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ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
並
外
れ
て
難
解
な
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
研
究
者
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
注
釈
者
も
全
員

同
意
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
る
一
世
代
全
体
の
異
論
の
な
い
指
導
者
だ
っ
た
。
彼
は
数
多

く
の
生
徒
を
育
成
し
、学
校
長
も
務
め
た
。
こ
れ
は
近
代
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
も
稀
に
み
る
例
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
あ
い
だ
、ヘ
ー

ゲ
ル
の
影
響
は
ド
イ
ツ
で
も
諸
外
国
で
も
群
を
抜
い
て
お
り
（
１
）、
そ
の
著
作
は
無
数
の
注
釈
と
比
類
な
き
賛
嘆
を
引
き
起
こ
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
当
然
、
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
建
造
物
へ
も
難
な
く
入
構
で
き
る
と
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で

あ
っ
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
と
き　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
、
少
な
く
と
も
心
の
底
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い

こ
と
を
証
し
て
く
れ
る
と
思
う
が　
　

非
常
に
し
ば
し
ば
、
何
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
印
象
を
も
つ
。
読
者
は
自
問
す
る
。
い
っ
た
い

こ
れ
は
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
し
て
と
き
に
は　
　

腹
の
底
で　
　

こ
れ
は
そ
も
そ
も
何
事
か
を
言
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
読
者
は
、
こ
れ
も
ま
た
非
常
に
し
ば
し
ば
、
理
解
し
た
と
き
あ
る
い
は
理
解
し
た
と
思
う
と
き
で
さ
え
、
あ
る

苦
々
し
い
印
象
を
抱
く
。
す
な
わ
ち
、一
種
の
妖
術
な
い
し
は
神
霊
の
呪
術
を
目
撃
し
て
い
る
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
読
者
は
驚
嘆
し
、

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
難
解
に
し
て
い
る
、
い
く
つ
か
の
原
因
に
つ
い

て
述
べ
た
（
２
）。
言
語
用
法
の
難
解
さ
、
専
門
用
語
の
難
解
さ
、
精
神
的
態
度
の
難
解
さ
…
…
。
し
か
し
ほ
か
に
も
あ
る
。
お
そ
ら
く

な
お
い
っ
そ
う
深
く
、
よ
り
根
底
的
な
難
解
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
は
あ
ま
り
に
唐
突
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
考
は
飛
び
跳
ね
な
が
ら
進
み
、
わ
れ
わ
れ
に
は
見
て
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
諸
関
係
を
見
て
い
る
（
３
）。
そ
の
思
考
が
通
る
道
は

だ
い
た
い
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
に
は
通
行
不
可
能
な
ま
ま
で
あ
り
、
し
か
も
、
と
り
わ
け
そ
の
道
が
選
ば
れ
た
こ
と
の
理
由
は
わ
れ
わ
れ
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に
は
示
し
て
も
ら
え
な
い
。
そ
も
そ
も
一
番
頻
繁
に
起
こ
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
が
進
む
行
程
が
わ
れ
わ
れ
に
は
未
知
の
ま
ま
に

と
ど
ま
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

魔
術
や
神
秘
と
い
う
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
印
象
の
た
め
に
、
あ
る
人
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
秘
密
」（
４
）
な
る
も
の
に
つ
い
て
語
り
、
ま

た
あ
る
人
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
彼
の
方
法
の
諸
原
理
を
明
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
名

人
芸
で
も
っ
て
弁
証
法
的
方
法
を
実
践
し
な
が
ら
も
、そ
れ
を
教
え
る
た
め
に
は
何
も
し
な
か
っ
た
、と（
５
）。
さ
ら
に
別
の
人
は
、ヘ
ー

ゲ
ル
の
思
考
は
一
般
に
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
は
異
な
る
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
、
と
ま
で
述
べ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
「
直
線
的
に
」
思
考

す
る
一
方
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
円
環
的
に
」
思
考
し
て
い
る
、
と
（
６
）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
内
部
へ
入
り
込
む
に
は
こ
れ
ら
の
障
害
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
が
少

な
く
と
も
こ
れ
ま
で
こ
の
思
想
の
形
成
そ
の
も
の
に
つ
い
て　
　

ほ
と
ん
ど　
　

知
ら
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
が
付
け
加

わ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
陽
光
の
下
へ
現
れ
た
と
き
、
す
で
に
完
全
武
装
し
て
い
た
（
７
）。
実
際
、『
精
神
現
象
学
』
だ
け
で
な
く
イ
エ
ー

ナ
期
の
諸
論
文
お
よ
び
諸
報
告
に
さ
え
（
８
）　　

そ
の
意
図
的
な
沈
黙
に
も
か
か
わ
ら
ず　
　

す
で
に
相
当
に
体
系
へ
の
道
を
進
ん
だ

思
考
が
見
て
と
れ
る
し
、
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
が
全
面
的
に
理
解
さ
れ
う
る
の
は
唯
一
、
同
時
代
の
テ
ク
ス
ト
な
ら
び
に
そ

の
後
の
テ
ク
ス
ト
の
光
に
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
有
名
な
研
究
報
告
（
９
）
と
Ｈ
・
ノ
ー
ル
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
初
期
神
学
論
集
』
の
公

刊
（
10
）
の
与
え
た
印
象
の
深
さ
が　
　

少
な
く
と
も
部
分
的
に　
　

説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
い
に
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
前
史
が

手
に
入
っ
た
、
よ
う
や
く
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
を
生
ま
れ
い
ず
る
状
態
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔in statu nascendi

〕
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
わ

け
だ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
は
そ
れ
ま
で
完
成
状
態
で
提
示
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
で
は
絶
望
的
に
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
初
期
神
学
論
集
』
が
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
、
ま
っ
た
く
予
想
外
の
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
っ
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た
。一
人
の
人
間
と
し
て
感
情
を
高
ぶ
ら
せ
苦
悩
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
、時
代
の
精
神
的
運
動
に
、の
み
な
ら
ず
諸
々
の
体
系
の
系
統
年
表
に
、

自
ら
の
場
所
を
見
つ
け
た
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
注
解
は
完
璧
に
反
転
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
的
解
釈
全
体
は　
　

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
氏
の
非
常
に
見
事
な
仕
事
ま
で
含
め
て
（
11
）　　
『
初
期
神
学
論
集
』
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
印
象
に
支
配
さ

れ
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
像
に
魅
了
さ
れ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
そ
れ
は
誇
張
し
す
ぎ
で
は
な
い
と
思
う
）。
人
々

は
諸
々
の
弁
証
法
的
定
式
の
冷
淡
な
鋼
鉄
の
下
に
情
熱
的
で
熱
血
の
何
か
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
友
人
を
賦
活
し
た
何

か
を
、
見
出
そ
う
と
す
る
欲
望
に
と
り
つ
か
れ
た
。
多
少
の
例
外
、
そ
も
そ
も
不
幸
な
例
外
（
12
）
は
除
い
て
、
人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
の
鍵　
　

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
真
の
ヘ
ー
ゲ
ル　
　

を
ま
さ
し
く
『
初
期
神
学
論
集
』
に
探
し
求
め
た
。
人
々
は
『
論
理
学
』
と

『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
を
ま
さ
し
く
こ
の
論
集
の
光
に
照
ら
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
（
13
）。『
初
期
神
学
論
集
』
へ
の
こ
の
熱

狂
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
が
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
観
念
論
者
よ
り
も
確
実
に
魅
力
的
だ
（
14
）。
こ
の
ロ
マ
ン
主

義
者
た
ち
の
友
人
の
方
が
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
近
く
に
い
る
。
彼
は
わ
れ
わ
れ
と
同
様
に
探
し
求
め
、
不
安
気
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼

の
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
は
る
か
に
近
づ
き
や
す
く
、
さ
ほ
ど
唐
突
で
も
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、『
初
期
神
学
論
集
』
の
頃
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
た
し
か
に
反
教
権
主
義
的
か
つ
ロ
マ
ン
主
義
的
で
、
共
同
体
と
生
と
の
理
念

に
夢
中
に
な
り
、
古
代
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
（
誤
っ
た
古
代
だ
が
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
）
に
心
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に　
　

二
重

に　
　

自
ら
の
時
代
の
否
定
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
『
初
期
神
学
論
集
』
は
、
彼
の
哲
学
の
き
わ
め
て
個
人
的
で
「
実

存
的
な
」
源
泉
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
た
、
内
的
緊
張
や
そ
の
思
考
の
超
人
間
的
努
力
を
測
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
計
り
知
れ

な
い
重
要
性
を
そ
な
え
て
い
る
（
15
）。

　

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
青
年
時
代
の
著
作
を
強
調
し
（
そ
れ
ら
が
二デ
ィ
プ
テ
ィ
ッ
ク

連
板
の
片
面
を
成
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
が

弁
証
法
的
発
展
の
一
契
機
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
）、
壮
年
期
の
著
作
を
無
視
す
る
こ
と
で
（
こ
の
か
な
り
奇
妙
な
一
種
の
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Jugendbew
egung

〔
青
少
年
運
動
〕
の
例
は
い
く
ら
で
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
）、
あ
る
大
き
な
危
険
が
冒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
」　　
『
論
理
学
』　　

の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
誤
っ
て
理
解
す
る
危
険
、
誤
っ
て
解
釈
す
る
危
険
で
あ

る
（
16
）。
よ
り
厳
密
に
は
、
青
年
時
代
の
著
作
を
強
調
す
る
行
為
は
す
で
に
、
ま
さ
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔ipso facto

〕、『
論
理
学
』

の
過
小
評
価
と
無
理
解
を
含
意
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
さ
ら
に
は
哲
学
そ
の
も
の
の
、
無
理
解
と
過
小

評
価
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。
哲
学
の
歴
史
の
代
わ
り
に
「
諸
理
念
の
歴
史
」
を
用
い
る
流
行　
　

デ
ィ
ル
タ
イ
学
派
の
功
罪　
　

、

文
学
に
よ
る
哲
学
の
吸
収
と
い
う
流
行
（
17
）。

　
『
初
期
神
学
論
集
』
を
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
解
釈
の
基
礎
に
置
く
こ
と
は
、
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
も
危
険
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
『
体
系
断
片
』（
一
八
〇
〇
年
）
と
『
精
神
現
象
学
』（
一
八
〇
七
年
）
の
あ
い
だ
に
は
イ
エ
ー
ナ
期
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
仕
事
全
体
が
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。
講
義
に
せ
よ
論
文
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
知
的
作
業
は
と
く
に
熱
烈
で
肥
沃
で
あ
る
。

決
定
的
な
形
成
の
時
期
で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
武
器
を
鍛
え
あ
げ
る
。
疑
問
の
余
地
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

こ
の
時
代
は
ベ
ル
ン
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
時
代
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
習
い
期
間
と
も
言
う
べ
き
こ
の
イ
エ
ー
ナ
時
代
は
、
今
は
亡
き
Ｇ
・
ラ
ッ
ソ
ン
（
18
）
と
そ
の
後
任
Ｊ
・
ホ
フ
マ
イ

ス
タ
ー
（
19
）
の
公
表
の
お
か
げ
で
、
以
来
わ
れ
わ
れ
に
も
完
全
に
近
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
理
解

に
と
っ
て
、
Ｈ
・
ノ
ー
ル
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
前
史
の
開
示
と
ま
っ
た
く
同
じ
ぐ
ら
い　
　

よ
り
い
っ
そ
う
、
で
は
な
い
に
せ
よ

　
　

大
き
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
イ
エ
ー
ナ
期
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
教
鞭
を
執
っ
た
い
く
つ
か
の
講
義
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
意
味
で
こ
の
哲
学

者
の
研
究
室
へ
の
入
室
を
許
可
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
三
度
も
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ほ
ど
、
自
身
の
思
考
宇
宙
に

秩
序
を
立
て
よ
う
と
努
力
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歩
み
を
一
歩
一
歩
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
方
法
が
練
り
上
げ
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ら
れ
る
現
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
抽
象
的
に

0

0

0

0

〔in abstracto

〕
で
は
な
く
具
体
的
に

0

0

0

0

〔in concreto

〕、
つ
ま
り
ヘ
ー

ゲ
ル
が
直
面
し
た
具
体
的
問
題
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
時
代
の
『
体
系
断
片
』
か
ら
『
精
神
現
象
学
』
へ
と
通
じ
る
道
の
途
中
で
わ
れ
わ
れ
は
、『
精
神
現
象
学
』
の
弁
証
法
的
動
力

を
な
す
こ
と
に
な
る
「
意
識
化
〔prise de conscience

〕」
の
技
法
が
事
実
上
実
現
さ
れ
る
の
を
見
る
。

　

こ
れ
ら
の
講
義
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
と
き
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
外
の
世
界
つ
ま
り
彼
の
聴
衆
や
読
者
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
（『
差

異
論
文
』
や
『
信
仰
と
知
』
で
は
確
か
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
た
事
柄
）、
彼
自
身
の
た
め
に
思
考
し
て
い
る
の
を
見
る
（
20
）。
そ
し

て
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
は
唐
突
で
、
不
正
確
で
、
秩
序
が
な
く
、
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は　
　

思
考
の
努
力
（A

nstrengung des 
Begriffs

）
の
観
点
で
は　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ
ま
で
に
著
し
た
も
の
の
な
か
で
最
も
熱
烈
で
最
も
美
し
い
も
の
に
属
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
そ
れ
ら
テ
ク
ス
ト
は
わ
れ
わ
れ
に
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い　
　

完
全
に
知
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が

　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
を
明
か
し
て
く
れ
る
。
精
神
の
見
者
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
（
21
）。
同
様
に
ま
た
、
そ
れ
ら
テ
ク
ス
ト
の
お
か
げ

で
わ
れ
わ
れ
は
と
き
に
、あ
る
テ
ク
ス
ト
の
継
起
す
る
二
つ
な
い
し
三
つ
の
「
状
態
」
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、そ
れ
に
よ
っ

て
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
歩
み
の
二
元
性
に
つ
い
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
現
象
学
的
分
析
方
法
（
22
）
が
具
体
的

に
適
用
さ
れ
、
他
方
で
そ
れ
ら
分
析
が
い
わ
ば
無
駄
な
積
み
重
ね
と
し
て
廃
棄
さ
れ
る　
　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
廃
棄
物
が
当
の

構
築
物
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
方
法
」
の
一
例
を
わ
れ
わ
れ
は
後
ほ
ど
提
示
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

 
★

 　
〔
イ
エ
ー
ナ
で
の
〕
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
講
義
草
稿
』
の
出
版
は
（
23
）、
か
つ
て
『
初
期
神
学
論
集
』
の
出
版
が
与
え
た
ほ
ど
の
影
響
は



62

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、『
講
義
草
稿
』
が
既
成
の
慣
例
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
像
に
反
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
を
、
言
い
換

え
れ
ば
、『
初
期
神
学
論
集
』
や
周
辺
の
諸
論
文
か
ら
は
予
想
も
つ
か
な
い
よ
う
な
、
論
理
学
者
に
し
て
弁
証
法
家
の
ヘ
ー
ゲ
ル
を
、

