連
れ

戻
す
）。
後
の
進
化
全
体
が
言
語
を
媒
語
や
移
動
手
段
と
し
て
も
ち
、
言
語
の
な
か
に
受
肉
す
る
こ
と
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
が
認
識
す

る
〈
ロ
ゴ
ス
〉
の
唯
一
の
受
肉
―
―
は
、
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
形
而
上
学
の
世
界
は
―
―
常
識
に
と
っ

て
―
―
裏
返
し
の
世
界
で
あ
る
と
宣
言
し
た
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
言
語
を
批
判
す
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
目
も
く
れ
な
い
理
由

で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判
し
う
る
の
は
言
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
言
語
の
悪
用
―
―
彼
の
同
時
代
人
た
ち
の
挙
措
―
―
で

あ
る
。
言
語
―
―
話
し
言
語
と
思
考
、serm

o

〔
会
話
、
議
論
、
話
し
言
葉
〕
とverbum

〔
語
、
表
現
、
諺
、
定
型
句
〕
は
、
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精
神
的
現
実
で
あ
る
。
言
語
は
抽
象
的
、
病
的
で
あ
り
う
る
し
、
死
ぬ
こ
と
さ
え
で
き
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
精
神
（
精
神

の
特
殊
な
形
態
と
し
て
のGestalt

）
は
抽
象
的
、
病
的
で
あ
り
、
死
に
向
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語
の
歴
史
、
言
語
の

生
は
、
同
時
に
、
精
神
の
歴
史
と
生
で
あ
る
。

　
　

  　

言
語
、
動
詞
は
ひ
と
つ
の
共
同
的
事
実
で
あ
る
。
人
は
共
同
で
話
し
、
聞
く
。
言
語
は
個
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
言

語
は
ひ
と
つ
の
超
－
個
別
的
な
現
存
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
言
語
の
現
実
性
に
比
べ
て
個
別
的
私
の
現
実
性
は
な
ん
と
見
せ
か

け
で
、
偶
然
的
で
、
非
本
質
的
な
も
の
に
見
え
る
こ
と
か
。
言
語
は
精
神
を
受
肉
す
る
。
し
か
し
、
な
ん
ら
か
の
「
言
語
」
が

存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
存
在
す
る
の
は
諸
々
の

0

0

0

言
語
だ
け
で
あ
る
。
同
様
に
、
言
語
が
表
現
し
て
い
る
の
は
単
な
る
精
神
で

は
な
く
、
民
族
の
精
神
で
あ
る
。「
真
の
」
言
語
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
た
だ
た
だ
、
そ
の
言
語
を
話
す
民
族
が
そ
れ
自
身
「
真

の
」
民
族
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
民
族
は
つ
ね
に
「
真
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。］

（
25)  『
精
神
現
象
学
』
の
冒
頭
、
つ
ま
りD

ieses

〔
こ
の
も
の
〕
とJetzt

〔
今
〕
の
分
析
か
ら
。

（
26)  H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 53.

〔
前
掲
訳
書
、
四
四
頁
。〕« W

er

… einer Sprache m
ächtig ist und 

zugleich andere Sprachen in V
ergleichung m

it ihr kennt, dem
 erst kann sich der Geist und die Bildung 

eines V
olks in der Gram

m
atik seiner Sprache zu fühlen geben; dieselben Regeln und Form

en haben 
nunm

ehr einen erfüllten, lebendigen W
ert. Er kann durch die Gram

m
atik hindurch den A

usdruck des 
Geistes überhaupt, die Logik, erkennen. »

〔
あ
る
言
語
に
通
じ
て
い
て
、
そ
の
言
語
と
比
較
し
な
が
ら
他
の
言
語
を
学

ぶ
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
言
語
の
文
法
の
な
か
で
ま
ず
最
初
に
そ
の
民
族
の
精
神
や
教
養
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

人
は
文
法
を
通
じ
て
精
神
一
般
の
表
現
、
す
な
わ
ち
論
理
学
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。〕

（
27)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 244.〔『

ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
4 

精
神
の
現
象
学
』上
巻
、金
子
武
蔵
訳
、岩
波
書
店
、
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一
九
七
一
年
、
三
二
四
頁
。〕« die Sprache [ist] die sichtbare U
nsichtbarkeit seines [des Geistes] W

esens

… 
»; S. 378.

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
5 

精
神
の
現
象
学
』
下
巻
、
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
八
一
五
頁
。〕« D

ie 
Einheit des Begriffes

… w
ird in dieser verm

ittelnden Bew
egung w

irklich, deren einfaches D
asein, als M

itte, 
die Sprache ist. »; S. 377-378.

〔
前
掲
訳
書
、
八
一
四
頁
。〕« D

ie beiden M
om

ente, zu w
elchen beide Seiten 

gereinigt, und die daher M
om

ente der Sprache sind, sind das abstrakte A
llgem

eine

… und das reine Selbst

… »

〔
両
側
面
が
そ
こ
へ
と
純
化
さ
れ
た
両
契
機
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
言
語
の
両
契
機
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
…
抽
象
的
普
遍

0

0

0

0

0

者0

と
…
純
粋
自
己

0

0

で
あ
る
。〕

（
28)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 384.

〔
前
掲
訳
書
、
八
二
四
頁
。〕« D

ie Sprache der Zerrissenheit 
aber ist die vollkom

m
ene Sprache und der w

ahre existierende Geist dieser ganzen W
elt der Bildung. »

（
29)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 376.

〔
前
掲
訳
書
、
八
一
一
―
八
一
二
頁
。〕« D

iese Entfrem
dung 

aber geschieht allein in der Sprache, w
elche hier in ihrer eigentüm

lichen Bedeutung auftritt. –– In der 
W

elt der Sittlichkeit G
esetz und Befehl, in der W

elt der W
irklichkeit erst Rat, hat sie das W

esen zum
 

Inhalte, und ist dessen Form
; hier aber erhält sie die Form

, w
elche sie ist, selbst zum

 Inhalte, und gilt 
als Sprache; es ist die K

raft des Sprechens als eines solchen, w
elche das ausführt, w

as auszuführen ist. 
D
enn sie ist das D

asein des reinen Selbsts, als Selbsts; in ihr tritt die für sich seiende E
inzelheit des 

Selbstbew
ußtseins als solche in die Existenz, so daß sie für andere ist. Ich als dieses reine Ich ist sonst 

nicht da; in jeder andern Ä
ußerung ist es in eine W

irklichkeit versenkt, und in einer Gestalt, aus w
elcher 

es sich zurückziehen kann; es ist aus seiner H
andlung, w

ie aus seinem
 physiognom

ischen A
usdrucke in 
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sich reflektiert, und läßt solches unvollständiges D
asein, w

orin im
m
er ebensosehr zu viel als zu w

enig 
ist, entseelt liegen. D

ie Sprache aber enthält es in seiner Reinheit, sie allein spricht Ich aus, es selbst. 
D
ies sein D

asein ist als D
asein eine Gegenständlichkeit, w

elche seine w
ahre N

atur an ihr hat. Ich ist 
dieses Ich –– aber ebenso allgem

eines; sein Erscheinen ist ebenso unm
ittelbar die Entäußerung und das 

V
erschw

inden dieses Ichs, und dadurch sein Bleiben in seiner A
llgem

einheit. Ich, das sich ausspricht, ist 
vernom

m
en; es ist eine A

nsteckung, w
orin es unm

ittelbar in die Einheit m
it denen, für w

elche es da ist, 
übergegangen und allgem

eines Selbstbew
ußtsein ist. –– D

aß es vernom
m
en w

ird, darin ist sein D
asein 

selbst unm
ittelbar verhallt; dies sein A

nderssein ist in sich zurückgenom
m
en; und ebendies ist sein D

asein, 
als selbstbew

ußtes Jetzt, w
ie es da ist, nicht da zu sein, und durch dies V

erschw
inden da zu sein. D

ies 
V
erschw

inden ist also selbst unm
ittelbar sein Bleiben; es ist sein eignes W

issen von Sich, und sein W
issen 

von sich als einem
, das in anderes Selbst übergegangen, das vernom

m
en w

orden und allgem
eines ist. »

（
30)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 386.

〔
前
掲
訳
書
、
八
二
六
―
八
二
七
頁
。〕« D

er w
ahre Geist aber 

ist eben diese Einheit der absolut Getrennten, und zw
ar kom

m
t er eben durch die freie W

irklichkeit 
dieser selbstlosen Extrem

e selbst als ihre M
itte zur Existenz. Sein D

asein ist das allgem
eine Sprechen und 

zerreißende U
rteilen, w

elchem
 alle jene M

om
ente, die als W

esen und w
irkliche Glieder des Ganzen gelten 

sollen, sich auflösen, und w
elches ebenso dies sich auflösende Spiel m

it sich selbst ist. D
ies U

rteilen und 
Sprechen ist daher das W

ahre und U
nbezw

ingbare, w
ährend es alles überw

ältigt; dasjenige, um
 w

elches 
es in dieser realen W

elt allein w
ahrhaft zu tun ist. Jeder T

eil dieser W
elt kom

m
t darin dazu, daß sein 
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Geist ausgesprochen, oder daß m
it Geist von ihm

 gesprochen und von ihm
 gesagt w

ird, w
as er ist. »

（
31)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 376–377.

〔
前
掲
訳
書
、
八
一
三
頁
。〕« D

er Geist erhält hier diese 
W
irklichkeit, w

eil die Extrem
e, deren E

inheit er ist, ebenso unm
ittelbar die Bestim

m
ung haben, für sich 

eigne W
irklichkeiten zu sein. Ihre Einheit ist zersetzt in spröde Seiten, deren jede für die andre w

irklicher 
von ihr ausgeschlossener Gegenstand ist. D

ie Einheit tritt daher als eine M
itte hervor, w

elche von der 
abgeschiedenen W

irklichkeit der Seiten ausgeschlossen und unterschieden w
ird; sie hat daher selbst eine 

w
irkliche von ihren Seiten unterschiedene Gegenständlichkeit, und ist für sie, d. h. sie ist D

aseiendes. D
ie 

geistige Substanz tritt als solche in die Existenz, erst indem
 sie zu ihren Seiten solche Selbstbew

ußtsein 
gew

onnen hat, w
elche dieses reine Selbst als unm

ittelbar geltende W
irklichkeit w

issen, und darin ebenso 
unm

ittelbar w
issen, dies nur durch die entfrem

dende V
erm

ittlung zu sein. D
urch jenes sind die M

om
ente 

zu der sich selbst w
issenden K

ategorie und dam
it bis dahin geläutert, daß sie M

om
ente des Geistes sind; 

durch dieses tritt er als Geistigkeit in das D
asein. –– Er ist so die M

itte, w
elche jene Extrem

e voraussetzt, 
und durch ihr D

asein erzeugt w
ird, –– aber ebenso das zw

ischen ihnen hervorbrechende geistige Ganze, 
das sich in sie entzw

eit und jedes erst durch diese Berührung zum
 Ganzen in seinem

 Prinzipe erzeugt. –– 
D
aß die beiden Extrem

e schon an sich aufgehoben und zersetzt sind, bringt ihre Einheit hervor, und diese 
ist die Bew

egung, w
elche beide zusam

m
enschließt, ihre Bestim

m
ungen austauscht, und sie, und zw

ar in 
jedem

 E
xtrem

e, zusam
m
enschließt. D

iese V
erm

ittlung setzt hierm
it den Begriff eines jeden der beiden 

Extrem
e in seine W

irklichkeit, oder sie m
acht das, w

as jedes an sich ist, zu seinem
 G

eiste. »
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（
32)  Hegel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 478–479.

〔
前
掲
訳
書
、
九
七
三
―
九
七
四
頁
。〕« W

ir sehen hierm
it 

w
ieder die Sprache als das D

asein des Geistes. Sie ist das für andre seiende Selbstbew
ußtsein, w

elches 
unm

ittelbar als solches vorhanden und als dieses allgem
eines ist. Sie ist das sich von sich selbst 

abtrennende Selbst, das als reines Ich = Ich sich gegenständlich w
ird, in dieser Gegenständlichkeit 

sich ebenso als dieses Selbst erhält, w
ie es unm

ittelbar m
it den andern zusam

m
enfließt und ihr 

Selbstbew
ußtsein ist; es vernim

m
t ebenso sich, als es von den andern vernom

m
en w

ird, und das 
V
ernehm

en ist eben das zum
 Selbst gew

ordene D
asein.

　
　

  　

D
er Inhalt, den die Sprache hier gew

onnen, ist nicht m
ehr das verkehrte und verkehrende und 

zerrissene Selbst der W
elt der Bildung; sondern der in sich zurückgekehrte, seiner und in seinem

 Selbst 
seiner W

ahrheit oder seines A
nerkennens gew

isse und als dieses W
issen anerkannte Geist.  D

ie Sprache 
des sittlichen Geistes ist das Gesetz und der einfache Befehl, und die K

lage

… ; das m
oralische Bew

ußtsein 
hingegen ist noch stum

m
, bei sich in seinem

 Innern verschlossen, denn in ihm
 hat das Selbst noch nicht 

D
asein, sondern das D

asein und das Selbst stehen erst in äußerer Beziehung aufeinander. D
ie Sprache 

aber tritt nur als die M
itte selbstständiger und anerkannter Selbstbew

ußtsein[e] hervor, und das daseiende 
Selbst ist unm

ittelbar allgem
eines, vielfaches und in dieser V

ielheit einfaches A
nerkanntsein. D

er Inhalt der 
Sprache des Gew

issens ist das sich als W
esen w

issende Selbst. »

（
33)  H
egel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 518.

〔
前
掲
訳
書
、
一
〇
四
一
頁
。〕« die Sprache —

 ein D
asein, das 

unm
ittelbar selbstbew

ußte Existenz ist. W
ie das einzelne Selbstbew

ußtsein in ihr da ist, ist es ebenso 
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unm
ittelbar als eine allgem

eine A
nsteckung; die vollkom

m
ne Besonderung des Fürsichseins ist zugleich 

die Flüssigkeit und die allgem
ein m

itgeteilte Einheit der vielen Selbst; sie ist die als Seele existierende 
Seele. »

（
34)  Hegel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 521.

〔
前
掲
訳
書
、一〇
四
五
頁
。〕« D

as w
ahre selbstbew

ußte Dasein, das 
der Geist in der Sprache erhält, die nicht die Sprache des frem

den und also zufälligen, nicht allgem
einen 

Selbstbew
ußtseins ist

… »

（
35)  « D

ie Sprache des sich w
issenden D

enkens. »

（
36)  H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 20–21.

〔
前
掲
訳
書
、
八
―
九
頁
。〕« Es ist der V

orteil einer Sprache, 
w
enn sie einen Reichtum

 an logischen A
usdrücken, näm

lich eigentüm
lichen und abgesonderten, für die 

D
enkbestim

m
ungen selbst besitzt;

… die deutsche Sprache hat darin viele V
orzüge vor den anderen 

m
odernen Sprachen; sogar sind m

anche ihrer W
örter von der w

eiteren Eigenheit, verschiedene 
Bedeutungen nicht nur, sondern entgegengesetzte zu haben, so daß darin selbst ein spekulativer Geist 
der Sprache nicht zu verkennen ist; es kann dem

 D
enken eine Freude gew

ähren, auf solche W
örter zu 

stoßen und die V
ereinigung Entgegengesetzter, w

elches Resultat der Spekulation für den V
erstand aber 

w
idersinnig ist, auf naive W

eise schon lexikalisch als ein W
ort von den entgegengesetzten Bedeutungen 

vorzufinden. D
ie Philosophie bedarf daher überhaupt keiner besonderen T

erm
inologie; es sind w

ohl 
aus frem

den Sprachen einige W
örter aufzunehm

en, w
elche jedoch durch den Gebrauch bereits das 

Bürgerrecht in ihr erhalten haben, 

… »
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（
37)  Hegel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 59.

〔
前
掲
訳
書
、
六
〇
頁
。〕« Form

ell kann das Gesagte so ausgedrückt 
w
erden, daß die N

atur des U
rteils oder Satzes überhaupt, die den U

nterschied des Subjekts und Prädikats 
in sich schließt, durch den spekulativen Satz zerstört w

ird, und der identische Satz, zu dem
 der erstere 

w
ird, den Gegenstoß zu jenem

 V
erhältnisse enthält. –– D

ieser K
onflikt der Form

 eines Satzes überhaupt 
und der sie zerstörenden Einheit des Begriffs ist dem

 ähnlich, der im
 Rhythm

us zw
ischen dem

 M
etrum

 
und dem

 A
kzente stattfindet. D

er Rhythm
us resultiert aus der schw

ebenden M
itte und V

ereinigung 
beider. So soll auch im

 philosophischen Satze die Identität des Subjekts und Prädikats den U
nterschied 

derselben, den die Form
 des Satzes ausdrückt, nicht vernichten, sondern ihre Einheit als eine H

arm
onie 

hervorgehen. »

（
38)  Cf. H

egel, Phänom
enologie des Geistes (W

3), S. 584–585.

〔
前
掲
訳
書
、一
一
五
四
―
一
一
五
五
頁
。〕
後
ほ
ど
引
用
〔
脚

注
73
参
照
〕。

（
39)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 
21.

〔
前
掲
訳
書
、
九
頁
。
脚
注
36
後
半
参
照
。〕］

（
40)  

引
用
し
て
い
る
諸
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
私
は
そ
れ
ら
を
本
当
に
「
翻
訳
」
し
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

（
41)  H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 22.