明
ら
か
に
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
然
哲
学
に
も
精
神
哲
学
に
も
同
じ
だ
け
努
力
を
注
い
で
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
念
頭

に
あ
る
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
体
系
」
の
構
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
体
系
」
は
死
ん
で
い
る
し
、
ま
っ
た
く
役
に
立

た
な
い
代
物
で
あ
る
（
24
）。
そ
の
あ
ら
ゆ
る
断
片
に
お
い
て
、
自
然
哲
学
は
も
う
完
全
に
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
最
も
不
毛
で

最
も
退
屈
で
あ
る
（
25
）。
お
そ
ら
く
こ
れ
こ
そ
が
理
由
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
講
義
草
稿
』
の
テ
ク
ス
ト
は
最
近
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
者
た

ち
に
そ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
（
26
）。
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
い
わ
ば
付
随
的
な
理
由
に
す
ぎ
ず
、〔
利
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
〕
主
要
な
理
由
は
、『
講
義
草
稿
』
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
す
で
に
も
う
あ
ま
り
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
」
で
あ
る
と
い
う
事

実
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『
講
義
草
稿
』
と
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
あ
い
だ
に
連
続
性
が
あ
る
の
に
対
し
て
（
27
）、『
講
義
草
稿
』

と
〔
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
〕『
体
系
断
片
』
の
あ
い
だ
に
は
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（
28
）。

　
『
イ
エ
ー
ナ
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
』
の
最
初
の
編
者
で
あ
る
Ｈ
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
が
そ
の
こ
と
を
率
直
に
打
ち
明
け

て
い
る
。
そ
の
断
絶
は
、
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
の
歴
史
的
な
諸
々
の
出
来
事
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
与
え
た
印
象

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
行
動
と
い
う
も
の
の
可
能
性
を
信
じ
な
く
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
以
降
、
世
界
を

作
り
直
す
代
わ
り
に
世
界
を
説
明
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
29
）。

　

お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
目
の
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
数
々
の
出
来
事
の
意
義
を
彼
の
非
常
に
鋭
い
歴

史
感
覚
で
も
っ
て
誰
よ
り
も
上
手
く
理
解
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
が
世
界
の
没
落
に
居
合
わ
せ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
理
解
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
行
動
の
代
用
と
し
て
の
思
考
と
い
う
考
え
方
、
そ
の
場
し
の
ぎ
と
し

て
の
哲
学
と
い
う
考
え
方
は
、
あ
り
う
る
か
ぎ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
は
な
い
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
え
る
（
30
）。
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フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
『
体
系
断
片
』
と
〔
イ
エ
ー
ナ
期
の
〕『
講
義
草
稿
』
の
あ
い
だ
の
断
絶
は
明
白
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
断
絶
は
、
け
れ
ど
も
、
外
見
よ
り
も
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
の
体
系

に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
断
片
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
す
で
に
体
系

0

0

で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
構
想
を
も
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ　
　

そ
し
て
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ー
ナ
へ
赴
く
決
断

を
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
忘
れ
な
い
で
お
こ
う
。
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
錯
覚
し
て
お
り
、
裂
け
目
を
不
当
に
大
き
く
見
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
裂
け
目
が
あ
る
こ
と
自
体
は
認
め
て
お
こ
う
。
何
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
イ
エ
ー
ナ
あ
い
だ
に
い
わ
ば

弁
証
法
的
な
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
哲
学
は　
　

そ
の
機
能
と
目
的
は
ま
さ
し
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
在

る
と
こ
ろ
の
も
の
」
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る　
　

人
類
の
精
神
的
進
化
に
お
い
て
適
切
な
時
期
に
到
来
す
る
。
哲
学
の
要
求
が
感
じ

ら
れ
る
と
き
、
哲
学
は
現
れ
る
。
そ
し
て
哲
学
が
必
要
に
な
る
と
き
と
は
、
民
族
の
精
神
的
生
の
統
一
を
形
成
し
つ
つ
基
礎
づ
け
て
い

た
教
養
（Bildung

）
の
伝
統
的
諸
形
式
が
没
落
し
消
滅
す
る
と
き
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
は
、
そ
れ
ら
伝
統
が
死
ん
で
そ
の
価
値
を

失
い
、
偽
物
と
な
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
ら
を
清
算
し
、
破
壊
し
、
そ
し
て
新
た
に
再
出
発
し
て
こ
の
生
の
内
容
を
再
創

造
し
、
再
形
成
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
哲
学
の
任
務
で
あ
る
。

　
「
有
機
的
な
」
時
代
は
哲
学
を
必
要
と
し
な
い
。
対
立
す
る
諸
項
を
統
一
し
、
精
神
的
総
合
を
実
行
し
、
総
体
を
実
現
す
る
に
は
、

教
養
と
信
仰
で
十
分
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
統
一
力
が
価
値
を
失
い
、そ
の
調
和
が
砕
け
る
と
き
に
は
じ
め
て
、つ
ま
り「
結
集
の
力
が
人
々

の
生
か
ら
消
失
し
て
、
対
立
す
る
諸
項
が
そ
の
生
き
た
関
係
と
相
互
作
用
と
を
失
っ
て
自
立
性
を
獲
得
す
る
と
き
、
哲
学
の
要
求
が
生

ま
れ
る
」（
31
）。
哲
学
は
「
精
神
の
生
き
た
根
源
性
」
の
娘
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
精
神
は
「
引
き
裂
か
れ
た
調
和
を
哲
学
の
う
ち
で

自
己
自
身
に
よ
っ
て
回
復
す
る
」（
32
）。
哲
学
は
ま
た
内
的
分
裂
そ
の
も
の
の
娘
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
分
裂
は
哲
学
の
要
求
そ
の
も
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の
の
源
泉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
哲
学
は　
　

理
性
の
産
物
お
よ
び
そ
の
実
現
と
し
て　
　

つ
ね
に
総
体
と
し
て
、
体
系
と
し
て
、
自

ら
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
哲
学
の
最
初
の
最
も
深
い
関
心
は
、
悟
性
が
悦
に
入
っ
て
い
る
固
定
さ
れ
凝
固
し
た
対
立
を

破
壊
し
、
乗
り
越
え
る
こ
と
に
あ
る
。
対
立
と
は
す
な
わ
ち
、
精
神
と
物
質
の
対
立
、
魂
と
身
体
の
対
立
、
信
仰
と
理
性
の
対
立
、
自

由
と
必
然
の
対
立
、
無
限
と
有
限
の
対
立
、
等
々
で
あ
る
。

　　
　

 

一
般
に
、
理
性
が
対
立
や
限
界
と
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
必
然
的
な
対
立
は
生
の
一0

要
因
で
あ
り
、
つ
ま
り

生
と
は
永
遠
に
対
立
し
な
が
ら
自
己
形
成
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
最
高
に
生
き
生
き
し
て
い
る
総
体
と
い
う
も
の
は
唯

一
、
最
高
の
分
離
に
も
と
づ
い
て
自
ら
を
元
の
状
態
に
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
性
は
悟
性
に
よ

る
分
裂
の
絶
対
的
固
定
に
は
対
立
す
る
。
と
り
わ
け
、
絶
対
的
に
対
立
し
て
い
る
諸
項
が
そ
れ
自
身
は
理
性
か
ら
生
ま
れ
て
い
た

場
合
に
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。（
33
）

　　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
哲
学
の
時
の
鐘
は
鳴
ら
さ
れ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
初
め
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
よ
う
に
、
反

対
物
の
生
き
生
き
し
た
統
合
や
生
き
生
き
し
た
総
体
の
再
結
合
と
い
っ
た
も
の
を
、〈
生
〉
や
〈
愛
〉
や
宗
教
的
〈
信
仰
〉
の
な
か
に

探
し
求
め
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
。

　　
　

 

愛
の
な
か
に
は
、
多
く
の
特
殊
態
や
分
離
態
の
総
計
の
よ
う
な
全
体
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
愛
の
な
か
で
生
は
二
重
化
さ
れ
た
自

分
自
身
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
統
一
を
見
出
す
。
生
は
未
発
展
の
統
一
か
ら
出
発
し
て
、
教
養
形
成
を
経
て
、
完
璧
な
統
一
へ
向

か
う
円
環
を
走
破
し
た
。
未
発
展
の
統
一
は
分
離
の
可
能
性
お
よ
び
世
界
と
対
立
し
て
い
た
が
、
発
展
す
る
な
か
で
、
反
省
は
つ



イ
エ
ー
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（
近
年
出
版
の
「
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想
」
に
つ
い
て
）

65

ね
に
よ
り
多
く
の
反
対
物
を
産
み
出
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
反
対
物
を
、
満
た
さ
れ
た
衝
動
［T

rieb

］
の
な
か
で
統
一
し
た
。
そ

の
と
き
、
反
省
は
人
間
の
全
体
を
そ
れ
自
身
に
対
立
さ
せ
、
そ
の
と
き
、
愛
は
反
省
を
完
全
な
非
対
象
性
の
な
か
で
止
揚
し
、
反

対
物
か
ら
異
質
な
も
の
の
全
性
格
を
奪
い
去
っ
て
い
る
。
そ
し
て
愛
は
そ
れ
自
身
に
も
は
や
い
か
な
る
欠
点
も
な
い
こ
と
を
見
出

す
。［
愛
こ
そ
が
こ
の
奇
跡
を
成
就
す
る
。
な
ぜ
な
ら
］
愛
に
お
い
て
対
立
物
は
な
お
在
り
続
け
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や

対
立
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
［
か
ら
だ
］。
生
き
る
も
の
は
生
き
る
も
の
を
感
じ
る
。（
34
）

　　

生
、
愛
、
精
神
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は
彼
の
時
代
全
体
の
思
想
と
し
て
こ
れ
ら
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ

ら
を
同
一
視
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
（
35
）。
な
ぜ
な
ら
愛
は
生
で
あ
り
、
生
の
生
は
精
神
で
あ
る
か
ら
だ
。

　　
　

 

生
き
る
も
の
が
前
提
さ
れ
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
を
観
察
者
と
し
て
前
提
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
限
定
さ
れ
た
生

の
外
側
に
措
定
さ
れ
た
生
は
、
無
限
の
多
様
性
を
そ
な
え
た
無
限
の
生
で
あ
り
、
無
限
の
対
立
な
ら
び
に
無
限
の
関
係
を
も
っ
た

無
限
の
生
で
あ
る
。
こ
の
生
は
、
多
数
性
と
し
て
は
諸
々
の
有
機
体
や
個
体
の
無
限
の
多
数
性
で
あ
り
、
単
一
性
と
し
て
は
組
織

的
に
有
機
化
さ
れ
分
離
さ
れ
統
一
さ
れ
た
唯
一
の
全
体　
　

自
然　
　

で
あ
る
。（
36
）

　
自
然
そ
れ
自
身
は
〈
生
〉
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
思
弁
の
任
務
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
純
粋
な
生
を
思
考
す
る
こ
と

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
自
然
を
再
把
握
し
て
自
ら
の
う
ち
で
再
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

生
は
一
と
多
の
総
合
を
、
特
殊
と
一
般
の
総
合
を
、
そ
れ
自
身
で
実
現
す
る
。
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個
体
の
概
念
は
無
限
の
多
様
性
と
の
対
立
そ
し
て
そ
れ
と
の
結
合
を
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
要
素
つ
ま
り
自
ら

の
外
側
の
無
限
の
個
別
的
生
と
は
異
な
る
か
ぎ
り
で
、
人
間
は
個
別
的
な
生
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
が
個
別
的
な
生
で
あ
る
の

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
要
素
つ
ま
り
自
ら
の
外
側
の
あ
ら
ゆ
る
無
限
の
生
と
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
み
で
あ
る
。

　
　

人
間
が
存
在
す
る
の
は
、
た
だ
た
だ
、
生
の
す
べ
て
が
分
割
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
み
で
あ
り
、
そ
の
と
き
人
間
は
生
の

一
部
で
あ
り
、
残
り
の
す
べ
て
の
も
の
は
他
の
部
分
で
あ
る
。
人
間
は
、
人
間
が
い
か
な
る
部
分
で
も
な
く
、
い
か
な
る
も
の
も

人
間
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
の
み
、
存
在
す
る

0

0

0

0

〔
強
調
コ
イ
レ
〕。
分
割
さ
れ
な
い
生
が
前
提
さ
れ
固
定
さ
れ
る
な

ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
諸
々
の
生
き
る
も
の
た
ち
を
生
の
外
化
と
し
て
、
ま
た
生
の
顕
現
〔D

arstellung

〕
と
し
て
、
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。（
37
）

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
ま
わ
り
の
皆
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　

 

純
粋
な
生
を
思
考
す
る
こ
と
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
、
つ
ま
り
人
間
が
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
、
ま
た
い
ず
れ
そ
う
な
る

で
あ
ろ
う
も
の
の
一
切
を
遠
ざ
け
よ
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
性
格
は
単
に
活
動
を
抽
象
す
る
だ
け
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
特

定
の
行
動
の
普
遍
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
純
粋
な
生
の
意
識
は
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
の
意
識
で
あ
る
だ
ろ
う
。　
　

こ
の
意
識
の
な
か
に
は
い
か
な
る
差
異
も
、
発
展
し
た
い
か
な
る
現
実
的
な
多
様
性
も
、
存
在
し
な
い
。
こ
の
単
純
態
は
否
定
的

な
単
純
態
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
特
定
物
の
抽
象
化
の
［
お
か
げ
で
形
成
さ
れ
た
］
単
一
態
で
は
な
い
。
純
粋
な
生
命
は
存
在
で
あ

る
。（
38
）
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生
は
実
際
、「
生
き
る
も
の
た
ち
の
無
限
性
」（
39
）
で
あ
り
、
無
限
な
有
限
、
有
限
な
無
限
で
あ
る
。

　　
　

 

こ
の
思
考
す
る
生
は
、形
態
か
ら
、死
す
べ
き
も
の
か
ら
、移
ろ
い
ゆ
く
も
の
か
ら
、無
限
に
自
己
と
対
立
し
敵
対
す
る
も
の
か
ら
、

生
き
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
つ
ま
り
消
滅
し
て
ゆ
く
も
の
か
ら
自
由
で
あ
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
は
、
死
者
と
自
殺
者
を
含
ま
な
い
多
様
性
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
、
た
だ
の
単
一
態
で
も
思
考
さ
れ
た
関
係
で
も
な
く
、
ま
っ

た
く
生
命
的
で
力
強
い
無
限
の
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
と
呼
ば
れ
る
。（
40
）

　　
　

 

人
間
が
こ
の
よ
う
に
高
揚
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
有
限
者
か
ら
無
限
者
へ
の
高
揚
で
は
な
く　
　

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
単
な
る
反
省
の

産
物
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
両
者
の
分
離
は
絶
対
的
で
あ
る
か
ら
だ　
　

、
そ
う
で
は
な
く
、
有
限
な
生
か
ら
無

限
な
生
へ
の
高
揚
で
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教
で
あ
る
。（
41
）

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
続
け
る
。

　　
　

 

生
き
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
部
分
と
し
て
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
宗
教
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
る
。
限
定
さ
れ
た
生
は
無
限
な
も
の