〔
前
掲
訳
書
、
一
〇
頁
。〕« A

ber indem
 so die logischen Gegenstände 

w
ie deren A

usdrücke etw
a in der Bildung A

llbekanntes sind, so ist, w
ie ich anderw

ärts gesagt, w
as 

bekannt ist, darum
 nicht erkannt. »

〔
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
論
理
的
対
象
な
ら
び
に
そ
の
表
現
は
、
教
養
あ
る
人
々
に

と
っ
て
は
熟
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
知
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
認
識

0

0
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さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

と
は
か
ぎ
ら
な
い
。〕［
訳
注
］『
精
神
現
象
学
』
に
も
同
旨
の
一
文
が
見
ら
れ
る
。「
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の

は
、
知
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

か
ら
と
い
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

わ
け
で
は
な
い
（D

as Bekannte überhaupt ist darum
, w

eil es 
bekannt ist, nicht erkannt

）」（W
3 35; 

前
掲
訳
書
、
三
〇
頁
）。

（
42)  K

. Rosenkranz, op. cit., S. 214.

〔
前
掲
訳
書
、
一
九
二
頁
。〕« W

ir stehen in einer w
ichtigen Zeitepoche, einer 

Gärung w
o der Geist einen Ruck getan, über seine vorige Gestalt hinausgekom

m
en ist, und eine neue 

gew
innt. D

ie ganze M
asse der bisherigen V

orstellungen, Begriffe, die Bande de W
elt sind aufgelöst und 

fallen w
ie ein T

raum
bild in sich zusam

m
en. »　

―
―
「
わ
れ
わ
れ
は
今
、
重
要
な
時
期
、
沸
騰
の
さ
な
か
に
あ
り
、
精

神
は
そ
こ
で
飛
躍
を
な
し
、
以
前
の
形
態
を
脱
し
て
新
し
い
姿
を
獲
得
し
た
。
従
来
の
表
象
や
概
念
の
全
体
、
世
界
の
紐
帯
は

解
消
し
、
夢
像
の
よ
う
に
崩
れ
去
っ
た
。」

（
43)  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語Begriff

はnotion
と
仏
訳
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
Ｇ
・
ノ
エ
ル
（Logique de H

egel

）
と
ジ
ャ
ン
・

ヴ
ァ
ー
ル
氏
（Le M

alheur de la conscience dans la philosophie de H
egel

）
は
こ
の
翻
訳
に
追
従
し
た
。
私
は
以
下

の
理
由
で
あ
え
て
そ
の
翻
訳
か
ら
距
離
を
と
ら
せ
て
も
ら
う
。
い
ず
れ
の
翻
訳
も
適
切
と
は
言
え
な
い
が
、concept

の
方
は
、

ド
イ
ツ
語greifen

とBegriff

に
相
当
す
る
ラ
テ
ン
語capio

〔
取
る
、
占
め
る
〕
とconceptus

〔
概
念
的
把
握
、
理
解
、
着
想
〕

と
の
、
な
お
感
知
し
う
る
関
係
―
―
も
ち
ろ
ん
善
意
あ
る
感
知
だ
が
―
―
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「notion

」
は

完
全
に
抽
象
的
で
あ
る
。

（
44)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［A

ufheben

はtollere

〔tollō: 

上
げ
る
、
上

部
に
構
築
す
る
、
引
き
受
け
る
、
子
供
を
も
つ
、
削
除
す
る
、
破
壊
す
る
〕
に
正
確
に
対
応
す
る
。
今
日
、A

ufheben

は

dépassem
ent

〔
乗
り
越
え
、
克
服
〕
と
仏
訳
さ
れ
る
が
、
こ
の
翻
訳
は
、
お
そ
ら
く
熟
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
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見
解
で
は
誤
訳
で
あ
る
。］

（
45)  Ém

ile Boutroux, La Philosophie allem
ande, Paris: V

rin, 1926, p. 73 sq.; Jean W
ahl, Le M

alheur de la 
conscience dans la philosophie de H

egel, Paris: Rieder, 1929; 2e éd., 1951, Paris: P. U
. F., pp. 97-98.

（
46)  Cf. H

egel, E
nzyklopädie I (W

8), 

§ 20, S. 74.

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
1 

小
論
理
学
』、
真
下
信
一
・
宮
本
十
蔵
訳
、
岩
波
書

店
、
一
九
九
六
年
、
九
九
頁
。〕« W

as ich nur m
eine, ist m

ein, 

… »

〔
私
が
た
だ
思
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

だ
け
の
も
の
は
、
私
の

0

0

も
の

0

0

で
あ
り
、
…
…
。〕

（
47)  Cf. H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3) S. 548, 591.

〔
前
掲
訳
書
、
一
〇
九
二
頁
、
一
一
六
四
頁
。〕

（
48)  J. W

ahl, op. cit., p. 5 sq.

（
49)  Cf. H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 237–238, 384, 386

〔
前
掲
訳
書
、
三
一
五
―
三
一
六
頁
、
八
二
四
頁
、

八
二
六
頁
。〕

（
50)  greifen

とBegriff

の
関
係
はcapio

〔
取
る
、
占
め
る
〕、concipio

〔
把
握
す
る
、
理
解
す
る
、
構
想
す
る
〕、conceptus

〔
概

念
的
把
握
、
理
解
、
着
想
〕
と
同
じ
関
係
で
あ
る
。greifen

とBegriff

の
関
係
に
つ
い
て
は
Ｊ
・
Ｂ
・
ベ
イ
リ
ー
が
す
で
に

指
摘
し
て
お
り
（T
he O

rigin and significance of H
egelʼs logic, p. 219, 248

）、
同
様
に
ま
たU

rteil

〔
判
断
〕
＝U

r-
T
eil

〔
原
－
分
断
〕
とReflexion

〔
反
省
〕
＝Re-Flection

〔
再
－
屈
曲
〕
の
語
源
論
に
つ
い
て
も
教
え
て
い
る
（op. cit., 

p. 244, 247

）。Cf. H
egel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 38, 56–57, 82, 583.

〔
前
掲
訳
書
、
三
四
、五
七
―

五
八
、九
五
、一
一
五
〇
―
一
一
五
三
頁
。〕; W

issenschaft der Logik (W
5), S. 38, 56, 57.

〔
前
掲
訳
書
、
二
九
、四
七
、四
八

頁
。〕

（
51)  

ホ
ト
ー
の
有
名
な
記
述
に
立
脚
し
て
一
般
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
自
身
の
博
大
さ
ゆ
え
に
い
わ
ば
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
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お
り
、
そ
れ
ら
を
口
頭
で
適
切
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
お
そ
ら
く

そ
れ
ほ
ど
話
の
上
手
な
人
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
ド
イ
ツ
の
最
も
偉
大
な
作
家
の
一
人
で
あ
る
、
と

私
は
考
え
て
い
る
。

（
52)  

Ｌ
・
エ
ー
ル
や
Ｅ
・
ブ
レ
イ
エ
の
表
現
（L. H

err, « H
egel », op. cit., p. 1000

〔Choix dʼécrits, p. 134

〕; Ém
ile 

Bréhier, H
istoire de la philosophie allem

ande, Paris: Payot, 1921, p. 106 sq.

）。

（
53)  L. H

err, « H
egel », op. cit., p. 1002.

〔Choix dʼécrits, p. 136.

〕

（
54
）  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
原
始
心
性
に
と
っ
て
は
名
は
本
質
を
与
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

〔nom
en dat esse rei

〕。
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（
脚
注
24
参
照
）
お
よ
び
今
日
の
何
人
か
の
哲
学
者
や
社
会
学
者
に
と
っ
て
も

同
様
で
あ
る
。］

（
55)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［『
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
』
を
思
い
起
こ
そ
う
。〔『
プ
ラ

ト
ン
全
集
２ 

ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
・
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
水
地
宗
明
・
田
中
美
知
太
郎
訳
、岩
波
書
店
、一
九
七
四
年
、一
一
九
頁
以
降
。〕］

（
56)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
地
口
を
喚
起
す
る
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。］

（
57)  Hegel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 231.
〔
前
掲
訳
書
、
三
〇
六
頁
。〕« W

as auf die Individualität Einfluß und 
w
elchen Einfluß es haben soll —

 w
as eigentlich gleichbedeutend ist —

, hängt darum
 nur von der Individualität 

selbst ab; dadurch ist diese Individualität diese bestim
m
te gew

orden, heißt nichts anders als: sie ist dies 
schon gew

esen. » 

―
―
「
し
た
が
っ
て
、
何
が

0

0

個
体
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
は
ず
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
ん
な

0

0

0

影
響
を
及
ぼ
す
は

ず
か
―
―
こ
の
ふ
た
つ
の
問
い
は
実
際
に
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
―
―
は
、
た
だ
個
体
性
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る
。
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し
か
じ
か
の
影
響
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
の
個
体
性
が
こ
れ
こ
れ
の
特
定
の
個
体
性
と
な
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
個
体
性
が
す
で
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前
か
ら
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
以
外
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

（
58)  Cf. H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 232.

〔
前
掲
訳
書
、
三
〇
七
頁
。〕

（
59)  Cf. H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 38.

〔
前
掲
訳
書
、
二
八
頁
。〕

（
60)  Cf. H

egel, W
issenschaft der Logik (W

5), S. 17.