へ
と
高
揚
す
る
。
有
限
な
も
の
は
、
そ
れ
自
身
が
生
で
あ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
な
生
へ
と
自
ら
を

高
揚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
哲
学
は
ま
さ
し
く
宗
教
を
も
っ
て
終
了
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
哲
学
は
思
考
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
方
で
非
思
考
と
の
対
立
を
も
ち
、
他
方
で
、
思
考
す
る
も
の
と
思
考
さ
れ
る
も
の
と
の

対
立
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。（
42
）
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哲
学
は
有
限
な
も
の
す
べ
て
の
有
限
性
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
要
す
る
に
、
批
判
や
否
定
神
学
を
仕
事
と
し
、
本
当
の
無

限
を
、
生
の
無
限
を
、
思
考
の
円
環
の
外
側
に
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
43
）。

　

思
考　
　

哲
学　
　

に
は
そ
れ
ゆ
え
有
限
と
無
限
の
絶
対
的
結
合
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
対
立
や
分
離
が
廃
棄
さ
れ
克
服
さ
れ
る
よ

う
な
結
合
を
、
実
現
す
る
能
力
は
な
い
。
宗
教
だ
け
が
そ
れ
を
実
現
す
る
能
力
を
有
す
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
え
ば
、
そ
う
し

た
絶
対
的
結
合
は
絶
対
に
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
結
合
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
絶
対
に
必

要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
ら
か
の
結
合
や
宗
教
は
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、人
間
の
精
神
的

0

0

0

生
の
な
か
の
一
切
は
そ
れ
に
よ
っ

て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
集
団
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
、
絶
対
的

な
段
階
に
到
達
す
る
能
力
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
幸
福
な
民
族
、
す
な
わ
ち
そ
の
生
が
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
分
割
さ

れ
て
い
な
い
有
機
的
な
民
族
だ
け
が　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
古
典
古
代
の
諸
民
族
で
あ
る　
　

非
常
に
近

く
ま
で
そ
の
段
階
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
幸
な
民
族
に
つ
い
て
は
事
情
は
異
な
る
。
そ
の
民
族
は
分
割
、
対
立
、
超
越
の
な

か
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

0

0

0

0

0

0

。
彼
ら
の
神
は
無
限
に
遠
い
ま
ま
で
あ
り
、
宗
教
は
彼
ら
に
あ
の
親
密
な
結
合
を
、
す
な
わ
ち
哲
学
が

そ
の
敷
居
の
前
で
自
ら
自
身
を
廃
棄
し
な
が
ら
切
望
し
告
げ
て
い
る
、
あ
の
結
合
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
。

　

宗
教
は
し
た
が
っ
て
救
済
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
幸
福
な
民
族
に
と
っ
て
の
み
の
。
宗
教
は
救
済
を
不
幸
な
民
族
に
与
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
44
）。
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
さ
し
く
不
幸
な
民
族
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
哲
学
を
為
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
後
の
省
察
を
試
み
に
、
仮
説
的
に
、
再
構
築
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
幸
福
な
民
族
は
宗
教
の
な
か

に
救
済
を
所
有
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
が
理
由
で　
　

彼
ら
の
幸
運
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
あ
る
の
だ
が　
　

彼
ら
は
分
裂
、
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孤
立
、
対
立
、
未
解
決
の
矛
盾
の
、
耐
え
が
た
い
苦
悩
を
一
切
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
哲
学
を
し
な
い
。
彼
ら
は

そ
の
必
要
を
感
じ
な
い
か
ら
だ
。
一
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は　
　

そ
の
力
不
足
を
宣
言
す
る
と
き
で
さ
え　
　

哲
学
を
す
る
。

　

た
し
か
に
愛
は
二
元
性
を
廃
棄
し
克
服
す
る
。
し
か
し
愛
が
こ
の
結
合
を
実
現
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
愛
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に

結
合
さ
れ
た
者
た
ち
が
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
彼
ら
の
意
識
は
変
容
さ
れ
て
お
ら
ず
、
つ
ま

り
彼
ら
は　
　

結
合
さ
れ
て
い
る
と
き
に
も　
　

自
分
た
ち
が
分
離
さ
れ
孤
立
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
彼
ら
は
か
ち
取
っ
た
勝
利

を
知
ら
ず
に
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
こ
そ
が
、
哲
学
者
こ
そ
が
、
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

（
45
）。

　

宗
教
は
、
神
の
う
ち
で
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
の
解
決
を
措
定
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
対
立
の
結
合
を
。
し
か
し
こ
の
結
合
、
こ
の
解
決
を
宗

教
が
措
定
す
る
の
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
あ
る
箇
所
で
、
総
合
が
必
然
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
実
証
さ
れ
う
る　
　

な
ぜ
な
ら
対
立
は
結
合
を
前
提
し
て
お
り
、
つ
ま
り
結
合
の
内
部
で
し
か
諸
項
は
矛
盾
し
対
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら　
　

と
主
張
し
て
い
る
が
、
い
く
ら
そ
う
し
よ
う
と
も
、
そ
の
総
合
そ
れ
自
体
は
信
じ
て
も
ら
う
以
外
に
は
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル

が
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

こ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
証
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
（
46
）。

　

し
た
が
っ
て
一
方
で
、
非
合
理
主
義
的
で
宗
教
的
で
神
秘
的
な
解
決
は
思
考
を
、
理
性
を
排
除
す
る
。
そ
う
、
そ
れ
は
排
除
す
る
の

で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
こ
の
解
決
は
対
立
つ
ま
り
内
在
す
る
葛
藤
を
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
解
決
は
ま
た
、
対
立
を
あ
の
至

高
の
総
合
の
な
か
へ
包
括
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
他
方
で
、
理
性
は　
　

そ
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
な
が
ら　
　

不
滅
の
至
高
性
と
い
う

自
ら
の
性
格
を
肯
定
す
る
。

　

こ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
精
神
の
高
等
で
至
高
で
さ
え
あ
る
行
為
を
、
理
解
し
な
い
ま
で
も
、

そ
れ
を
認
め
る
た
め
に
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
自
分
が
事
実
上
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
反
省
」
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
は
十
分
で
あ
っ
た
、と
。
ま
た
、そ
の
よ
う
な
反
省
に
よ
っ
て
、こ
の
哲
学
者
は
自
身
が
悟
性
の
「
お
と
り
」
の
ひ
と
つ
に
関
わ
っ
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て
い
る
こ
と
、
自
分
が
ま
さ
し
く
そ
れ
を
破
壊
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
し
て
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
イ
エ
ー

ナ
に
て
態
度
変
更
が
な
さ
れ
、わ
れ
わ
れ
が
上
で
引
用
し
た
見
事
な
諸
テ
ク
ス
ト
〔『
差
異
論
文
』〕
の
表
現
を
生
む
に
至
っ
た
の
だ
、と
。

★

　

イ
エ
ー
ナ
着
任
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
少
な
く
と
も
概
略
的
に
言
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

〔grosso m
odo

〕、
も
は
や
意
見
は
無
用
だ
っ
た
。
フ
ィ

ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
弁
証
法
を
発
見
す
る
と
い
う
大
き
な
手
柄
を
立
て
た
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
ら
に
望
み
通
り
の
果
実
を
そ
れ
ほ
ど

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
他
方
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は
神
学
的
で
歴
史
的
な
諸
主
題
を
省
察
す
る
こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
た
が
（
47
）、
そ
れ

は
自
ら
の
先
人
と
同
時
代
人
と
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
の
真
の
理
由
を
早
々
に
発
見
し
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
そ
れ
は
、
ご
く
単
純

に
、
彼
の
狭
量
な　
　
「
ユ
ダ
ヤ
律
法
を
遵
守
す
る
」　　

道
徳
主
義
で
あ
る
。
こ
の
信
条
が
理
論
を
実
践
へ
と
曲
げ
て
し
ま
っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
ず
い
ぶ
ん
前
に
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

　　
　

 

実
践
的
な
活
動
は
自
由
に
行
動
す
る
が
、
対
立
の
統
一
も
な
け
れ
ば
対
立
を
通
じ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
い　
　

実
践
的
活
動

は
所
与
の
多
様
性
へ
統
一
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
そ
の
活
動
そ
れ
自
身
が
統
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実

践
的
活
動
と
は
、
そ
の
実
践
的
能
力
に
向
け
て
つ
ね
に
結
ば
れ
た
ま
ま
に
あ
る
多
様
な
対
立
物
か
ら
、
自
分
だ
け
脱
出
し
て
成
り

立
っ
て
い
る
統
一
で
あ
る
。
こ
の
実
践
的
な
統
一
は
対
立
物
の
全
面
的
な
止
揚
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
。（
48
）

　
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
弁
証
法
は
真
の
弁
証
法
の
外
見
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
結
局
そ
れ
は
そ
れ
自
身
で
自
ら
を
否
認
す
る
。
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す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
弁
証
法
は
対
立
す
る
も
の
の
全
面
的
な
廃
棄
を
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
弁
証
法
的
運
動
の
全
面
的
な
停
止
を
追

求
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
弁
証
法
に
と
っ
て
対
立
は
外
部
か
ら
到
来
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
弁
証
法
は
つ
ね
に
強
制
的
に
新
た
な
障
害
物
、

新
た
な
対
立
物
に
対
立
さ
せ
ら
れ
、
自
ら
の
目
標
に
到
達
す
る
の
を
妨
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
目
標
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
ま

さ
に
こ
の
理
由
だ
け
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
弁
証
法
は
死
の
不
動
状
態
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
し
ま
た
こ
の
同
じ
理
由
で
、
フ
ィ
ヒ

テ
の
弁
証
法
は
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
弁
証
法
へ
と
、
つ
ま
り
到
達
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
〈
絶
対
者
〉　　

再
び
超
越
的
と
な
っ
た

〈
絶
対
者
〉　　

を
無
限
に
追
求
す
る
弁
証
法
へ
と
変
容
す
る
。
同
様
に
こ
の
た
め
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
弁
証
法
は
こ
の
上
な
く
有
限
主
義

の
弁
証
法
で
あ
り
、
無
限
〔infini

〕
の
本
当
の
観
念
を
知
ら
ず
、
代
わ
り
に
無
限
定
〔indéfini

〕
の
観
念
を
置
く
。
だ
が
、
そ
の
よ

う
に
「
真
無
限
」
の
代
わ
り
に
「
悪
無
限
」
を
（
無
限
の
代
わ
り
に
無
限
定
を
）
用
い
る
こ
と
は
、
奇
妙
な
弁
証
法
に
よ
っ
て
、
こ
の

哲
学
そ
の
も
の
の
内
部
で
復
讐
を
産
み
出
し
、
こ
の
哲
学
を
意
味
深
長
な
逆
転
に
導
く
。
す
な
わ
ち
、
自
由
の
観
念
か
ら
出
発
し
、
自

由
を
探
求
し
な
が
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
反
対
物
へ
と
、
警
察
国
家
に
お
け
る
奴
隷
状
態
へ
と
行
き
着
く
（
49
）。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
関
し

て
言
え
ば
、
彼
は
正
当
に
も
生
と
愛
の
哲
学
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
。
弁
証
法
的
リ
ズ
ム
は
彼
に
お
い
て
、
同
一
的
な
も
の
の
中
心
に

お
け
る
対
立
物
の
均
衡
と
い
う
考
え
へ
と
導
く
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
す
べ
て
を
〈
絶
対
者
〉
へ
と
沈
め
、
何
も
の
も
そ
こ
か
ら
脱
け
出
す

こ
と
を
で
き
な
く
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
す
で
に
「
結
合
と
非
結
合
の
結
合
」
と
書
い
て
い

た
が
（
50
）、今
や
「
同
一
性
と
非
同
一
性
の
同
一
性
」
と
書
く
（
51
）。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、か
り
に
フ
ィ

ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
が
否
定
的
な
も
の
の
う
ち
に
肯
定
的
な
価
値
を
た
し
か
に
見
て
い
た
と
し
て
も
、
つ
ま
り
彼
ら
が
否
定
作
用
の
役

割
、
肯ウ
ィ
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
否ノ
ン
の
役
割
、
否0

を
乗
り
越
え
る
肯0

に
肯
定
と
措
定
の
意
味
を
授
与
す
る
否0

の
役
割
を
、
た
し
か
に

見
て
い
た
と
し
て
も
（
52
）、
ま
た
、
か
り
に
彼
ら
が
、
生
と
精
神
の
現
実
的
で
生
き
生
き
し
た
「
有
機
的
な
」
統
一
が
多
様
な
も
の

の
抽
象
化
で
は
な
く
そ
れ
ら
の
結
合
に
お
い
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
ど
ち
ら
も
否0

を
そ
の
真
の
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場
所
に
、肯
定
的
な
〈
絶
対
者
〉
そ
の
も
の
の
な
か
に
、位
置
づ
け
る
術
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
53
）。
事
実
、フ
ィ
ヒ
テ
的
〈
絶

対
者
〉
は
否0

を
廃
棄
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
的
〈
絶
対
者
〉
は
否0

を
無
視
す
る
。
両
絶
対
者
は
し
た
が
っ
て
存
在
と
理
性
か
ら
切
り

0

0

－
離
さ

0

0

れ0

〔ab-solus
〕、
分
離
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
状
態
に
と
ど
ま
り
、
不
動
で
無
意
識
の
ま
ま
に
あ
る
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
も
っ

と
遠
く
、
も
っ
と
高
く
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
否0

を
肯0

の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
、
一
そ
の
も
の
の
な
か
に
多
様

な
も
の
を
見
さ
せ
る
こ
と
、
無
限
そ
の
も
の
の
な
か
に
有
限
な
も
の
を
見
さ
せ
る
こ
と
、
永
遠
の
な
か
に
時
間
を
、
運
動
を
、
不
安
定

0

0

0

〔lʼinquiétude

〕
を
見
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
不
安
定
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
実
在
的
な
も
の
の
本
質
そ
の
も
の
〔lʼessence 

m
êm

e du réel

〕
で
あ
る
（
54
）。

　

し
た
が
っ
て
す
べ
て
を
は
じ
め
か
ら
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悟
性
の
凝
固
し
た
観
念
の
す
べ
て
を
破
壊
し
て
、
概
念
を
作

り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
的
で
あ
る
と
同
時
に
完
結
し
た
体
系
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
者
は
動
的
で
完
結
し
て
お

り
、
体
系
は
こ
の
絶
対
者
を
表
象
し
完
結
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
（
55
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ー
ナ
に
て
取
り
組
む
任

務
と
は
ま
さ
し
く
こ
れ
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
三
篇
の
草
稿
す
べ
て
を
追
跡
し
て
、
比
較
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
任
務
は
論
文
一
篇
の
規
模
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
本
当
に
と
り
わ
け
重
要
な
あ
る
例
に
も
と
づ

い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
考
の
手
続
き
方
式

0

0

0

0

0

〔m
odus procedendi

〕
を
示
す
試
み
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

誰
も
が
そ
の
第
一
義
的
な
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
に
お
い
て
は
、
諸
観
念
は
歴
史
と
時
間
に
密
接
に
連