〔
前
掲
訳
書
、
五
頁
。〕

（
61)  

非
時
間
的
生
成
の
観
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
本
質
的
な
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
私
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
観
念
が
ニ
コ
ラ

ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
ベ
ー
メ
を
経
由
し
て
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
―
―aeternitas igitur est interm

inabilis vitae tota sim
ul 

et perfecta possessio
〔
永
遠
と
は
、
限
り
な
い
生
の
全
体
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
（Boethius, D

e 
consolatione philosophiae. O

puscula theologica, ed. Claudio M
oreschini, M

ünchen und Leipzig: K
. G. Saur, 

2005, S. 155 (V
, pr. 6):

『
哲
学
の
慰
め
』
畠
中
尚
志
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三
八
年
、
二
二
九
頁
）〕
―
―
に
由
来
す
る
こ
と

を
示
そ
う
と
試
み
た
（cf. A
. K

oyré, Philosophie de J. Boehm
e, Paris: V

rin, 1929, p. 306 et 520 sq.

）。
私
の
考
え
で

は
、
マ
ク
タ
ガ
ー
ト
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
誤
っ
て
い
る
。「
絶
対
的
理
念
は
永
遠
に
現
実
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
と
は
永
久〔tim

eless
〕で
あ
る
」（John M

cT
aggart, Studies in the H

egelian D
ialectic (1896), 

Cam
bridge: Cam

. U
niv. Pr., 2

nd ed., 1922, p. 167
）。
そ
れ
か
ら
、「
弁
証
法
的
過
程
と
は
ひ
と
つ
の
妥
当
な
現
実
描
写
で

あ
る
が
、
現
実
そ
の
も
の
は
そ
の
最
も
正
確
な
本
性
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
過
程
で
は
な
く
、
安
定
し
た
永
久
の
一
状
態
〔a 

stable and tim
eless state

〕
で
あ
る
」（ibid., p. 7

）。tim
eless

だ
がstable

で
あ
る
と
は
？　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
不
動
で
は

な
い
は
ず
だ
。

（
62) 

一
一
一
頁
ま
た
は
脚
注
78
参
照
。
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（
63)  Cf. H

egel, E
nzyklopädie I (W

8), 

§ 20.

〔
前
掲
訳
書
、
九
九
頁
。〕

（
64)  Léon Brunschvicg, Le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, Paris: Félix A

lcan, 1927, t. II, 
p. 397 sq.

〔2e éd., Paris: P. U
. F., 1953, p. 365 sq.

〕

（
65)  H

egel, E
nzyklopädie I (W

8), 

§ 212, Zusatz, S. 367.

〔
前
掲
訳
書
、
四
八
四
頁
。〕« D

ie V
ollführung des unendlichen 

Zw
ecks ist so nur, die T

äuschung aufzuheben, als ob er noch nicht vollführt sei. D
as Gute, das absolut Gute, 

vollbringt sich ew
ig in der W

elt, und das Resultat ist, daß es schon an und für sich vollbracht ist und nicht 
erst auf uns zu w

arten braucht. »

〔
し
た
が
っ
て
無
限
な
目
的
の
成
就
は
も
っ
ぱ
ら
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
ま
だ
成
就
さ
れ

て
い
な
い
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
な
く
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
善
、
絶
対
的
な
善
は
、
永
遠
に
世
界
の
う
ち
で
自
ら
を
成
就
し
て

い
る
。そ
の
結
果
、そ
れ
は
す
で
に
即
且
対
自
的
に
成
就
さ
れ
て
お
り
、そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
を
待
つ
必
要
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。〕

（
66)  Franz von Baader, Bem

erkungen über einige antireligiösen Philosophem
e unserer Zeit (1824), Säm

tliche 
W

erke, Bd. II, hg. v. Franz H
offm

ann, A
alen: Scientia, 1963, S. 488 sq.

（
67)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 585.

〔
前
掲
訳
書
、
一一
五
五
―
一一
五
六
頁
。〕« Es m

uß aus diesem
 

Grunde gesagt w
erden, daß nichts gew

ußt w
ird, w

as nicht in der E
rfahrung ist, oder, w

ie dasselbe auch 
ausgedrückt w

ird, w
as nicht als gefühlte W

ahrheit, als innerlich geoffenbartes Ew
iges, als geglaubtes 

H
eiliges, oder w

elche A
usdrücke sonst gebraucht w

erden, vorhanden ist. D
enn die Erfahrung ist eben 

dies, daß der Inhalt –– und er ist der Geist –– an sich, Substanz und also G
egenstand des Bew

ußtseins 
ist. D

iese Substanz aber, die der Geist ist, ist das W
erden seiner zu dem

, w
as er an sich ist; und erst als 

dies sich in sich reflektierende W
erden ist er an sich in W

ahrheit der G
eist. Er ist an sich die Bew

egung, 
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die das Erkennen ist, –– die V
erw

andlung jenes A
nsichs in das Fürsich, der Substanz in das Subjekt, des 

Gegenstands des Bew
ußtseins in Gegenstand des Selbstbew

ußtseins, d. h. in ebensosehr aufgehobenen 
Gegenstand, oder in den Begriff. Sie ist der in sich zurückgehende K

reis, der seinen A
nfang voraussetzt 

und ihn nur im
 Ende erreicht. »

（
68)  Ibid.

（
69)  H

egel, V
orlesungen über die Philosophie der W

eltgeschichte, Band I, hg. v. Johannes H
offm

eister, H
am

burg: 
Felix M

einer, 1955, S. 153.

〔『
世
界
史
の
哲
学
』
岡
田
隆
平
訳
、
第
一
出
版
、
一
九
四
九
年
、
一
五
一
―
一
五
二
頁
。
な

お
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
10 
歴
史
哲
学
』（
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
）、『
歴
史
哲
学
講
義
』（
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
）、『
世

界
史
の
哲
学
講
義
』（
伊
坂
青
司
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
は
底
本
が
異
な
る
た
め
、
該
当
箇
所
の
邦
訳
な
し
。〕« Es ist 

dem
 Begriff des Geistes gem

äß, daß die Entw
icklung der Geschichte in die Zeit fällt. D

ie Zeit enthält die 
Bestim

m
ung des N

egativen. Es ist etw
as, eine Begebenheit, positiv für uns; daß aber auch das Gegenteil 

daran sein kann, diese Beziehung auf das N
ichtsein ist die Zeit, und zw

ar so, daß w
ir diese Beziehung 

nicht bloß denken, sondern auch anschauen. D
ie Zeit ist das ganz abstrakte Sinnliche. W

o das N
ichtsein in 

etw
as nicht einbricht, so sagen w

ir, es dauert. »

（
70)  H

egel, E
nzyklopädie II (W

9), 

§ 258, S. 48.

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
2a 

自
然
哲
学
』
上
巻
、
加
藤
尚
武
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
、
五
六
頁
。〕« D

ie Zeit

… ist das Sein, das, indem
 es ist, nicht ist, und indem

 es nicht ist, ist; das 
angeschaute W

erden. »

（
71)  H

egel, E
nzyklopädie II (W

9), 

§ 258, S. 49.

〔
前
掲
訳
書
、
五
七
頁
。〕« In der Zeit, sagt m

an, entsteht und vergeht 
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alles; w
enn von allem

, näm
lich der Erfüllung der Zeit, ebenso von der Erfüllung des Raum

s abstrahiert 
w
ird, so bleibt die leere Zeit w

ie der leere Raum
 übrig, –– d. i. es sind dann diese A

bstraktionen der 
Ä
ußerlichkeit gesetzt und vorgestellt, als ob sie für sich w

ären. A
ber nicht in der Zeit entsteht und 

vergeht alles, sondern die Zeit selbst ist dies W
erden, Entstehen und V

ergehen, das seiende A
bstrahieren, 

der alles gebärende und seine Geburten zerstörende K
ronos. »

（
72)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 45-46.

〔
前
掲
訳
書
、
四
三
頁
。〕« W

as die Zeit betrifft, von der 
m
an m

einen sollte, daß sie, zum
 Gegenstücke gegen den Raum

, den Stoff des andern T
eils der reinen 

M
athem

atik ausm
achen w

ürde, so ist sie der daseiende Begriff selbst. »

［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト

が
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
暗
に
カ
ン
ト
に
言
及
し
て
い
る
。］

（
73)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 584-585.