関
し
て
作
動
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
精
神　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
的
形
而
上
学
の
最
高
の
実
在　
　

は
本
質
的
に
歴

史
的
で
あ
り
、
本
質
的
に
時
間
の
な
か
で
自
己
展
開
す
る
（
56
）。
他
方
、
こ
れ
も
周
知
の
こ
と
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
時
間
と

は
「
そ
の
な
か
で
す
べ
て
が
生
ま
れ
て
は
死
ん
で
ゆ
く
」
空
虚
な
枠
組
み
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
時
間
と
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は
そ
れ
自
身
「
生
成
で
あ
り
、
誕
生
と
消
失
で
あ
り
、
す
べ
て
を
－
生
み
出
し
、
す
べ
て
を
－
破
壊
す
る
、
ク
ロ
ノ
ス

0

0

0

0

で
あ
る
」（
57
）。

　

誰
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
な
箇
所
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「［
人
類
の
歴
史
経
験
に
与
え
ら
れ
た
］
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
い
」
と
宣
言
し
て
い
る
（
58
）。
哲
学
そ
れ
自
身
は
思
考
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
今
更
く
ど
く
ど
説
明
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
十
分
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
要
な
努
力
は
「
生
成
を
理
解

す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
論
理
と
歴
史
の
同
一
性
は
、
歴
史
哲
学
だ
け
で
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
全
体
の
土
台
で
あ
っ
た
（
59
）。

も
っ
と
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
さ
ら
に
強
調
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
精
神
は
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
直

観
が
あ
る
決
定
的
な
契
機
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
歴
史
に
標
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
も
う
ひ
と

つ
別
の
、
お
と
ら
ず
決
定
的
な
契
機
に
お
い
て
、
時
間
の
弁
証
法
的
性
格
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
標
記
さ
れ
て
い
る
、
と
ま
さ
し

く
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
が
時
間
的
で
あ
り
、
弁
証
法
的
な
時
間
で
あ
る
と
い
う
た
だ
こ
の
理
由
に
お
い
て
の
み
、

精
神
の
弁
証
法
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
そ
の
最
も
深
い
諸
々
の
直
観
に
お
い
て
時
間
の
哲
学
で
あ
っ

た　
　

そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
哲
学
で
あ
っ
た　
　

よ
う
に
ま
さ
し
く
見
え
る
（
60
）。
こ
の
こ
と
は
、
時
間
を
永

遠
へ
と
結
び
直
す
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
、
非
時
間
的
生
成
と
い
う
ベ
ー
メ
的
観
念
の
恩

恵
を
受
け
て
、
時
間
を
永
遠
の
な
か
に
帰
し
、
永
遠
を
時
間
の
な
か
へ
帰
す
、
そ
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
（
61
）。

　

誰
も
が
知
る
通
り
、『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第
二
五
八
節
と
第
二
五
九
節
は
時
間
の
分
析
と
定
義
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

時
間
は
、
自
己
外
存
在
〔
中
心
が
自
分
の
外
部
に
あ
る
状
態
〕
の
否
定
的
統
一
と
し
て
、〔
空
間
と
〕
同
様
に
ま
っ
た
く
抽
象
的

な
も
の
で
あ
り
、
理
念
的
で
あ
る
。　
　

時
間
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る

0

0

0

0

と
き
存
在
せ
ず

0

0

、
そ
れ
が
存
在
し
な
い

0

0

0

と
き
存
在
す
る

0

0

0

0

、

そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
さ
れ
た

0

0

0

0

0

生
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
っ
た
く
瞬
間
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
た
だ
ち
に
自
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ら
を
止
揚
す
る
区
別
が
、
し
か
し
同
時
に
外
的
な
も
の

0

0

0

0

0

と
し
て
、
自
分

0

0

自
身
に
外
的
な
も
の
と
し
て
、
規
定
さ
れ
る
。（
62
）

　
　

 

時
間
の
三
次
元
で
あ
る
現
在

0

0

、
将
来

0

0

、
過
去

0

0

は
、
外
部
性
の
生
成

0

0

そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
生
成
の
解
消
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

無
へ
の
移
行
〔
現
在
か
ら
過
去
へ
の
移
行
〕
と
し
て
の
存
在
と
、
存
在
へ
の
移
行
〔
将
来
か
ら
現
在
へ
の
移
行
〕
と
し
て
の
無
と

の
区
別
へ
の
解
消
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
区
別
が
た
だ
ち
に
消
滅
し
て
個
別
性

0

0

0

に
な
る
こ
と
が
、「
今0

」
と
い
う
現
在
で
あ
る
。
こ

の
「
今
」
は
個
別
性
と
し
て
排
他
的

0

0

0

で
あ
る
と
同
時
に
ま
っ
た
く
連
続
的

0

0

0

で
あ
り
、
他
の
諸
契
機
の
な
か
へ
と
移
行
す
る
。「
今
」

そ
れ
自
身
は
、
し
た
が
っ
て
、
存
在
が
無
へ
消
滅
す
る
こ
と
と
無
が
存
在
へ
消
滅
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
63
）

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
非
常
に
凝
縮
さ
れ
濃
密
に
さ
れ
て
難
解
き
わ
ま
り
な
い
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
ま
た　
　

お
そ
ら

く
テ
ク
ス
ト
の
そ
う
し
た
あ
ま
り
に
秘
教
的
な
性
格
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
多
く
の

注
釈
を
熟
考
し
た
と
こ
ろ
で
（
64
）、
そ
れ
ら
テ
ク
ス
ト
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
現
象
学
的
な
下
部
構
造
に
、
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
こ
う

し
た
テ
ク
ス
ト
を
首
尾
よ
く
書
か
せ
る
に
至
っ
た
現
実
的
な
経
路
に
、
気
づ
く
こ
と
は
ま
ず
で
き
な
い
。

★

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。「
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
関
係
は
…
…
聖
な
る
秘
儀
で
あ
る
、
な
ぜ
な

ら
こ
の
関
係
は
生
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
」（
65
）。
今
〔
イ
エ
ー
ナ
〕
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
わ
れ
わ
れ
に
言
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
み

よ
う
。
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有
限
な
も
の
は
無
限
で
あ
り
、
自
ら
の
存
在
に
お
い
て
自
身
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
、
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
が
有
限
な
も
の
の

本
当
の
本
性
で
あ
る
。
規
定
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
不

安
定
〔absolute U

nruhe

〕
以
外
の
い
か
な
る
本
質
〔W
esen

〕
も
も
た
な
い
。
規
定
さ
れ
た
も
の
は
無
で
は
な
く
、
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
他
者
そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
他
者
は
自
分
自
身
の
反
対
物
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
再
び
最
初
の
規
定
態
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
無
あ
る
い
は
空
虚
は
純
粋
な
存
在
に
同
等
で
あ
り
、
純
粋
な
存
在
と
は
ま
さ
に
こ
の
空
虚
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
た
め
無
と
空
虚
は
と
も
に
直
接
に
、
何
も
の
か
や
規
定
さ
れ
た
も
の
の
対
立
を
内
包
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
た

め
に
無
と
空
虚
は
真
の
本
質
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
自
身
が
対
立
の
両
項
で
あ
る
。
無
あ
る
い
は
存
在
、
空
虚
一
般
は
、
単

に
自
分
自
身
の
反
対
物
と
し
て
、
つ
ま
り
規
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
こ
の
被
規
定
態
は
同
様
に
そ

れ
自
身
の
他
者
で
あ
り
、
あ
る
い
は
無
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
矛
盾
と
し
て
の
無
限
性
は
、
か
く
し
て
、
規
定
さ
れ
た
も
の
の
唯

一
の
実
在
〔Realität

〕
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
岸
で
は
な
く
単
純
な
関
係
で
あ
り
、
純
粋
で
絶
対
的
な
運
動
で
あ
り
、
自
身
の
う

ち
に
あ
る
こ
と
に
お
い
て
自
身
の
外
部
に
あ
る
こ
と
〔das A

ußersichsein in dem
 Insichsein

〕
で
あ
る
。（
66
）

　
　

 

単
純
な
も
の
と
無
限
な
も
の
が
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
対
立
が
、
そ
れ
自
身
で
作
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
た
だ
次
の
よ
う
な
対
立

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
純
な
も
の
と
無
限
な
も
の
が
絶
対
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
対
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、

そ
れ
ら
は
同
様
に
絶
対
的
に
一
で
あ
る
、
と
い
う
対
立
で
あ
る
。
絶
対
的
な
も
の
が
自
分
自
身
か
ら
外
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
対
立
が
存
在
す
る
と
い
う
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
が
、
外
出
す
る
こ
と
と
し
て
現
象
で

き
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
対
立
は
自
ら
を
自
ら
の
存
在
の
傍
に
引
き
留
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
対
立
の
本
質
〔W

esen

〕
は
、
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自
己
自
身
を
止
揚
す
る
、
と
い
う
こ
の
絶
対
的
な
不
安
定
〔absolute U
nruhe

〕
で
あ
る
。（
67
）

　

弁
証
法
の
源
泉
と
根
底
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
、
諸
契
機　
　

質
、
量
、
定
量　
　

が
無
限
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
弁
証
法
が
こ
の
措
定
の
事
実
に
こ
そ
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
語
っ
て
い
る
（
68
））、
そ
れ
は
有
限
な
も
の
と
無

限
な
も
の
両
者
自
身
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
有
限
態
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
態
、
あ
ら
ゆ
る
限
定
態

の
「
不
安
定
〔inquiétude; U

nruhe

〕」
を
見
せ
よ
う
と
努
め
る
。
そ
れ
ら
は
否
定
的
な
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
自
分
自
身
を
廃
棄

し
、
自
ら
に
と
っ
て
正
反
対
の
も
の　
　

そ
れ
ら
を
「dé-finir

〔
定
義
、
有
限
化
〕」
し
、「dé-lim

iter

〔
画
定
、
限
定
化
〕」
し
、

「dé-term
iner

〔
規
定
、
期
限
化
〕」
し
、「dés-infinir

〔
脱
無
限
化
〕」
し
た
も
の　
　

を
必
然
的
に
措
定
す
る
。
そ
う
し
て
そ
れ

ら
は
必
然
的
に
そ
の
限
定
、
期
限
、
境
界
を
否
定
し
、
か
く
し
て
非
有
限
態
〔lʼin-fini

〕、
非
限
定
態
〔lʼil-lim

ité

〕、
非
規
定
態
〔lʼin-

dé-term
iné

〕
へ
と
自
ら
を
変
容
さ
せ
る
。
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
無
限
な
も
の
の
否
定
作
用
を
有
限
な
も
の
に
お
い
て
示
す
だ
け

で
は
満
足
し
な
い
。
無
限
な
も
の
そ
れ
自
身
は
有
限
な
も
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
「in-quiet

〔
不
安
定
、非
静
穏
〕」
で
あ
り
、「in-fini

〔
無
限
、
非
有
限
〕」
な
も
の
と
し
て
限
定
と
有
限
を
措
定
し
前
提
す
る
。
無
限
な
も
の
は
こ
の
有
限
に
対
し
て
立
ち
現
れ
、
有
限
を
否

定
し
て
自
己
を
肯
定
す
る
。
二
重
否
定
、
措
定
。
限
定
と
は
す
べ
て
、
い
わ
ば
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
で

は
な
い
、
ａ
で
も
な
い
、
ｂ
で
も
な
い
、
ｃ
で
も
な
い
…
…
以
下
同
様
。
し
た
が
っ
て
限
定
は
ａ
、
ｂ
、
ｃ
の
全
部
を
、
つ
ま
り
存
在

の
無
限
な
る
全
体
を
措
定
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
限
定
は
不
安
定
を
表
現
し
て
い
る
。
有
限
な
存
在
は
存
在

0

0

で
は
な
い
。
そ
れ
は
運
動

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
し
く
、
有
限
な
存
在
は
自
ら
が
そ
う
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
で
あ
る
も
の
と
は
別
の

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
有
限
な
も
の
は
自
ら
を
否
認
し
、
そ
う
し
て
自
ら
を
乗
り
越
え
る
。
あ
ら
ゆ
る
非
－
有
限
な
も
の
は

有
限
な
も
の
を
吸
収
し
廃
棄
し
、
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
を
措
定
し
、
そ
し
て
自
ら
を
否
認
し
て
自
ら
を
把
握
し
、
そ
う
し
て
自
ら
を
完
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成
し
、
自
己
へ
と
回
帰
す
る
。
諸
項
が
一
般
に
実
存
す
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
運
動
の
な
か
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
こ
の
不
断
の
交
換

の
な
か
、
そ
れ
ら
諸
項
の
こ
の
無
限
の
反
転
の
な
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
無
限
な
も
の

を
思
考
す
る
た
め
に
つ
ね
に
そ
れ
を
有
限
な
も
の
に
対
立
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
前
者
を
脱
無
限
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
反
対
に
、

有
限
な
も
の
を
思
考
す
る
た
め
に
つ
ね
に
そ
れ
を
同
時
に
無
限
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
無
や

空
虚
を
思
考
す
る
た
め
に
つ
ね
に
そ
れ
を
充
溢
や
存
在
に
対
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
す
な
わ
ち
無
を
存
在
に
結
び
つ
け
、
存

在
に
よ
っ
て
無
を
条
件
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
同
じ
く
反
対
に
、
存
在
を
思
考
す
る
た
め
に
つ
ね
に
そ
れ
を
空
虚
の
無
に
対

立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
つ
ま
り
存
在
は
必
然
的
に
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
無
の
否
定
そ
の
も
の
と
し
て
自
ら
を
提
示
す
る
。
こ
の
無

を
存
在
は
止
揚
し
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
存
在
は
こ
の
無
を
内
包
す
る
。
結
果
、
無
は
存
在
の
基
盤
で
あ
り
、
存
在
を
待
ち
構
え
て
い
る
。

　

不
安
定
が
存
在
の
根
底
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
は
互
い
に
お
い
て
互
い
を
追
い
か
け
、
互
い
を
損
ね
て
深
淵
に
突
き

落
と
す
。
両
者
は
他
方
に
対
し
て
の
み
一
方
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
続
け
る
。

　
　

 

無
限
な
も
の
の
無
化
す
る
不
安
定
は
、
同
様
に
、
無
限
な
も
の
が
無
化
す
る
当
の
も
の
の
存
在
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る

0

0

0

0

〔
強
調

コ
イ
レ
〕。
止
揚
さ
れ
た
も
の
は
絶
対
的
で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
同
程
度
に
絶
対
的

で
あ
る
。
止
揚
さ
れ
た
も
の
は
自
ら
の
消
失
に
お
い
て
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
消
失
と
は
、
消
失
す
る
何
も
の
か
が
存
在
す
る
と
き

に
の
み
、
存
在
す
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
無
限
な
も
の
に
お
い
て
実
際
の
と
こ
ろ
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
無
限
な
も

の
は
空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
空
虚
な
も
の
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
自
ら
を
止
揚
し
、
そ
し
て

こ
の
空
虚
な
も
の
は
ま
さ
に
こ
の
た
め
に
同
時
に
ひ
と
つ
の
対
立
物
で
あ
り
、あ
る
い
は
止
揚
さ
れ
る
も
の
の
一
方
の
項
で
あ
る
。

こ
の
空
虚
な
も
の
は
一
と
多
の
関
係
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
関
係
そ
れ
自
身
は
一
と
多
の
非
関
係
に
対
向
し
て
い
る
。
空
虚
な



78

も
の
は
、
し
か
し
、
絶
対
的
な
流
動
性
に
お
い
て
こ
の
対
向
か
ら
単
純
態
の
な
か
へ
と
取
り
戻
さ
れ
、
そ
う
し
て
た
だ
こ
の
取
り

戻
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
反
射
〔
反
省
〕
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
、
措
定
さ
れ
る
。（
69
）

言
い
換
え
れ
ば
、
運
動
、
不
安
定
、
無
化
、
廃
棄
、
生
成
、
非
存
在
の
存
在
と
存
在
の
非
存
在
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
わ
れ

わ
れ
に
は
既
知
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
の
弁
証
法
は
永
遠
と
時
間
の
弁
証
法　
　

あ
る

い
は
単
純
に
時
間
の
弁
証
法　
　

の
再
生
産
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
う
言
う
方
が
好
け
れ
ば
、
後
者
の
弁
証
法
の
予
告
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
実
際
、
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
の
弁
証
法
的
分
析
が
わ
れ
わ
れ
に
描
出
し
て
み
せ
て
い
る
の
は
瞬
間
と
時
間
の
枠
組
み
で

あ
る
。
無
限
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
は
や
「
不
動
な
永
遠
の
像
」
で
は
な
く
動
的
で
不
安
定
な
も
の
で
あ
り　
　

こ
れ
こ
そ
は
重

要
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
態
度
で
あ
る　
　

、
こ
の
よ
う
に
無
限
と
し
て
の
時
間
を
分
析
す
る
に
至
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　

 

こ
の
単
純
態
に
お
け
る
無
限
な
も
の
は
自
己
同
等
な
も
の
に
対
す
る
契
機
と
し
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
諸
契
機
に

お
い
て
は
無
限
な
も
の
は
、
自
分
自
身
に
お
い
て
総
体
を
叙
述
し
て
い
る
の
で
、
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
点
ま
た
は
限
界
一
般

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
否
定
作
用
に
お
い
て
無
限
な
も
の
は
直
接
に
他
な
る
も
の
に
関
係
し
、
自
分
自
身
を
否
定
す
る
も

の
で
あ
る
。
限
界
、
あ
る
い
は
現
在

0

0

（
70
）
の
契
機
、
時
間
の
絶
対
的
な
こ
れ

0

0

、
あ
る
い
は
「
今
」
と
は
、
絶
対
的
に
否
定
的
に

単
純
で
あ
り
、
す
べ
て
の
多
数
性
を
自
分
か
ら
排
除
す
る
。
そ
う
し
て
「
今
」
は
絶
対
的
に
規
定
さ
れ
る
が
、
自
ら
の
う
ち
に
広

が
っ
て
い
る
よ
う
な
全
体
や
定
量

0

0

〔
強
調
コ
イ
レ
〕、
つ
ま
り
自
ら
の
う
ち
に
未
規
定
な
側
面
を
も
も
っ
て
い
る
全
体
や
定
量
で

は
な
い
し
、
ま
た
、
自
ら
に
お
い
て
相
互
に
没
交
渉
に
あ
る
い
は
外
的
に
関
係
す
る
よ
う
な
多
様
に
異
な
る
も
の
で
も
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
て
、「
今
」
と
い
う
限
界
は
、
単
純
な
も
の
の
絶
対
的
に
差
異
的
な
関
係
（
71
）
で
あ
る
。
こ
の
単
純
な
も
の
は
そ
の
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絶
対
的
な
否
定
作
用
に
お
い
て
活
動
的
な
も
の
で
あ
り
、自
己
同
等
な
も
の
と
し
て
の
自
己
自
身
に
対
す
る
無
限
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
単
純
な
も
の
は
否
定
作
用
と
し
て
ま
さ
に
絶
対
的
に
自
ら
の
反
対
物
に
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
つ
ま
り
そ
の
単
純
な
否

定
作
用
は
自
ら
の
反
対
物
へ
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
「
今
」
と
は
直
接
に
自
分
自
身
の
反
対
物
で
あ
り
（
72
）、
自
ら
を
否
定
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
限
界
は
自
ら
の
排
除
作
用
あ
る
い
は
自
ら
の
活
動
に
お
い
て
自
己
自
身
を
止
揚
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
限

界
の
非
存
在
は
む
し
ろ
こ
の
限
界
に
対
し
て
活
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
限
界
が
そ
れ
自
身
に
お

い
て
直
接
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
将
来

0

0

で
あ
る
。
こ
の
非
存
在
は
活
動
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
即

自
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
反
対
物
〔「
今
」
と
し
て
の
限
界
〕
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
、
限
界
に
対
立
す
る
。
将
来

に
対
し
て
「
今
」
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
将
来
は
現
在
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
在
は
実
際
に
は
将
来
そ
れ

自
身
の
非
存
在
で
あ
り
、
将
来
は
む
し
ろ
現
在
の
な
か
に
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
現
在
は
そ
の
よ
う
に
自
ら
を
止
揚
す

る
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
こ
の
将
来
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
将
来
そ
れ
自
身
は
実
際
に
は
将
来
で
は
な
く
、
現
在
を
止

揚
す
る
も
の
で
あ
る
。
将
来
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
に
否
定
す
る
単
純
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
将
来
は
む
し
ろ

現
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
は
ま
た
同
様
に
そ
の
本
質
上
そ
れ
自
身
の
非
存
在
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
将
来
で
あ
る
。
か
く
し
て

こ
の
非
存
在
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
現
在
で
も
将
来
で
も
な
く
、
両
者
の
単
な
る
相
互
関
係
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
は
他
方
に
対
し
て

同
等
の
仕
方
で
否
定
的
で
あ
り
、
現
在
の
否
定
と
は
ま
さ
に
自
己
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
差
異
〔D

ifferenz

〕

は
過
去

0

0

の
安
定
〔Ruhe

〕
へ
と
還
元
さ
れ
る
（
73
）。「
今
」
と
い
う
も
の
は
自
分
自
身
に
お
い
て
自
ら
の
非
存
在
を
も
ち
、
自
ら

直
接
に
他
者
と
な
る
（
74
）。
し
か
し
こ
の
他
者
す
な
わ
ち
将
来
は
、
現
在
が
自
ら
そ
れ
へ
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
直
接
に
自
分

自
身
の
他
者
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
将
来
は
今
や
現
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
現
在
は
、
あ
の
最
初
の
「
今
」
つ
ま
り
現

在
の
あ
の
概
念
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
発
し
て
将
来
を
通
っ
て
自
ら
と
な
っ
た
「
今
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
将
来
と
現
在
が
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同
等
の
仕
方
で
自
己
止
揚
し
た
「
今
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
非
存
在
で
あ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
存
在
で
あ
り
、
止
揚
さ
れ

絶
対
的
に
安
定
さ
せ
ら
れ
た
、両
者
の
相
互
に
対
す
る
活
動
で
あ
る
。
現
在
は
自
分
自
身
を
否
定
す
る
単
純
な
限
界
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
限
界
は
自
ら
の
否
定
的
な
諸
契
機
の
な
か
で
分
け
ら
れ
て
お
り
、
排
除
作
用
と
し
て
の
自
分
〔
現
在
〕
と
自
分
を
排
除
す
る

も
の
〔
将
来
〕
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
両
者
が
そ
こ
で
保
持
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
差
異
的
関
係
（
75
）
と
し
て
、
現
在

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
同
様
に
自
ら
を
保
持
せ
ず
、
自
ら
を
自
己
同
等
性
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
こ
の
自
己
同
等
性
の
な

か
で
両
者
〔
将
来
と
現
在
〕
は
絶
対
的
に
根
絶
さ
れ
て
い
る
。
過
去
と
は
こ
の
自
ら
に
帰
っ
た
時
間
で
あ
る
。〔「
か
つ
て
」
と
は

ひ
と
つ
の
自
己
同
等
性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
止
揚
に
由
来
す
る
、
総
合
的
で
充
実
し
た
、
自
己
同
等
性
で
あ
る
。〕
過

去
は
〔
時
間
の
総
体
の
次
元
で
あ
り
、〕（
76
）
最
初
の
二
次
元
〔
将
来
と
現
在
〕
を
自
ら
に
止
揚
し
た
次
元
で
あ
る
。
限
界
ま
た

は「
今
」は
空
虚
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら「
今
」は
ま
っ
た
く
単
純
で
あ
り
、言
い
換
え
れ
ば
時
間
の
概
念（
77
）だ
か
ら
で
あ
る
。「
今
」

は
将
来
に
お
い
て
充
実
さ
れ
る
（
78
）。
将
来
は
「
今
」
の
実
在
〔Realität

〕
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
今
」
は
そ
の
本
質
に
お
い

て
絶
対
的
に
否
定
的
な
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
自
ら
の
本
質
あ
る
い
は
内
面
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
も
ち
、
自
ら

の
本
質
と
し
て
現
実
存
在
す
る
〔existieren
〕
の
で
、
そ
れ
は
こ
の
本
質
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
今
」
の
本
質
は
そ
れ
の
非

存
在
で
あ
り
、言
い
換
え
れ
ば
「
今
」
に
お
け
る
将
来
の
存
在
で
あ
る
。「
今
」
の
概
念
と
し
て
の
「
今
」
が
単
に
内
面
と
し
て
も
っ

て
い
る
も
の
、
こ
れ
が
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
「
今
」
の
実
在
で
あ
る
。「
今
」
の
こ
の
実
在
、
す
な
わ
ち
将
来
の
存
在
は
、
同

様
に
自
分
自
身
の
直
接
的
な
反
対
物
で
あ
り
、
今
や
そ
れ
自
身
に
お
い
て
こ
の
反
対
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
こ
の
措
定
さ

れ
た
止
揚
の
働
き
は
か
つ
て

0

0

0

で
あ
り
、
自
己
へ
と
反
省
し
た
（
79
）、
あ
る
い
は
実
在
的
な
時
間
〔die reale Zeit

〕
で
あ
る
。
し

か
し
「
か
つ
て
」
そ
れ
自
身
は
対
自
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
様
に
将
来
を
通
し
て
自
分
自
身
の
反
対
物
に
な
る
「
今
」

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
今
」
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
か
つ
て
」
は
自
分
自
身
に
お
い
て
単
に
こ
の
全
体
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的
円
環
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
つ
ま
り
「
今
」
と
将
来
を
通
し
て
「
か
つ
て
」
と
な
る
、
実
在
的
な
時
間
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。「
か

つ
て
」
と
し
て
の
実
在
的
な
時
間
は
、
現
在
と
将
来
に
対
立
し
つ
つ
も
、
そ
れ
自
身
は
反
省
全
体
の
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は

自
ら
に
取
り
戻
さ
れ
た
時
間
を
表
現
す
る
契
機
と
し
て
存
在
す
る

0

0

0

0

〔
強
調
コ
イ
レ
〕。実
在
的
な
時
間
は
自
己
同
等
な
も
の
と
し
て
、

自
分
自
身
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
た
し
か
に
自
己
自
身
へ
の
関
係
と
い
う
規
定
性
と
し
て
、
存
在
す
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
実
在
的
な
時
間
は
そ
の
［
こ
の
規
定
性
の
］
最
初
の
契
機
で
あ
り
、
む
し
ろ
過
去
と
し
て
の
「
今
」
で
あ
る
。
こ
の
過
去
は

他
の
諸
契
機
と
同
様
に
自
分
自
身
を
止
揚
し
て
お
り
、
結
果
、
無
限
な
も
の
全
体
は
自
分
自
身
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
総
体

と
し
て
生
成
し
、
か
く
し
て
無
限
な
も
の
全
体
は
自
ら
直
接
に
受
動
的
あ
る
い
は
最
初
の
契
機
で
あ
る
。

　
　

 　

時
間
は
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
無
限
な
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
総
体
に
お
い
て
は
、
単
に
自
ら
の
契
機
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
あ
る

い
は
再
び
、
自
ら
の
最
初
の
契
機
で
あ
る
時
間
は
実
際
の
と
こ
ろ
は
総
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
言
い

換
え
れ
ば
、
時
間
は
そ
の
よ
う
に
こ
の
無
限
性
の
根
拠
［
で
あ
る
］
も
の
と
し
て
現
実
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
無
限
性

は
単
に
自
ら
に
お
い
て
単
純
な
無
限
と
し
て
存
在
す
る
に
す
ぎ
ず
、
す
な
わ
ち
対
立
す
る
も
の
へ
の
移
行
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

こ
の
対
立
物
か
ら
再
び
最
初
の
も
の
へ
の
移
行
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
無
限
性
は
無
限
に
多
数
の
往
復
反
復〔W

iederholung 
des H

in und H
ergehens

〕
で
あ
り
、
本
当
の
無
限
者
で
は
な
い
。
無
限
に
頻
発
す
る
反
復
は
、
反
復
さ
れ
る
も
の
の
同
等
性

と
し
て
の
統
一
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
同
等
性
は
こ
の
反
復
さ
れ
る
も
の
に
お
け
る
同
等
性
で
は
な
く
、
そ
れ
の
外
部
に
存
在

す
る
。
反
復
さ
れ
る
も
の
は
、
自
ら
が
そ
の
反
復
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
対
し
て
没
交
渉
で
あ
り
、
対
自
的
に
は
〔
そ
れ
独
り

で
は
〕
反
復
さ
れ
た
も
の
で
さ
え
な
い
（
80
）。
た
し
か
に
時
間
の
反
省
の
反
復
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
各
契
機
が
対
立
す
る
契
機

か
ら
生
じ
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
前
方
へ
も
後
方
へ
も
こ
の
絶
対
的
に
差
異
的
な
系
列
の
一
員
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
反
復
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
員
〔
契
機
〕
は
た
だ
の
一
員
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
一
員
は
こ
の
よ
う
な
特
定
の
一
員
と
し
て
直
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接
に
対
立
す
る
一
員
で
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
対
立
す
る
諸
契
機
の
絶
対
的
な
統
一
を
構
成
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
契
機
は
そ

れ
自
身
に
お
い
て
は
、
自
ら
が
以
前
に
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
で
も
、
以
後
に
そ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
反
省
は

以
前
の
も
の
や
以
後
の
も
の
の
外
部
に
あ
る
。
契
機
が
、自
ら
が
以
前
に
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
に
再
び
な
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、

実
際
ひ
と
つ
の
統
一
で
あ
る
が
、
こ
の
統
一
は
単
に
反
復
と
し
て
の
み
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　

 　

し
か
し
無
限
な
も
の
の
総
体
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
最
初
の
契
機
へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
最
初
の
契
機
そ

れ
自
身
は
諸
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
総
体
は
単
に
最
初
の
契
機
に
戻
る
が
、
そ
れ
は
〔
最
初
の
契
機
に
〕
対