〔
前
掲
訳
書
、
一
一
五
四
―
一
一
五
五
頁
。〕« D

ie Zeit ist der 
Begriff selbst, der da ist und als leere A

nschauung sich dem
 Bew

ußtsein vorstellt; desw
egen erscheint 

der Geist notw
endig in der Zeit, und er erscheint so lange in der Zeit, als er nicht seinen reinen Begriff 

erfaßt, d. h. nicht die Zeit tilgt. Sie ist das äußere angeschaute vom
 Selbst nicht erfaßte reine Selbst, 

der nur angeschaute Begriff; indem
 dieser sich selbst erfaßt, hebt er seine Zeitform

 auf, begreift das 
A
nschauen, und ist begriffenes und begreifendes A

nschauen. –– D
ie Zeit erscheint daher als das Schicksal 

und die N
otw

endigkeit des Geistes, der nicht in sich vollendet ist, –– die N
otw

endigkeit, den A
nteil, den 

das Selbstbew
ußtsein an dem

 Bew
ußtsein hat, zu bereichern, die U

nm
ittelbarkeit des A

nsich –– die Form
, 

in der die Substanz im
 Bew

ußtsein ist –– in Bew
egung zu setzen oder um

gekehrt das A
nsich als das 
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Innerliche genom
m
en, das, w

as erst innerlich ist, zu realisieren und zu offenbaren, d. h. es der Gew
ißheit 

seiner selbst zu vindizieren. »

（
74)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 590.

〔
前
掲
訳
書
、
一
一
六
三
頁
。〕« D

ies W
erden stellt eine träge 

Bew
egung und A

ufeinanderfolge von Geistern dar, eine Galerie von Bildern, deren jedes, m
it dem

 
vollständigen Reichtum

e des Geistes ausgestattet, eben darum
 sich so träge bew

egt, w
eil das Selbst diesen 

ganzen Reichtum
 seiner Substanz zu durchdringen und zu verdauen hat. »

（
75)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 590-591.

〔
前
掲
訳
書
、
一
一
六
三
―
一
一
六
四
頁
。〕« Indem

 seine 
V
ollendung darin besteht, das, w

as er ist, seine Substanz, vollkom
m
en zu w

issen, so ist dies W
issen sein 

Insichgehen, in w
elchem

 er sein D
asein verläßt und seine Gestalt der Erinnerung übergibt. In seinem

 
Insichgehen ist er in der N

acht seines Selbstbew
ußtseins versunken, sein verschw

undenes D
asein aber 

ist in ihr aufbew
ahrt, und dies aufgehobene D

asein –– das vorige, aber aus dem
 W

issen neugeborene –– ist 
das neue D

asein, eine neue W
elt und Geistesgestalt. In ihr hat er ebenso unbefangen von vorn bei ihrer 

U
nm

ittelbarkeit anzufangen und sich von ihr auf w
ieder großzuziehen, als ob alles V

orhergehende für ihn 
verloren w

äre und er aus der Erfahrung der früheren Geister nichts gelernt hätte. A
ber die E

r-Innerung 
hat sie aufbew

ahrt und ist das Innere und die in der T
at höhere Form

 der Substanz. W
enn also dieser 

Geist seine Bildung, von sich nur auszugehen scheinend, w
ieder von vorn anfängt, so ist es zugleich auf 

einer höheren Stufe, daß er anfängt. D
as Geisterreich, das auf diese W

eise sich in dem
 D

asein gebildet, 
m
acht eine A

ufeinanderfolge aus, w
orin einer den andern ablöste und jeder das Reich der W

elt von dem
 



142

vorhergehenden übernahm
. Ihr Ziel ist die O

ffenbarung der T
iefe, und diese ist der absolute Begriff. »

（
76)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 586.

〔
前
掲
訳
書
、
一
一
五
六
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。« D

ie Bew
egung, 

die Form
 seines W

issens von sich hervorzutreiben, ist die A
rbeit, die er als w

erkliche G
eschichte vollbringt. »

〕

（
77)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 46-47.

〔
前
掲
訳
書
、
四
四
―
四
五
頁
。〕« D

ie Philosophie dagegen 
betrachtet nicht [die] unw

esentliche Bestim
m
ung, sondern sie, insofern sie w

esentliche ist; nicht das 
A
bstrakte oder U

nw
irkliche ist ihr Elem

ent und Inhalt, sondern das W
irkliche, sich selbst Setzende und 

in sich Lebende, das D
asein in seinem

 Begriffe. Es ist der Prozeß, der sich seine M
om

ente erzeugt und 
durchläuft, und diese ganze Bew

egung m
acht das Positive und seine W

ahrheit aus. D
iese schließt also 

ebensosehr das N
egative in sich, dasjenige, w

as das Falsche genannt w
erden w

ürde, w
enn es als ein 

solches betrachtet w
erden könnte, von dem

 zu abstrahieren sei. D
as V

erschw
indende ist vielm

ehr selbst 
als w

esentlich zu betrachten, nicht in der Bestim
m
ung eines Festen, das vom

 W
ahren abgeschnitten, 

außer ihm
, m

an w
eiß nicht w

o, liegenzulassen sei, sow
ie auch das W

ahre nicht als das auf der andern 
Seite ruhende, tote Positive. D

ie Erscheinung ist das Entstehen und V
ergehen, das selbst nicht entsteht 

und vergeht, sondern an sich ist, und die W
irklichkeit und Bew

egung des Lebens der W
ahrheit ausm

acht. 
D
as W

ahre ist so der bacchantische T
aum

el, an dem
 kein Glied nicht trunken ist; und w

eil jedes, 
indem

 es sich absondert, ebenso unm
ittelbar [sich] auflöst, ist er ebenso die durchsichtige und einfache 

Ruhe. In dem
 Gerichte jener Bew

egung bestehen zw
ar die einzelnen Gestalten des Geistes w

ie die 
bestim

m
ten Gedanken nicht, aber sie sind so sehr auch positive notw

endige M
om

ente, als sie negativ und 
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verschw
indend sind. –– In dem

 G
anzen der Bew

egung, es als Ruhe aufgefaßt, ist dasjenige, w
as sich in ihr 

unterscheidet und besonderes D
asein gibt, als ein solches, das sich erinnert, aufbew

ahrt, dessen D
asein das 

W
issen von sich selbst ist, w

ie dieses ebenso unm
ittelbar D

asein ist. »

（
78)  H

egel, E
nzyklopädie II (W

9), 

§ 258, S. 49-50.

〔
前
掲
訳
書
、
五
八
頁
。〕« N

ur das N
atürliche ist darum

 der 
Zeit untenan, insofern es endlich ist; das W

ahre dagegen, die Idee, der Geist, ist ew
ig. –– D

er Begriff der 
Ew

igkeit m
uß aber nicht negativ so gefaßt w

erden als die A
bstraktion von der Zeit, daß sie außerhalb 

derselben gleichsam
 existiere. »

［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
自

著
「
イ
エ
ー
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
」
該
当
頁
〔A

lexandre K
oyré, « H

egel à Iéna », É
tudes dʼhistoire de la pensée 

philosophique (1961), Paris: Gallim
ard, 1971, p. 175

〕、
お
よ
び
本
論
文
一
〇
五
頁
を
参
照
。］

（
79)  ［
訳
注
］単
行
本
版
で
は
次
の
コ
メ
ン
ト
が
脚
注
と
し
て
追
記
さ
れ
て
い
る
。［
イ
エ
ー
ナ
時
代
、ヘ
ー
ゲ
ル
は「Geist ist Zeit

〔
精

神
は
時
間
で
あ
る
〕」
と
書
い
て
い
た
（
上
記
論
文
、
該
当
頁
参
照
〔A

. K
oyré, « H

egel à Iéna », op. cit., p. 179

〕）。］

（
80)  Hegel, Phänom

enologie des G
eistes (W

3), S. 498.

〔
前
掲
訳
書
、
一
〇
〇
七
頁
。〕« Der ganze Geist nur ist in der 

Zeit, und die Gestalten, w
elche Gestalten des ganzen G

eistes als solchen sind, stellen sich in einer 
A
ufeinanderfolge dar; denn nur das Ganze hat eigentliche W

irklichkeit, und daher die Form
 der 

reinen Freiheit gegen anderes, die sich als Zeit ausdrückt. A
ber die M

om
ente desselben, Bew

ußtsein, 
Selbstbew

ußtsein, V
ernunft und Geist haben, w

eil sie M
om

ente sind, kein voneinander verschiedenes 
D
asein. »

（
81)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 498-499.

〔
前
掲
訳
書
、
一
〇
〇
七
頁
。〕« W

ie der Geist von seinen 
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M
om

enten unterschieden w
urde, so ist noch drittens von diesen M

om
enten selbst ihre vereinzelte 

Bestim
m
ung zu unterscheiden. Jedes jener M

om
ente sahen w

ir näm
lich w

ieder an ihm
 selbst sich in 

einem
 eignen V

erlaufe unterscheiden und verschieden gestalten; w
ie z. B. am

 Bew
ußtsein die sinnliche 

Gew
ißheit, W

ahrnehm
ung sich unterschied. D

iese letzteren Seiten treten in der Zeit auseinander und 
gehören einem

 besonderen G
anzen an. –– D

enn der Geist steigt aus seiner A
llgem

einheit durch die 
Bestim

m
ung zur E

inzelheit herab. D
ie Bestim

m
ung oder M

itte ist Bew
ußtsein, Selbstbew

ußtsein usf. »

（
82)  H

egel, E
nzyklopädie II (W

9), 

§ 257, S. 47-48.

〔
前
掲
訳
書
、
五
五
―
五
六
頁
。〕

（
83)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 499.

〔
前
掲
訳
書
、
一
〇
〇
七
―
一
〇
〇
八
頁
。〕« D

ie E
inzelheit 

aber m
achen die Gestalten dieser M

om
ente aus. D

iese stellen daher den Geist in seiner Einzelheit oder 
W

irklichkeit dar und unterscheiden sich in der Zeit, so jedoch, daß die folgende die vorhergehenden an ihr 
behält. »

（
84)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 36.

〔
前
掲
訳
書
、三
一
頁
。〕« D

er T
od, w

enn w
ir jene U

nw
irklichkeit 

so nennen w
ollen, ist das Furchtbarste, und das T

ote festzuhalten das, w
as die größte K

raft erfordert. D
ie 

kraftlose Schönheit haßt den V
erstand, w

eil er ihr dies zum
utet, w

as sie nicht verm
ag. A

ber nicht das 
Leben, das sich vor dem

 T
ode scheut und von der V

erw
üstung rein bew

ahrt, sondern das ihn erträgt und 
in ihm

 sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gew
innt seine W

ahrheit nur, indem
 er in der absoluten 

Zerrissenheit sich selbst findet. D
iese M

acht ist er nicht als das Positive, w
elches von dem

 N
egativen 

w
egsieht, w

ie w
enn w

ir von etw
as sagen, dies ist nichts oder falsch, und nun, dam

it fertig, davon w
eg zu 



ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト

145

irgend etw
as anderem

 übergehen; sondern er ist diese M
acht nur, indem

 er dem
 N

egativen ins A
ngesicht 

schaut, bei ihm
 verw

eilt. D
ieses V

erw
eilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein um

kehrt. »

〔
こ
の
よ
う
な

非
現
実
態
を
わ
れ
わ
れ
は
死
と
呼
び
た
い
の
だ
が
、
死
こ
そ
は
最
も
怖
し
き
も
の
で
あ
り
、
死
せ
る
も
の
を
見
据
え
る
の
は
最

大
の
力
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
力
な
き
美
は
悟
性
を
憎
悪
す
る
が
、
そ
れ
は
悟
性
が
こ
の
美
に
で
き
な
い
こ
と
を
要
求
す
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
の
生
と
は
、
死
を
前
に
し
て
怖
気
づ
き
、
死
の
荒
廃
か
ら
わ
が
身
を
守
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
生
の

こ
と
で
は
な
く
、
死
に
耐
え
、
死
の
た
だ
な
か
に
自
ら
を
維
持
す
る
生
の
こ
と
で
あ
る
。
精
神
が
自
ら
の
真
理
を
獲
得
す
る
の

は
た
だ
、
絶
対
的
引
き
裂
き
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
ら
を
見
出
す
と
き
で
あ
る
。
精
神
が
こ
う
し
た
威
力
で
あ
る

の
は
、
否
定
的
な
も
の
か
ら
目
を
背
け
る
よ
う
な
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
「
こ
れ
は
無
で
あ
る
」
と
か
「
こ
れ
は
偽
で
あ
る
」
と
か
言
っ
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
そ
の
あ
る
も
の
を
片
付
け
、
そ
こ
か

ら
他
の
何
か
へ
と
移
っ
て
行
く
と
き
の
よ
う
な
、
そ
う
し
た
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
精
神
が

か
か
る
威
力
で
あ
る
の
は
た
だ
、
否
定
的
な
も
の
を
真
正
面
に
見
据
え
て
、
そ
の
傍
に
留
ま
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
た
滞
留
こ
そ
が
、
否
定
的
な
も
の
を
存
在
へ
と
転
倒
せ
し
め
る
魔
法
の
力
で
あ
る
。〕

（
85)  Hegel, Philosophie der W

eltgeschichte, S. 182-183.

〔
前
掲
訳
書
、一八
六
―
一八
七
頁
。〕« Indem

 w
ir die W

eltgeschichte 
begreifen, so haben w

ir es m
it der Geschichte zunächst als m

it einer V
ergangenheit zu tun. A

ber ebenso 
schlechterdings haben w

ir es m
it der Gegenw

art zu tun. W
as w

ahr ist, ist ew
ig an und für sich, nicht 

Gestern und nicht M
orgen, sondern schlechthin gegenw

ärtig, 

“ Itzt 

” im
 Sinne der absoluten Gegenw

art. 
In der Idee ist, w

as auch vergangen scheint, ew
ig unverloren. D

ie Idee ist präsent, der Geist unsterblich; 
es gibt kein Einst, w

o er nicht gew
esen w

äre oder nicht sein w
ürde, er ist nicht vorbei und ist nicht noch 
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nicht, sondern er ist schlechterdings itzt. So ist hierm
it schon gesagt daß die gegenw

ärtige W
elt, Gestalt 

des Geistes, sein Selbstbew
ußtsein, alle in der Geschichte als früher erscheinenden Stufen in sich begreift. 

D
iese haben sich zw

ar als selbstständig nacheinander ausgebildet; w
as aber der Geist ist, ist er an sich 

im
m
er gew

esen, der U
nterschied ist nur in der Entw

icklung dieses A
nsich. D

er Geist der gegenw
ärtigen 

W
elt ist der Begriff, den der Geist von sich selbst m

acht; er ist es, der die W
elt hält und regiert, und er ist 

das Resultat der Bem
ühungen von 6000 Jahren, das, w

as der Geist durch die A
rbeit der W

eltgeschichte 
vor sich gebracht hat und w

as durch diese A
rbeit hat herauskom

m
en sollen. »

　
　

  　

« Indem
 w

ir es m
it der Idee des Geistes zu tun haben und in der W

eltgeschichte alles nur als seine 
Erscheinung betrachten, so beschäftigen w

ir uns, w
enn w

ir V
ergangenheit, w

ie groß sie auch im
m
er sei, 

durchlaufen, nur m
it dem

 Gegenw
ärtigen. D

ie Philosophie hat es m
it dem

 Gegenw
ärtigen, W

irklichen zu 
tun. D

ie M
om

ente, die der Geist hinter sich zu haben scheint, hat er auch in seiner gegenw
ärtigen T

iefe. 
W
ie er in der Geschichte seine M

om
ente durchlaufen hat, so hat er sie in der Gegenw

art zu durchlaufen –– 
in dem

 Begriff von sich. »

（
86)  Hegel, W

issenschaft der Logik (W
5), S. 20.

〔
前
掲
訳
書
、
八
頁
。〕« D

ie D
enkform

en sind zunächst in der Sprache 
des M

enschen herausgesetzt und niedergelegt; es kann in unseren T
agen nicht oft genug daran erinnert 

w
erden, daß das, w

odurch sich der M
ensch vom

 T
iere unterscheidet, das D

enken ist. In alles, w
as ihm

 zu 
einem

 Innerlichen, zur V
orstellung überhaupt w

ird, w
as er zu dem

 Seinigen m
acht, hat sich die Sprache 

eingedrängt, und w
as er zur Sprache m

acht und in ihr äußert, enthält eingehüllter, verm
ischter oder 
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herausgearbeitet eine K
ategorie. »

（
87)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (W
3), S. 589.

〔
前
掲
訳
書
、
一
一
六
一
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。« D

ie M
om

ente 
seiner Bew

egung stellen sich in ihr nicht m
ehr als bestim

m
te G

estalten des Bew
ußtseins dar, sondern, 

indem
 der U

nterschied desselben in das Selbst zurückgegangen, als bestim
m
te Begriffe

… »

（
精
神
の
運
動
の

諸
契
機
は
そ
こ
に
お
い
て
は
も
は
や
意
識

0

0

の
特
定
の
諸
形
態

0

0

0

と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
一
体
の
区
別
が
自
己
へ
と

戻
さ
れ
る
の
で
、
特
定
の
概
念

0

0

0

0

0

と
し
て
立
ち
現
れ
る
。）〕

（
88)  H

egel, E
nzyklopädie I (W

8), 

§ 111, Zusatz, S. 229

－230.

〔
前
掲
訳
書
、
二
九
八
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。« W

enn 
(in der Sphäre des Seins) das Etw

as zu A
nderem

 w
ird, so ist hierm

it das Etw
as verschw

unden. N
icht so 

im
 W

esen; hier haben w
ir kein w

ahrhaft A
nderes, sondern nur V

erschiedenheit, Beziehung des Einen auf 
sein A

nderes. D
as Ü

bergehen des W
esens ist also zugleich kein Ü

bergehen; denn beim
 Ü

bergehen des 
V
erschiedenen in V

erschiedenes verschw
indet das V

erschiedene nicht, sondern die V
erschiedenen bleiben 

in ihrer Beziehung. »

（（
存
在
の
圏
域
に
お
い
て
）
あ
る
も
の
が
他
の
も
の
に
な
る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
あ
る
も
の
は

消
え
た
こ
と
に
な
る
。〔
だ
が
〕
本
質
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
真
の
他
者
も
も
っ
て
お

ら
ず
、
た
だ
差
別
―
―
ひ
と
つ
の
も
の
の
、
そ
れ
の

0

0

0

他
者
へ
の
関
係
―
―
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
質
の
移
行
は
同

時
に
い
か
な
る
移
行
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
違
っ
た
も
の
が
違
っ
た
も
の
に
移
行
す
る
際
、
違
っ
た
も
の
は
消
え
る
こ
と

が
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
っ
た
も
の
は
そ
れ
ら
の
関
係
の
う
ち
に
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。）〕

（
89) Cf. K

. Rosenkranz, op. cit., S. 183.