立
す
る
も
の
と
し
て
戻
る
。
そ
し
て
総
体
は
こ
の
契
機
か
ら
直
接
に
生
じ
て
来
る
が
、
し
か
し
こ
の
生
じ
た
も
の
は
実
際
に
は
止

揚
さ
れ
た
最
初
の
契
機
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
自
身
の
止
揚
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
差
異
的
な
契
機
の
反
対
物
と
し
て
の
総
体
は
単

に
両
者
〔
最
初
の
契
機
と
そ
の
止
揚
態
〕
の
統
一
と
し
て
、
あ
る
い
は
第
二
の
も
の
〔
止
揚
さ
れ
た
最
初
の
契
機
〕
の
即
自
態
と

し
て
、
こ
の
第
二
の
も
の
に
お
い
て
た
だ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
（
81
）。
し
か
し
第
三
の
も
の
は
こ
の

即
自
態
の
こ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
第
三
の
も
の
で
は
な
く
、
両
者
〔
最
初
の
契
機
と
第
二
の
契
機
（
最
初

の
契
機
の
止
揚
態
）〕
の
総
体
で
あ
る
。
実
在
的
な
時
間
は
単
に
現
在
と
将
来
に
対
し
て
の
み
過
去
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
第

三
の
契
機
は
時
間
の
自
己
反
省
〔
自
己
回
帰
〕
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
第
三
の
契
機
と
は
実
際
に
は
現
在
で
あ
る
。
そ
し
て

実
在
的
な
時
間
は
、「
か
つ
て
」
が
「
今
」
で
あ
る
た
め
、
自
ら
に
と
っ
て
同
様
に
最
初
の
契
機
と
な
り
、
そ
の
と
き
実
在
的
な

時
間
は
、
そ
の
よ
う
に
自
己
回
帰
し
た
契
機
と
し
て
の
み
自
ら
を
表
す
よ
う
な
「
今
」
を
止
揚
し
た
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
実

在
的
な
時
間
は
自
ら
の
諸
契
機
の
止
揚
で
あ
り
、
ま
た
、
自
ら
の
反
省
に
お
い
て
単
な
る
契
機
に
自
ら
が
な
る
と
い
う
こ
と
の
止

揚
で
あ
る
。
こ
の
形
式
的
反
省
の
止
揚
は
実
在
的
時
間
を
自
己
同
等
な
総
体
に
す
る
。
こ
の
総
体
は
自
己
内
運
動
と
し
て　
　

た

し
か
に
全
体
の
表
出
に
す
ぎ
ず
、
し
か
し
差
異
的
ま
た
は
分
割
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
全
体
の
表
出
で
あ
る
、
そ
う
し
た
運
動
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と
し
て　
　

自
ら
を
止
揚
す
る
。

　
　

 　

過
去
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
今
」
と
以
前
〔Einst

〕
と
の
自
ら
の
関
係
を
止
揚
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
も
は
や
「
か
つ

て
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
過
去
、
こ
の
実
在
的
な
時
間
は
、
絶
対
的
概
念
の
麻
痺
し
た
不
安
定
〔die paralysierte 

U
nruhe

〕
で
あ
る
。
こ
の
時
間
は
自
ら
の
総
体
に
お
い
て
絶
対
的
な
他
者
と
な
り
、
無
限
な
も
の　
　

時
間
と
は
こ
れ
の
表
出

〔D
arstellung

〕
で
あ
る　
　

の
規
定
か
ら
対
立
物
へ
、
す
な
わ
ち
自
己
同
等
性
の
規
定
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

こ
の
時
間
は
、
諸
契
機
が
こ
の
対
立
形
式
に
あ
る
自
己
同
等
な
没
交
渉
と
し
て
、
空
間

0

0

で
あ
る
。（
82
）

　

わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
可
能
な
か
ぎ
り
忠
実
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
翻
訳
」
の
価
値
に

つ
い
て
自
分
を
買
い
か
ぶ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
読
者
は
き
っ
と
わ
れ
わ
れ
の
翻
訳
が
理
解
不
能
で
あ
る
と
思
う
で
あ
ろ
う
し　

　

事
実
そ
れ
は
理
解
不
能
で
あ
る　
　

、そ
の
よ
う
な
人
々
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
。
し
か
し
実
を
言
え
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
省
略
な
し
に

0

0

0

0

0

〔in extenso

〕
引
用
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
が
、
わ
れ
わ
れ
の
翻
訳
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い

理
解
不
能
な
の
で
あ
る
（
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
わ
れ
わ
れ
は
今
後
も
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
）。
た
だ
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

テ
ク
ス
ト
が
そ
う
で
あ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
本
当
の
性
質
に
気
づ
か
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実

際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
、
自
分
で
自
分
に
与
え
よ
う
と
努

め
て
い
る
も
の
と
は
、
時
間
の
「
観
念
」
の
分
析
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
正
反
対
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
時

間
の
「
観
念
」
を
、
抽
象
的
で
空
虚
な
こ
の
観
念
を
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
破
壊
し
よ
う
と
企
て
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
彼
は
わ
れ
わ
れ

に
、
ど
の
よ
う
に
時
間
が
精
神
の
生
き
生
き
し
た
実
在
〔la réalité vivante
〕
の
な
か
で
構
成
さ
れ
る
の
か
を
示
し
、
そ
の
様
相
を

わ
れ
わ
れ
に
叙
述
す
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
還
元
？　

構
築
？　

こ
の
ふ
た
つ
の
言
葉
は
ど
ち
ら
も
不
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
問
題
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は
、
た
と
え
弁
証
法
的
な
や
り
方
で
あ
ろ
う
と
も
、「
還
元
す
る
」
こ
と
で
も
「
構
築
す
る
」
こ
と
で
も
な
い
か
ら
だ
。
問
題
は
精
神

的
な
諸
行
為
、
諸
契
機
、
諸
段
階
を
意
識
そ
れ
自
身
の
な
か
に
、
か
つ
意
識
そ
れ
自
身
の
た
め
に
、
発
見
し
抽
出
す
る
こ
と　
　

仮
説

的
に
措
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
（
83
）　　

で
あ
る
。
そ
れ
ら
精
神
的
諸
行
為
に
お
い
て
か
つ
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
精
神
に
お
い
て
か
つ

精
神
に
と
っ
て
、
時
間
の
概
念
が
構
成
さ
れ
る
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
の
用
語
は
す
べ
て　
　

こ
こ
で
以
前
の
研
究
の
結
論
を

喚
起
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
（
84
）　　

抽
象
的
な
諸
用
語
に
対
立
す
る
語
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
各
用
語
は
、
反
対
に
、

最
高
度
に
具
体
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
文
字
通
り
に
、
最
も
直
接
的
か
つ
元
の
ま
ま
の
意
味
に
お
い
て
、
受
け
取
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
が
指
し
示
す
の
は
事
物
で
も
対
象
で
も
状
態
で
も
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
不
調
和
で
カ
オ
ス
な
諸
々
の

文
言
、
し
ば
し
ば
不
正
確
な
表
現
（
た
と
え
ばsich w

erden

等
）
は
、
あ
る
運
動
の
叙
述
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
の
運
動
の
分
節
と
リ

ズ
ム
を
取
り
入
れ
そ
れ
ら
に
一
致
さ
せ
た
結
果
で
あ
り
、そ
う
し
て
精
神
の
諸
行
為
さ
ら
に
は
諸
行
動
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
わ
れ
わ
れ
に
対
立
と
矛
盾
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、
彼
は
二
項
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
と

き
彼
が
考
え
て
い
る
の
は　
　

あ
る
い
は
む
し
ろ
彼
が
自
身
の
う
ち
に
見
て
い
る
の
は　
　

、
何
も
の
か
を
「
措
定
す
る
」
一
方
の
行

為
と
、
そ
の
何
も
の
か
に
別
の
何
か
を
「
対
立
さ
せ
る
」、
あ
る
い
は
前
者
の
行
動
に
「
自
ら
を
対
立
さ
せ
る
」、
も
う
一
方
の
行
為
で

あ
る
。
一
方
の
行
為
が
何
ご
と
か
を
「
言
い
〔dire

〕」、そ
の
何
ご
と
か
が
「
反
論
す
る
〔contre-dire

〕」。
ま
さ
に
こ
の
た
め
に
、「
矛

盾
〔contra-diction

〕」
は
内
的
緊
張
、
内
的
引
き
裂
き
で
あ
る
。
対
立
の
こ
の
闘
争
に
お
い
て
、
精
神
は
「
自
ら
を
措
定
し
」、「
自

ら
を
否
定
し
」　　

自
ら
を
再
否
定
し　
　
「
自
ら
を
廃
棄
し
」、「
自
ら
を
乗
り
越
え
」、「
自
ら
を
無
化
す
る
」。「
異
な
っ
た
」
諸
項
と

言
わ
れ
る
と
き
、そ
れ
ら
は
静
か
に
お
と
な
し
く
異
な
っ
て
在
る

0

0

0

0

0

0

諸
項
〔term

es qui sont différents

〕
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
異

な
る
」
諸
項
〔term

es qui « diffèrent »

〕
で
あ
り
、す
な
わ
ち
互
い
に
反
発
し
遠
ざ
け
合
う
諸
項
で
あ
る
。
同
様
に
、「
異
な
っ
た
」

諸
行
為
と
は
、
自
ら
が
対
象
と
す
る
諸
項
を
「
異
な
」
ら
せ
〔faire « différer »
〕、「
異
な
る
も
の
」
に
し
〔rendre « différents 
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»
〕、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
「
他
な
る
も
の
」
に
す
る
行
為
、
つ
ま
り
差
異
化
す
る
〔différencier

〕
行
為
、
区
別
す
る
行
為
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
行
為
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
「
差
異
〔différence

〕」
の
根
底
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
の
千

年
以
上
の
伝
統
に
反
し
て
実
詞
で
は
な
く
動
詞
で
思
考
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
断
片
は
、
し
た
が
っ
て
、
時
間
の
構
成
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
時
間
の
自
己
構
成

〔autoconstitution
〕
を
、
あ
る
い
は
こ
う
言
う
方
が
好
け
れ
ば　
　

結
局
同
じ
こ
と
だ
が　
　

時
間
の
概
念
の
構
成
あ
る
い
は
自
己

構
成
を
叙
述
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
叙
述
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
（
85
）。
も
う
一
度
繰
り
返
せ
ば
、
問
題
は
決
し
て
時
間
の
観

念
の
分
析
で
も
な
け
れ
ば
、
抽
象
的
時
間　
　

物
理
学
で
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
時
間
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
時
間
、
カ
ン
ト
的
時
間
、

数
式
や
時
計
の
直
線
的
な
時
間
（
86
）　　

の
抽
象
的
観
念
の
分
析
で
も
な
い
。
問
題
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
時
間
「
そ
の
も
の
」、
時

間
の
精
神
的
実
在
〔la réalité spirituelle

〕
で
あ
る
。
こ
の
時
間
は
、
一
様
な
形
式
で
は
流
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が

そ
れ
に
流
さ
れ
て
消
え
て
ゆ
く
、
な
ん
ら
か
の
同
質
的
媒
体
で
も
な
い
。
そ
れ
は
運
動
の
数
で
も
諸
現
象
の
順
序
で
も
な
い
。
そ
れ
は

充
実
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
生
で
あ
り
、
勝
利
で
あ
る
。
そ
の
時
間
は　
　

た
だ
ち
に
言
っ
て
お
こ
う　
　

そ
れ
自
身
が
精
神
に
し

て
概
念
で
あ
る
。

★

　

わ
れ
わ
れ
は
上
で
す
で
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
い
て
は
無
限
な
も
の
の
観
念
が
精
神
そ
の
も
の
の
観
念
に
緊
密
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
、
と
い
う
重
要
事
項
に
つ
い
て
指
摘
し
、
同
様
に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
無
限
な
も
の
の
弁
証
法
が
時
間
の
弁
証

法
の
複
製
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
う
言
う
方
が
好
け
れ
ば
、
前
者
が
後
者
に
「
対
応
し
て
い
る
」
こ
と
を
見
た
（
し
、
わ
れ
わ
れ
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は
そ
の
様
相
を
示
し
た
）（
87
）。
わ
れ
わ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
無
限
な
も
の
の
弁
証
法
は
時
間
の
弁
証
法
に
直
接
通
じ
て
い
る
、

と
述
べ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
以
後
、
前
者
が
後
者
へ
と
変
容
す
る
、
あ
る
い
は
お
望
み
と
あ
ら
ば
、
前
者
が
後
者
へ
と
実
現
す
る
、

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。「
実
現
〔se réaliser

〕」
と
言
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
た
よ
う
な
無
限
な
も
の

の
弁
証
法
は
、
な
お
抽
象
の
な
か
で
戯
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
実
を
言
え
ば
、
問
題
は
無
限
な
も
の
で
は
な
く
、

こ
う
言
え
る
な
ら
、
な
お
「
自
分
自
身
に
等
し
い
」
無
限
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
無
限
性
は
自
分
自
身
の
内
部
で
有
限
な
も
の
と
対

立
し
て
お
り
、
こ
の
有
限
な
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、
否
定
さ
れ
、
固
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
有
限
な
も
の
は
、
と
は
い
え

い
か
な
る
他
者
に
も
対
立
せ
ず
、
自
ら
に
と
っ
て
他
な
る
も
の
で
あ
る
何
も
の
に
も
対
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
し
く
他
な
る
も

の
こ
そ
は
、
そ
の
無
限
性
が
対
立
し
、
自
ら
へ
と
吸
収
し
、
止
揚
し
、
そ
の
う
ち
で
自
己
反
省
す
る
、
当
の
も
の
で
あ
る
。
抽
象
的
な

無
限
性
は
あ
い
か
わ
ら
ず
抽
象
的
な
精
神
を
表
象
す
る
。
抽
象
的
精
神
は
、
た
し
か
に
、「
自
ら
を
見
出
す
も
の
で
あ
り
、
自
ら
を
見

出
す
と
い
う
こ
の
行
為
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
」（
88
）
が
、
け
れ
ど
も
抽
象
的
精
神
は
、
本
当
に
自
ら
を
再
び
見
出
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
、
ま
だ
実
際
に
自
己
疎
外
も
自
己
喪
失
も
し
て
い
な
い
。
抽
象
的
無
限
性
は
抽
象
的
な
永
遠
、
非
時
間
的
な

永
遠
で
あ
り
、
具
体
的
な
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
た
永
遠
で
あ
る
（
89
）。
抽
象
的
無
限
性
が
実
現
さ
れ
、
精
神
の
生
き
生
き
し
た
現
前
的

永
遠
〔lʼéternité vivante et présente

〕（
90
）
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
他
者
が
、
対
立
者
が
、
反
対
物
が
実
現
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
永
遠
の
弁
証
法
が
瞬
間
の
弁
証
法
に
お
い
て
再
－
現
前
化
さ
れ
る
〔se re-présenter

〕（
91
）

と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
時
間
の
な
か
で
時
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
（
92
）。

　

さ
て
、
時
間
に
つ
い
て
だ
が
、
次
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
瞬
間
」
の
観
念
を
起
点

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
過
去
と
将
来
の
あ
い
だ
の
非
時
間
的
で
点
的
な
限
界
で
あ
り
、
ふ
た
つ
の
抽
象
物
の
あ
い
だ
の

抽
象
的
な
限
界
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
出
発
点
と
し
た
の
は
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
抽
象
的
限
界
の
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
具
体
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的
な
把
握
で
あ
る
。
時
間
は
「
今
」
に
も
と
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の
「
今
」

は
、
も
う
一
度
言
っ
て
お
く
が
、
あ
る
何
か
と
別
の
何
か
の
「
あ
い
だ
の
」
限
界
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
い
わ
ば
自
己

内
の
限
界
で
あ
り
、
と
り
わ
け
つ
な
が
り
で
も
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
本
質
的
に
移
ろ
い
や
す
く
、
す
ぐ
さ
ま
消
え
て
な
く
な
り
、
つ

か
ま
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
ち
に
別
の
も
の
へ
と
変
容
す
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
を
否
認
し
、
自
ら
自
己
自
身
を

廃
棄
す
る
。
し
か
し　
　

こ
れ
が
ま
さ
し
く
中
心
点
だ
が　
　
「
今
」
は
自
ら
を
否
認
し
変
容
す
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
再
び
過
去
へ

と
落
着
す
る
、
つ
ま
り
も
は
や

0

0

0

「
今
」
で
は
な
い

0

0

も
の
へ
と
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
「
今
」
は
、

わ
ず
か
な
厚
み
も
も
た
な
い
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
し
く
ひ
と
つ
の
方
向
づ
け
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

瞬
間
〔un instant 

dirigé

〕
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
過
去
へ
向
け
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
反

対
に
、
将
来
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
将
来
〔avenir

〕
こ
そ
、
ま
ず
最
初
に
「
来
た
る
べ
き
も
の
〔à-venir

〕」
と
し
て
わ
れ
わ
れ

に
現
前
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
来
た
る
べ
き
も
の
」
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
今
」
で
あ
っ
た
も
の
を
、「
も
は
や
な
い
〔le 

« nʼest plus »

〕」
の
方
へ
と
投
げ
返
す
。
将
来
は
こ
れ
を
為
し
な
が
ら
自
己
自
身
を
否
認
し
て
今
度
は
「
今
」
に
な
り
、
そ
う
し
て

新
た
な
「
来
た
る
べ
き
も
の
」
に
よ
っ
て
今
度
は
そ
れ
も
ま
た
「
も
は
や
な
い
」
へ
と
投
げ
返
さ
れ
、「
か
つ
て
」
へ
と
変
容
す
る
。

お
気
づ
き
の
通
り
、
こ
の
分
析
に
お
い
て
は
内
容
と
形
式
は
分
離
し
て
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
叙
述
し
て
い
る
の
は
具
体
的
な
精
神
的

生
の
流
れ
で
あ
り
、
生
成
の
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
っ
と
後
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
時
間
の

な
か
に
あ
る
の
は
事
物
や
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
。
時
間
そ
の
も
の
と
は
い
わ
ば
生
成
の　
　

そ
れ
ゆ
え

存
在
の　
　

素
材
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
戻
ろ
う
。
時
間
が
わ
れ
わ
れ
の
も
と
へ
や
っ
て
来
る
の
は
「
過
去
か
ら
」
で
は
な
く
将
来
か
ら
で
あ
る
。

持
続
は
過
去
か
ら
現
在
へ
伸
び
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
間
は
自
ら
を
形
成
し
、「
今
」
を
起
点
に
し
て
自
ら
を
延
長
し
、
あ
る
い
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は
よ
り
よ
く
言
っ
て
、
自
ら
を
外
部
化
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
繰
り
返
す
が
、
自
ら
を
伸
ば
し
て
い
る
の
で
も
、
持
続
し
て
い
る
の
で

も
な
い
。
反
対
に
、時
間
は
「
今
」
に
お
い
て
ま
さ
し
く
将
来
か
ら
自
己
へ
と
到
来
す
る
。
時
間
の
優
等
な
「
次
元
」
は
将
来
で
あ
り
、

将
来
は
い
わ
ば
過
去
に
先
立
っ
て
在
る
。

　

将
来
を
こ
の
よ
う
に
強
調
し
、
過
去
に
対
す
る
優
位
を
将
来
に
与
え
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
こ
れ
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

最
大
の
独
自
性
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
何
ゆ
え
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
い
く
つ
か
の
補

遺
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
待
つ
こ
と
や
期
待
す
る
こ
と
、
希
望
に
つ
い
て　
　

そ
し
て
ま
た
後
悔
に
つ
い
て　
　

語
っ
て
い
る
の
か
を

理
解
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
的
な

0

0

0

0

時
間
で
あ
り
、
人
間
の
時
間

0

0

0

0

0

だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
、

こ
の
奇
妙
な
存
在
、「
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
」
存
在
。
こ
の
存
在
は
自
ら
を
否

認
し
、
自
ら
が
そ
う
で
な
い　
　

あ
る
い
は
ま
だ
そ
う
で
な
い　
　

と
こ
ろ
の
も
の
の
役
に
立
ち
、
ま
た
、
現
在
か
ら
出
発
し
て
自
ら

を
否
認
し
、
将
来
に
お
い
て
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
、
将
来
へ
向
け
て
生
き
、
そ
の
将
来
に
自
ら
の
「
真
理
」
を
見
つ
け
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
、
そ
れ
を
探
し
求
め
る
。
こ
の
存
在
は
、「
今
」
に
お
い
て
将
来
が
こ
の
よ
う
に
連
続
的
に
変
容
す
る
こ
の
運
動
の

な
か
で
の
み
実
存
し
、
そ
し
て
、
も
は
や
将
来
の
存
在
し
な
い
日
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
も
は
や
来
た
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
日
、

す
べ
て
が
す
で
に
到
来
し
た
日
、
す
べ
て
が
す
で
に
「
完
成
さ
れ
た
」
日
で
あ
る
こ
と
を
、
止
め
る
（
93
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
人
間

0

0

的0

で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
同
時
に
弁
証
法
的

0

0

0

0

で
あ
る
。
同
様
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
一
方
に
し

て
他
方
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
、
そ
れ
は
本
質
的
に
歴
史
的
な

0

0

0

0

時
間
で
あ
る
。

　

さ
て
、
も
う
一
度
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
へ
帰
ろ
う
。「
今
」、
将
来
、「
か
つ
て
」、
こ
れ
ら
時
間
の
「
異
な
る
〔différent

〕」
三
契
機

は
釣
り
合
い
を
保
ち
、
含
意
し
合
い
、
喚
起
し
合
う
。
そ
れ
ら
は
空
間
の
三
次
元
の
よ
う
に
「
没
交
渉
な
〔indifférent

〕」
等
価
性

の
な
か
に
並
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
瞬
間
は
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
瞬
間
は
ま
た
あ
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
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「
今
」
は
、「
今
」
と
な
っ
た
「
将
来
」
に
よ
っ
て
「
か
つ
て
」
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
る
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

実
際
の
「
今
」
に
対
立
し
つ
つ
、
こ
の
変
容
し
た
「
今
」
は
、
そ
れ
自
身
再
び
「
今
」
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
今
」
は
同
時
に
ま
た
、

ま
だ
現
実
化
さ
れ
て
い
な
い
将
来
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
異
な
る
三
契
機
は
自
ら
の
差
異
化
作
用
に
お
い
て
互
い
に
延
び
広
が
り
、

一
定
の
時
間
量0

を
引
き
起
こ
す
が
、
他
方
で
、
自
分
た
ち
の
統
一
と
差
異
の
な
か
に
再
び
把
捉
さ
れ
て
、
不
安
定
で
生
き
生
き
し
た
統

一
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
「
現
在
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
も
の
を
構
成
す
る
。
つ
ま
り
瞬
間
が
こ
の
三
契
機
を

再
び
溶
接
し
て
鋳
造
し
直
す
。
し
た
が
っ
て
「
現
在
の
」
瞬
間
は
、
お
気
づ
き
の
通
り
、
単
純
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
内
的
構
造
を

そ
な
え
て
お
り
、
こ
の
構
造
が
唯
一
、
瞬
間
が
自
己
自
身
に
対
し
て
現
前
す
る
〔
現
在
で
あ
る
〕
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
瞬
間
に
そ
な

わ
る
内
的
構
造
は
、瞬
間
が
精
神
の
弁
証
法
を
実
現
す
る
の
を
可
能
に
す
る
た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
り
、精
神
の
弁
証
法
の「
諸
契
機
」

（
将
来
の
待
機
、
過
去
の
再
－
現
前
化
）　　

否
定
、
止
揚
、
対
立
、
自
己
自
身
へ
の
立
ち
返
り
と
自
己
自
身
の
取
り
戻
し
、
こ
う
し
た

運
動
と
行
為　
　

の
全
部
に
お
い
て
ま
す
ま
す
「
現
前
的
に
な
り
」、
自
己
自
身
へ
の
こ
の
現
前
に
お
い
て
、
そ
れ
へ
向
け
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
巨
大
な
、
ま
す
ま
す
豊
富
な
、
し
か
し
ま
す
ま
す
「
自
己
－
に
－
等
価
」
で
は
な
く
な
っ
た
、
ひ
と
つ
の
現
在

を
構
成
す
る
。
再
び
「
今
」
と
な
っ
た
「
か
つ
て
」
が
現
在
の
な
か
へ
吸
収
さ
れ
昇
華
さ
れ
る
、
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
、
歴
史

的
進
化
に
お
け
る
精
神
の
自
己
構
成
と
豊
富
化
が
、
す
な
わ
ち
、
正
当
に
も
人
々
が
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
体
系
の
特
性
を
見
出
し
た
、

あ
の
歴
史
と
論
理
の
同
一
性
が
、
可
能
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
時
間
的
弁
証
法
の
こ
の
絶
え
間
な
い
運
動
を
停
止
さ
せ
よ
う
。
瞬
間
の
緊
張
と
不
安
定
を
廃
棄
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、

時
間
は
自
ら
を
「
完
成
す
る
」。
時
間
は
完
結
し
、
完
結
し
た
時
間
は
当
然
全
面
的
に
過
去
へ
と
落
着
す
る
。
実
際
、
過
去
だ
け
が
完

結
し
て
い
る
。
将
来
が
も
は
や
掌
握
で
き
な
い
も
の
だ
け
が
、
本
当
に
実
際
的
に
、
過
去
に
属
す
る
。
完
成
さ
れ
た
時
間
は
横
た
わ
り
、

停
止
す
る
。
運
動
の
代
わ
り
に
、緊
張
の
代
わ
り
に
、わ
れ
わ
れ
は
「
麻
痺
」
と
緩
和
を
手
に
す
る
。「
時
間
」
は
緩
み
、伸
び
広
が
る
。
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内
面
性
に
お
け
る
生
き
生
き
し
た
「
差
異
」
の
代
わ
り
に
、わ
れ
わ
れ
は
序
列
化
さ
れ
た
連
続
態
の
伸
び
広
が
っ
た
没
交
渉
〔
無
差
異
〕

を
相
手
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は「
実
在
的
な〔réel

〕」時
間
を
前
に
し
て
い
る
。
諸
事
物
の
時
間
、自
分
自
身
が
一
事
物　
　

も
の

0

0

〔res

〕

　
　

と
な
っ
た
時
間
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
麻
痺
し
て
弛
緩
し
た
時
間
は
も
は
や
時
間
に
属
さ
な
い
。
時
間
を
象
徴
す
る
直
線
は
、

時
間
を
象
徴
す
る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
し
て
い
る
。
直
線
は
時
間
の
本
性
を
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
間
が
空
間

0

0

で

あ
る
（
94
）。

★

　

十
分
理
解
さ
れ
て
い
る
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
「
弁
証
法
」
と
は
現
象
学
で
あ
る
（
95
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、『
精
神
現
象
学
』
の
考
え
を

概
念
的
に
把
握
す
る
た
め
に
彼
が
実
際
に
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
納
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
は
、
少
な
く
と

も
そ
の
い
く
つ
か
の
最
良
の
箇
所
に
お
い
て
、
精
神
的
実
在
の
空
想
的
な
叙
述
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
人
間
的

0

0

0

精
神
の
本

質
的
諸
構
造
の
分
析
で
あ
り
、
人
間
の

0

0

0

思
考
と
活
動
に
お
け
る
、
か
つ
そ
れ
ら
に
よ
る
、
人
間
が
生
き
る
人
間
的

0

0

0

世
界
の
構
成
の
分
析

で
あ
る
（
96
）。

　
〔
イ
エ
ー
ナ
で
の
〕
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
を
一
歩
一
歩
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
面
白
か
っ
た
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
飛
ば
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、〔『
イ
エ
ー
ナ
実
在
哲
学　

Ⅰ
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
〕
一
八
〇
三
／
〇
四
年
の
講
義
を
含

む
ノ
ー
ト
は
不
完
全
だ
か
ら
だ
。
第
一
部
の
全
体
が
そ
の
ノ
ー
ト
に
は
欠
け
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
の
部
分
こ
そ
時
間
の
分
析

を
含
む
も
の
だ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
た
っ
た
一
言
、
空
間
存
在
の
分
析
の
余
白
に
書
か
れ
て
い
る
一
言
だ
け
だ　

　

精
神
は
時
間
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

、Geist ist Zeit

（
97
）。
Ｊ
・
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
次
の
修
正
形
を
提
案
し
て
い
る　
　

精
神
は
時
間
の
な
か

0

0

0
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に0

あ
る
、Geist ist in der Zeit

。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
修
正
を
す
べ
き
と
は
思
わ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
精
神
は
時
間
で
あ
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
精
神
で
あ
る
。

　
〔『
イ
エ
ー
ナ
実
在
哲
学　

Ⅱ
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
〕
一
八
〇
五
／
〇
六
年
の
講
義
（
98
）
は
あ
ら
た
め
て
わ
れ
わ
れ
に
時
間
に
つ

い
て
の
長
い
一
節
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
性
格
は
も
は
や
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
は
る
か
に
い
っ
そ
う

具
体
的
で
あ
る
。
よ
り
入
念
に
作
ら
れ
、
よ
り
よ
く
整
理
さ
れ
、
後
の
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
よ
う
に
節
立
て
に
分
割
さ
れ

て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
自
分
自
身
の
た
め
に
書
い
て
い
る
の
で
も
、直
観
を
メ
モ
と
し
て
書
き
留
め
て
い
る
の
で
も
な
い
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
聴
衆
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
彼
は
ま
た
読
者
の
こ
と
も
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
そ
の
願
望
は

も
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
頃
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
身
の
〈
体
系

0

0

〉
を
公
表
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
だ
。
文
体
は
よ
り

ド
ラ
イ
で
よ
り
「
抽
象
的
」
で
あ
り
、「
弁
証
法
」
と
慣
例
的
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
い
っ
そ
う
近
づ
い
て
い
る
。
論
述
の
手
順　

　