〔
前
掲
訳
書
、
一
六
九
頁
。〕
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訳
者
解
題

　

本
論
文
はA

lexandre K
oyré, « N

ote sur la langue et la term
inologie hégéliennes », in R

evue philosophique de la 
France et de lʼétranger, tom

e 112, Paris: Félix A
lcan, 1931, pp. 409–439

の
全
訳
で
あ
る
。
本
論
文
は
そ
の
後
、
い
く
ら
か

の
加
筆
と
修
正
を
経
て
、
一
九
六
一
年
に
ア
ル
マ
ン
・
コ
ラ
ン
社
か
ら
公
刊
さ
れ
た
『
哲
学
思
想
史
研
究
』
に
再
録
さ
れ
、
一
九
七
一

年
に
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
再
版
さ
れ
て
い
る
（
同
論
文
は pp. 191–224

）。
本
翻
訳
は
底
本
と
し
て
、
初
版
に
あ
た
る
雑
誌
の
テ
ク
ス

ト
（
一
九
三
一
年
）
を
用
い
て
い
る
が
、
適
宜
、
ガ
リ
マ
ー
ル
版
（
一
九
七
一
年
）
も
参
照
し
た
。
な
お
、
初
出
版
と
単
行
本
再
録
版

と
の
間
に
見
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
註
に
て
指
示
な
い
し
訳
出
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
著
者
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
イ
レ
は
本
論
文
で
、
難
解
な
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
難
解
な
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
の
解
説
を
試
み

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
各
用
語
の
分
析
と
説
明
と
い
う
よ
り
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
が
な
に
ゆ
え
そ
れ
ほ
ど

難
解
で
あ
る
の
か
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
言
語
の
身
分
や
規
定
か
ら
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
覚ノ
ー
ト書
で
あ
る
。
発
表
当
時
の
二
十
世
紀

初
頭
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
は
一
般
に
「
恣
意
的
に
創
作
さ
れ
た
専
門
用
語
」
と
み
な
さ
れ
、
思
想
の
理
解
以
前
に
そ
の
人
工
的
で
抽
象

的
な
言
葉
づ
か
い
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
歴
史
学
者
た
ち
の
そ
う
し
た
不
平
は
け
れ
ど
も
、
コ
イ
レ
の
観
点
で
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
心
外
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
ま
た
抽
象
的
な
専
門
用
語
の
濫
用
に
反
対
し
て
い
た
し
、
イ

エ
ー
ナ
時
代
か
ら
す
で
に
、
哲
学
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
不
要
と
さ
え
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
身
の
（
自
国
の
）
言
葉
で
一

切
を
語
る
こ
と
が
民
族
の
最
高
の
教
養
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
本
的
な
考
え
だ
っ
た
。
言
葉
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ

の
態
度
は
そ
の
後
い
っ
そ
う
徹
底
さ
れ
、
母
国
語
な
い
し
日
常
言
語
は
哲
学
に
必
要
な
表
現
を
十
分
提
供
で
き
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
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に
な
る
。
む
し
ろ
哲
学
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
の
言
葉
、
こ
の
生
き
た
言
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
哲
学

は
具
体
的
で
生
き
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
哲
学
の
言
語
は
同
じ
く
具
体
的
で
生
き
た
言
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
が
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
逆
説
的
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
は
人
工
的
で
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
コ
イ
レ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言

語
に
対
す
る
無
理
解
の
原
因
は
そ
の
具
体
性
で
あ
り
、
つ
ま
り
批
判
者
た
ち
は
抽
象
的
思
考
に
慣
れ
過
ぎ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、

と
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
抽
象
的
な
言
語
が
理
解
し
や
す
い
の
は
、
そ
れ
ら
抽
象
語
は
人
為
的
に

規
定
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
意
味
と
厳
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
各
用
語
は
も
と
も
と
の
多
義
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
厳

格
に
一
義
的
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
言
葉
に
本
来
そ
な
わ
る
精
神
的
価
値
と
精
神
的
生

を
奪
わ
れ
た
言
語
で
あ
る
。
抽
象
的
な
言
語
は
決
め
ら
れ
た
意
味
で
の
み
使
用
さ
れ
、
つ
ま
り
そ
の
言
葉
の
使
用
は
機
械
的
と
な
り
、

そ
の
結
果
、
思
考
は
停
止
し
、
固
定
さ
れ
、
死
ぬ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
き
た
言
語
、
歴
史
的
な
日
常
言
語
は
様
々
な
意
味
内
容
を

（
と
き
に
反
対
の
意
味
を
さ
え
）
自
ら
の
う
ち
に
柔
軟
に
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
生
き
た
言
語
は
思
考
が
固
定
さ
れ
る
の
を
防

ぎ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
外
見
上
ま
っ
た
く
別
々
の
諸
事
象
間
に
潜
む
内
的
連
関
を
思
考
に
発
見
さ
せ
さ
え
す
る
。
そ
れ
は
悟
性
の
凝
固
し

た
諸
観
念
―
―
死
ん
だ
抽
象
的
同
一
性
―
―
の
な
か
に
理
性
の
運
動
す
る
概
念
―
―
生
き
た
具
体
的
同
一
性
―
―
を
発
見
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
思
考
の
深
化
を
日
常
言
語
が
可
能
に
す
る
の
も
、
ま
さ
し
く
生
き
た
言
語
の
な
か
に
は
理
性
の
歴
史
的
な
運
動
が
受

肉
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
語
を
確
か
に
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
語
の
哲
学
を

展
開
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
各
著
作
に
お
い
て
言
語
に
つ
い
て
触
れ
る
際
も
副
次
的
に
語
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
コ
イ
レ
が
忠

告
す
る
通
り
、
言
語
に
割
か
れ
た
そ
の
わ
ず
か
数
節
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
お
け
る
言
語
の
枢
要
な
地
位
が
見
て
取
れ
る
し
、
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コ
イ
レ
の
観
点
で
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
言
語
こ
そ
は
現
実
化
さ
れ
た
〈
精
神
〉
で
あ
る
。
精
神
の
進
展
は
言
語
の
進
展
に
受
肉
し
、

そ
こ
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
コ
イ
レ
は
そ
の
証
拠
と
し
て
、
と
く
に
『
精
神
現
象
学
』
か
ら
該
当
箇
所
を
か
な
り
の
長
さ
で
い
く
つ
も

引
用
す
る
。
コ
イ
レ
の
読
解
か
ら
す
れ
ば
、
精
神
を
発
展
さ
せ
る
弁
証
法
的
運
動
と
は
、
主
語
か
ら
述
語
へ
の
移
行
、
そ
し
て
述
語
か

ら
主
語
へ
の
再
移
行
（
投
げ
返
し
）
と
い
う
、
こ
の
不
断
の
逆
転
運
動
で
あ
る
。
精
神
は
言
語
的
命
題
の
こ
の
転
倒
を
繰
り
返
し
、
対

象
を
自
ら
へ
と
包
摂
し
、
自
ら
を
充
実
さ
せ
な
が
ら
進
展
し
て
ゆ
く
。
精
神
の
こ
の
運
動
を
発
見
す
る
の
が
思
弁
的
思
考
で
あ
る
が
、

思
弁
的
思
考
は
そ
れ
を
ま
さ
し
く
言
語
に
お
い
て
発
見
す
る
。
言
語
の
な
か
に
こ
そ
、精
神
と
歴
史
の
発
展
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
再
び
、
哲
学
に
は
い
か
な
る
特
別
な
専
門
用
語
も
不
要
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
事
情
を
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
ま
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
が
（
今
も
昔
も
）
き
わ
め
て
難
解
で
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
生
き
た
も
の
と
し
て
の
具
体
的
な
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
多

く
の
読
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
人
工
的
で
抽
象
的
で
恣
意
的
な
も
の
と
み
な
し
た
く
な
る
ほ
ど
、
理
解
困
難
な
言
葉
で
あ
る
。
コ
イ
レ

は
そ
う
し
た
反
論
に
対
し
て
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言
葉
で
も
っ
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
（bekannt

）

も
の
は
、
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
認
識
さ
れ
て
い
る
（erkannt

）
わ
け
で
は
な
い
」。『
精
神
現
象
学
』
で
述
べ
ら
れ
、『
大

論
理
学
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
の
文
言
が
指
摘
す
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
語
ら
れ
る
各
語
は
、
素
朴
あ
る
い
は
悟
性

的
に
で
は
な
く
、
理
性
的
あ
る
い
は
思
弁
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
各
語
は
、
そ

の
語
が
本
来
も
つ
豊
か
さ
そ
の
ま
ま
に
、
様
々
な
意
味
内
容
が
弁
証
法
的
に
綜
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
範
例
は

言
う
ま
で
も
な
くA

ufhebung

の
語
で
あ
り
、
そ
の
他
、M

einung
とm

ein

、Er-innerung

、Begriff

とbe-greifen

等
々
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
各
用
語
を
そ
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
葉
を
多
義
的
で
曖
昧
に
使
用
し
て
い
る
と

い
う
非
難
は
ま
っ
た
く
ヘ
ー
ゲ
ル
を
見
誤
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
非
難
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
用
語
を
多
義
的
に
使
用
し
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て
い
る
箇
所（
意
義
を
確
定
で
き
な
い
箇
所
）と
い
う
の
は
、す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
核
心
部
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
箇
所
で
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
ふ
た
つ
の
重
要
な
契
機
が
一
方
で
あ
り
つ
つ
他
方
で
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
弁
証
法
的
事
態
―
―
「entw

eder

…oder

…
」
で
は

な
く
「sow

ohl

…als auch

…
」
―
―
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
明
晰
さ
」
を
な
に
よ
り
高
く
評
価
し
た
が
、
肝
心
の
彼
の
哲
学
に
は
ま
さ
に
そ
の
「
明
晰
さ
」
が

欠
け
て
い
る
、
と
い
う
批
判
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ
は
―
―
彼
自
身
は
批
判
と
い
う
よ
り
は
中
立
の
態
度
で
―
―

そ
の
原
因
を
歴
史
的
次
元
の
混
入
と
い
う
点
に
見
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
の
な
か
に
は
、
概
念
と
通
約
で
き
な
い
経
験
的
要
素

の
痕
跡
が
隠
れ
て
い
る
。
こ
の
要
素
は
、
純
粋
に
概
念
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
本
質
的
に
明
晰
さ
と
い
う
基

準
に
反
し
て
い
る
」（
Ｔ
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
『
三
つ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
』
渡
辺
祐
邦
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
六
年
、
一
八
二
頁
）。

コ
イ
レ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
視
点
で
は
な
い
が
、
本
論
文
の
終
盤
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

コ
イ
レ
の
視
点
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
歴
史
的
次
元
が
混
入
す
る
の
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
こ
の
天
才
歴
史
学
者
」
が
歴
史
の
現

実
感
を
素
質
と
し
て
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
永
遠
な
る
理
念
の
青
ざ
め
た
影
で
も
な
け
れ
ば
、
不
完
全
で
不
必
要
な
そ
の

反
映
で
も
な
い
。
よ
く
言
わ
れ
る
通
り
、
絶
対
的
な
も
の
は
「
ピ
ス
ト
ル
か
ら
発
射
さ
れ
る
よ
う
に
」
一
挙
に
登
場
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
運
動
し
な
が
ら
徐
々
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
、
精
神
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
と
は
精
神
の
現
実
化
で
あ
り
、
精

神
が
自
ら
生
成
し
自
己
自
身
と
な
る
、
そ
の
展
開
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
「
明
晰
さ
」
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、

哲
学
に
は
歴
史
が
必
要
で
あ
り
、「
現
象
学
」
は
不
可
欠
で
あ
る
、
と
コ
イ
レ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
を
擁
護
す
る
だ
ろ
う
。

　

コ
イ
レ
は
本
論
文
の
お
わ
り
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
言
語
と
翻
訳
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

な
言
語
の
諸
々
の
特
質
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
の
母
国
語
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
豊
か
な

多
義
性
と
弁
証
法
的
内
実
と
を
そ
な
え
る
生
き
た
言
語
と
は
、
こ
の
特
殊
な
一
地
域
語
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
語
で
語
ら
れ
る
哲
学
と
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各
用
語
は
そ
れ
ゆ
え
他
の
言
語
へ
の
翻
訳
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
が
翻
訳
困
難
で
あ
る
の
は
、

彼
の
言
語
が
空
想
的
で
あ
っ
た
り
詩
的
で
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
表
現
し
え
な
い
も
の
を
比
喩
に
よ
っ
て
暗
示
し
よ
う
と
試

み
る
そ
う
し
た
言
語
形
式
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
表
現
不
可
能
な
も
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
い
か
な

る
価
値
も
も
っ
て
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
翻
訳
が
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
語
の
一
単
語
に
含
ま
れ
る
様
々
な
意
味
を
同
じ
く
含

意
す
る
よ
う
な
他
言
語
の
単
語
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
各
言
語
あ
る
い
は
各
民
族
は
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
最
良
の
注
釈
は
目
下
の
と
こ
ろ
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
辞

書
で
あ
る
だ
ろ
う
、
と
コ
イ
レ
は
締
め
括
る
。

　

以
上
が
本
論
文
の
概
容
で
あ
る
。
一
見
し
て
気
づ
か
れ
る
通
り
、
本
論
文
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
に
か
な
り
の
頁
が
割
か
れ
て
い

る
。
と
く
に
『
精
神
現
象
学
』
か
ら
の
長
い
引
用
が
何
度
も
な
さ
れ
る
が
、
コ
イ
レ
の
こ
の
振
る
舞
い
は
発
表
時
（
一
九
三
一
年
頃
）

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
状
況
に
起
因
す
る
。
当
時
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
要
著
作
で
仏
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
は『
エ
ン
ツ
ュ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
が
せ
い
ぜ
い
で
、『
大
論
理
学
』
も
『
精
神
現
象
学
』
も
『
法
哲
学
』
も
ま
だ
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
詳
細
に

つ
い
て
は
コ
イ
レ
自
身
の
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
が
（
邦
訳
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
状
況
報
告
」、『
知
の
ト
ポ
ス
』

第
一
三
号
、
九
九
―
一
五
九
頁
）、
コ
イ
レ
は
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
心
を
抱
く
研
究
者
に
向
け
て
、
本
来
の
ヘ
ー

ゲ
ル
思
想
へ
の
導
入
の
意
味
も
込
め
て
、
あ
れ
ほ
ど
長
く
、
し
か
も
原
文
付
き
で
引
用
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

　

な
か
で
も
『
精
神
現
象
学
』
に
特
化
し
、「
言
語
」
を
主
題
と
し
た
点
は
、
や
は
り
慧
眼
を
も
っ
て
鳴
る
研
究
者
で
あ
る
。
周
知
の

通
り
、
本
論
文
発
表
の
二
年
後
（
一
九
三
三
年
）、
Ａ
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
講
義
」
が
開
講
さ
れ
、
そ
の

後
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
画
期
的
躍
進
の
引
き
金
と
な
る
が
、
こ
の
成
功
は
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
思
想
界
に
お
い
て
す
で
に
同
書
に
対
す

る
高
い
関
心
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
し
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
研
究
全
体
の
沈
黙
期
を
経
て
、
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よ
う
や
く
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
が
再
開
か
つ
本
格
化
し
つ
つ
あ
る
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
が
凝
縮
さ
れ
た
こ
の
歴

史
的
大
著
へ
と
人
々
の
関
心
を
惹
き
つ
け
、
興
味
を
抱
か
せ
た
も
の
こ
そ
は
、
コ
イ
レ
の
本
論
文
で
あ
ろ
う
。『
精
神
現
象
学
』
か
ら

の
多
数
の
引
用
（
す
な
わ
ち
仏
訳
）
は
間
違
い
な
く
、
論
文
の
主
題
を
越
え
て
、
本
書
そ
れ
自
体
の
読
解
へ
と
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
を
動

機
づ
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
同
様
に
、Ｊ
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
に
よ
る
同
書
の
仏
訳
出
版
（
一
九
三
九
―
四
一
年
）
を
加
速
さ
せ
る
一
因
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

他
方
、
本
論
文
の
企
図
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
用
語
の
難
解
さ
を
そ
も
そ
も
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
理
解
か
ら
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
結
果
と
し
て
、
言
語
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
知
ら
し
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
研
究
資
料
を
手
近
な
も
の
と
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。「
言
語
論
的
転
回
」
の
世
紀
と
呼
ば
れ
る
二
十
世
紀
哲
学
に
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
（
と
り
わ
け
「
ポ
ス
ト
構

造
主
義
」
や
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
世
代
の
思
想
家
た
ち
）
は
誰
も
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
相
手
取
っ
た
が
、
彼
ら
は
「
言

語
」
を
め
ぐ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
対
決
し
た
。
こ
の
点
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
論
を
提
示
す
る
コ
イ
レ
の
本
論
文
が
ま
さ
し
く
そ
の
た
め

の
土
台
を
用
意
し
た
、
な
い
し
は
問
題
を
先
取
り
し
て
い
た
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
観
点
で
本
論
文
は
、
単
に
コ
イ
レ
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
解
説
と
し
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学

の
潜
在
的
な
動
向
を
把
握
す
る
上
で
も
き
わ
め
て
意
義
深
い
論
文
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
。

小
原
拓
磨
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お
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