構
成
秩
序　
　

も
変
化
し
て
い
る
。
も
は
や
時
間
か
ら
出
発
し
て
、
時
間
に
も
と
づ
い
て
、
空
間　
　

麻
痺
し
た
時
間　
　

を
見
つ

け
る
の
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
反
対
に
、
空
間
か
ら
出
発
し
て
、
時
間
へ
と
遡
る
（
99
）。
加
え
て
、
時
間
と
空
間
は
相
互
に
条
件
づ
け

合
う
も
の
と
し
て
、
相
互
に
生
成
し
合
う
も
の
と
し
て
、
提
示
さ
れ
る
。「
体
系
」
に
気
を
取
ら
れ
て
い
る
？　

最
も
「
抽
象
的
」
な

も
の
か
ら
最
も
「
具
体
的
」
な
も
の
へ
、
最
も
「
単
純
」
な
も
の
か
ら
最
も
「
豊
富
」
な
も
の
へ
の
歩
み
？　

た
し
か
に
、
十
分
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
つ
ね
に
「
体
系
」
を
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
空
間
を
麻
痺
し
た
時
間
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
弁
証

法
的
観
点
で
は
深
刻
な
誤
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
確
実
に
気
づ
い
て
い
た
。
実
際
、
精
神
は
い
か
に
し
て
自
ら
の
運
動
を
追
跡
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
も
し
空
間
が
没
交
渉
な
も
の
、
純
粋
な
外
部
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
空
間
の

な
か
に
諸
次
元
の
区
別
〔
時
間
の
三
次
元
〕
と
そ
れ
ら
の
統
一
を
認
め
る
の
か
。
こ
の
統
一
と
こ
の
区
別
と
を
空
間
の
な
か
に
導
入
す

る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
は
わ
れ
わ
れ
で
あ
り
、
時
間
で
あ
る
。
純
粋
な
多
数
性
の
没
交
渉
〔indifférence

〕
に
対
し
て
、
今
や
、
差
異
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化
作
用
〔différenciation

〕
に
お
い
て
、
差
異
化
作
用
に
よ
っ
て
、
時
間
の
弁
証
法
的
運
動
が
構
成
さ
れ
る
（
100
）。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　

 

空
間
は
直
接
的
で
定
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

量
で
あ
り
、
直
接
に
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
概
念
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
諸
契
機

が
没
交
渉
で
分
離
し
て
い
る
境
位
に
あ
る
概
念
で
あ
る
。
区
別
は
空
間
か
ら
出
来
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
空
間
は
そ
の
よ
う
に

没
交
渉
［
等
価
］
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
自
立
し
て
〔für sich

〕
自
ら
の
不
安
定
全
体
〔ganzen U

nruhe

〕
の
な
か
に
あ
り
、

も
は
や
麻
痺
し
て
は
い
な
い
（
101
）。
空
間
は
私
念

0

0　
　

わ
れ
わ
れ
は
空
間
が
そ
こ
に
帰
す
る
の
を
見
た　
　

の
自
己
で
あ
る
。
こ

の
純
粋
な
量
は
純
粋
に
自
立
し
て
定0

在
す
る
区
別
と
し
て
抽
象
的
な
無
限
者
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
否
定
的
な
も
の
、
す

な
わ
ち
時
間

0

0

で
あ
る
。

　
　

 　

対
立
が
没
交
渉
性
を
失
っ
て
い
る
の
で
、
時
間
は
直
接
に
は
存
在

0

0

し
な
い
定
在
す
る
存
在
で
あ
り
、
同
様
に
ま
た
直
接
に
存
在

0

0

す
る

0

0

定
在
す
る
非
存
在
で
あ
る
。
時
間
は
定
在
す
る
純
粋
な
矛
盾
で
あ
る
。
矛
盾
は
自
ら
を
止
揚
し
、
ま
さ
に
こ
の
永
続
す
る
自

己
止
揚
の
定
在

0

0

で
あ
る
（
102
）。
時
間
の
諸
契
機
と
は
ま
さ
し
く
、
空
間
の
諸
契
機
と
し
て
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
抽
象
化
さ
れ
た
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の0

で
あ
る
。
後
者
〔
空
間
の
諸
契
機
〕
が
諸
次
元
と
し
て
〔
時
間
の
諸
契
機
〕
よ
り
実
在
的
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ

没
交
渉
な
存
立
の
形
式
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　

 　

時
間
に
お
け
る
否
定
的
な
も
の
の
展
開
は
た
し
か
に
時
間
の
諸
次
元
を
表
出
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
諸
次
元
は
こ
の
異
な
る

位
置
を
も
た
ず
、
直
接
に
そ
れ
ら
自
身
の
自
己
止
揚
で
あ
る
。
空
間
一
般
が
自
ら
の
諸
契
機
の
実
体
で
あ
る
よ
う
に
、
時
間
も
同

様
〔
自
ら
の
諸
契
機
の
実
体
〕
で
あ
る
（
103
）。

　
　

 　

よ
り
詳
細
に
考
察
す
れ
ば
、（
α
）
空
間
の
一
は
本
来
的
に
は
時
間
の
一0

〔E
ins

〕
と
し
て
（
104
）〔
時
間
に
〕
属
し
て
い
る
。
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空
間
に
と
っ
て
そ
の
一
は
空
間
の
単
な
る
彼
岸
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
時
間
に
は
内
在
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
一
は
自
分
自
身
と
の
自
己
関
係
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
排
他
的
な
、
す
な
わ
ち
他
者

0

0

を
否
定
す
る
、
自
己
同
等
な
存
在
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
は
そ
の
概
念
に
お
い
て
絶
対
的
に
否
定
作
用
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
に
お
い
て
否
定
す
る
こ
と

で
あ
る
。
一
は
一
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
他
者

0

0

で
あ
る
。
こ
の
一
は
存
在
す
る

0

0

0

0

。
そ
れ
は
直
接
的
に

0

0

0

0

在
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
の
自

己
同
等
性
は
ま
さ
し
く
直
接
性

0

0

0

で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
一
と
は
現
在

0

0

で
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
ま
さ
し
く
自
分

か
ら
排
除
す
る
。「
今
」
は
ま
っ
た
く
単
純
で
あ
る
。（
β
）
し
か
し
〔「
今
」
の
〕
こ
の
単
純
性

0

0

0

と
そ
の
存
在

0

0

は
、
同
様
に
、
そ

の
直
接
性
を
直
接
的
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
自
己
止
揚
で
あ
る
。「
今
」
は
限
界
で
あ
る
が
、
限
界
で
あ
る
こ

と
を
自
ら
止
揚
す
る
限
界
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
他
者
で
あ
る
限
界
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
今
」
は
絶
対
的
に
自
ら
を
区
別

す
る
も
の
と
し
て
こ
の
他
者
を
止
揚
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
今
」
は
純
粋
な
同
等
性
で
あ
る
か
ら
だ
。「
今
」
は
存
在
す
る

0

0

0

0

。
こ
れ

は
時
間
の
直
接
的
な
規
定
で
あ
り
、
時
間
の
最
初
の
次
元
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
時
間
〔「
今
」〕
に

対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
時
間
の
存
在

0

0

の
非
存
在

0

0

0

を
取
り
上
げ
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
時
間
を
こ
の
非
存
在
が

止
揚
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
将
来

0

0

を
措
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
今
」
を
否
定
す
る
作
用
で

あ
る
ひ
と
つ
の
他
者
で
あ
り
、〔
時
間
の
〕
第
二
の
次
元
で
あ
る
。　
　

将
来
は
存
在
す
る

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
将
来
を
あ0

る
何
も
の
か

0

0

0

0

0

と
し
て
表
象
し

0

0

0

〔
前
に
立
て
〕（
105
）、
現
在
の
存
在

0

0

を
自
ら
そ
れ
へ
と
移
転
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
単
な
る
否

定
的
な
何
も
の
か
と
し
て
表
象
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
将
来
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
存
在
は
将
来
の
外
に
属
し
て
お

り
、
そ
の
存
在
は
ひ
と
つ
の
表
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。　
　

将
来
の
本
当
の
存
在
は
「
今
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
肯
定
的
な

も
の
つ
ま
り
「
今
」
が
、
自
ら
の
存
在

0

0

を
直
接
に
止
揚
す
る
、
と
い
う
こ
の
こ
と
で
あ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
否
定
的
な
も

の
〔
将
来
〕
は
、
自
ら
の
非
存
在
を
直
接
に
否
定
し
、
そ
う
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
空
間
の
限
界
と
し
て
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の
面
そ
れ
自
身
が
空
間
的
で
あ
る
よ
う
に
、
否
定
的
な
も
の
そ
れ
自
身
は
「
今
」
で
あ
る
。　
　

し
た
が
っ
て
将
来
は
直
接
に
現

在
の
な
か
に
在
る
。
な
ぜ
な
ら
将
来
は
現
在
の
な
か
の
否
定
的
な
も
の
の
契
機
で
あ
る
か
ら
だ
。「
今
」は
消
失
す
る
存
在
で
あ
り
、

同
程
度
に
、
自
分
固
有
の
反
対
物
つ
ま
り
存
在
へ
と
直
接
に
転
換
し
た
非
存
在
で
あ
る
。
こ
の
直
接
性
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
区

別
の
存
在
は
そ
れ
ら
の
外
に
属
す
る
。

　
　

 　
（
γ
）
将
来
は
、「
今
」　　

存
在
の
存
在
す
る

0

0

0

0

止
揚　
　

に
対
し
て
、〔
存
在
の
〕
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

止
揚
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ

の
非
存
在

0

0

0

は
自
ら
を
直
接
に
止
揚
し
、そ
う
し
て
た
し
か
に
そ
れ
自
身
存
在
し
、「
今
」で
あ
る
が
、し
か
し
そ
れ
の
概
念
と
な
る
と
、

そ
れ
は
本
来
的
で
直
接
的
な
「
今
」
の
概
念
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〔
概
念
と
し
て
の
〕
非
存
在
は
、
直
接
的
な
も
の
を

否
定
す
る
「
今
」
を
止
揚
し
た
「
今
」
で
あ
る
。
こ
の
次
元
は
、
他
の
諸
次
元
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
過
去

0

0

で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
過
去
を
他
の
諸
次
元
〔
現
在
と
将
来
〕
の
外
に
保
持
し
て
い
る
。
し
か
し
［
過
去
は
］
否
定
す
る
「
今
」
に
対
し
て
否
定

的
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
将
来
を
過
去
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
と
の
関
係
の
な
か
で
自
ら
を

止
揚
し
た
り
す
る
た
め
、
そ
う
し
た
直
接
性

0

0

0

の
ゆ
え
に
［
過
去
は
］
そ
れ
自
身
「
今
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
今
」
の
不
可
分
性

の
た
め
に
、
三
者
〔
将
来
、
現
在
、
過
去
〕
は
す
べ
て
同
一
の
「
今
」（
106
）
で
あ
る
。（
107
）

　

た
っ
た
今
引
用
し
た
『
イ
エ
ー
ナ
実
在
哲
学
〔Jenenser Realphilosophie

〕』〔『
草
稿
（
三
）
自
然
哲
学　

下
巻
』〕
の
テ
ク
ス

ト
な
ら
び
に
上
で
分
析
し
た
（
108
）『
イ
エ
ー
ナ
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
』〔『
草
稿
（
二
）
自
然
哲
学　

上
巻
』〕
の
テ
ク
ス

ト
が
提
示
し
て
い
る
一
致
と
差
異
に
つ
い
て
、
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
最
近
の
テ
ク
ス
ト
〔『
実
在
哲
学
』〕
が
ど
れ
ほ
ど

よ
り
秩
序
づ
け
ら
れ
、
よ
り
体
系
化
さ
れ
、
よ
り
「
弁
証
法
的
」
で
あ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
見
え
る
か
は
、
す
で
に
述
べ
て
い

た
（
109
）。〔
ま
ず
、〕
初
期
の
専
門
用
語
は
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。「
現
在
」
と
「
今
」
の
区
別
は　
　

か
な
り
重
要
で
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あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず　
　

一
時
的
に
放
棄
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
そ
の
区
別
を
す
べ
て
の
場
合
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
今
」
を
「
現
在
」
に
対
立
さ
せ
、「
か
つ
て
」
を
「
過
去
」
に
対
立
さ
せ
た
よ
う

に
、「
将
来
」（Zukunft

）
に
対
立
さ
せ
る
た
め
の
第
二
の
用
語
を
作
り
出
さ
な
か
っ
た
。
同
様
に
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
分
析
が
こ
れ
以
降
に
対
象
と
す
る
の
は
、
諸
行
為
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
れ
ら
の
相
関
関
係

0

0

0

0

〔correlata

〕、
そ
れ
ら
の
内
在
的

な
諸
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
加
え
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
は
い
わ
ば
実
験
的
な
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
分
析
は
否
定

の
作
用
を　
　
「
今
」
と
時
間
に
適
用
さ
れ
た
、「
否
」
の
弁
証
法
を　
　

一
歩
一
歩
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
最
後
に
、「
今
」
の
直
接
性

0

0

0

〔
無

媒
介
性
〕と
い
う
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
こ
う
。「
今
」は
在
る

0

0

。
本
質
的
に
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
今
」　　

現
在
の
瞬
間　
　

に
そ
の
存
在
論
的
な
優
位
が
与
え
ら
れ
、
他
方
で
、
瞬
間
の
弁
証
法
が
無
限
の
弁
証
法
の
必
然
的
な
反
対

項
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。「
今
」
は
直
接
に
在
り
、
ま
さ
し
く
こ
の
直
接
性
に
も
と
づ
い
て
将
来
と
過
去
が
構
成
さ
れ

る
。
点
を
通
る
線
が
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
ま
ず
将
来
が
、「
次
い
で
」
過
去
が
、「
今
」
か
ら
脱
け
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い

し　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
過
去
に
対
す
る
将
来
の
優
位
と
い
う
自
身
の
学
説
に
忠
実
な
ま
ま
で
あ
る　
　

、
ま
た
、「
今
」
を
伸
ば
し
拡
げ

て
そ
こ
に
自
分
た
ち
〔
将
来
と
過
去
〕
を
伸
ば
し
拡
げ
る
わ
け
で
も
な
い
。
将
来　
　

や
が
て
在
る

0

0

0

0

0

と
こ
ろ
の
も
の　
　

は
在
る

0

0

と
こ

ろ
の
「
今
」
か
ら
ま
さ
に
自
ら
の
存
在
を
引
き
出
し
、け
れ
ど
も
そ
う
し
な
が
ら
将
来
は
「
今
」
を
否
定
し
「
今
」
に
と
っ
て
代
わ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
自
ら
否
認
す
る
。
そ
し
て
今
や
、
も
し
「
今
」
の
存
在
を
将
来
に
授
け
あ
る
い
は
変
容
さ
せ
て
い
る
の
が

ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
だ
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
す
る
の
は
た
だ
「
今
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、

ま
さ
し
く
「
今
」
の
否
定
作
用
そ
の
も
の
が
、「
今
」
を
否
定
し
、
そ
う
し
て
「
今
」
の
存
在
を
否
定
し
な
が
ら
、
自
ら
を
将
来
へ
と
、

自
ら
に
対
立
し
て
い
る
将
来
へ
と
投
じ
て
い
る
。
か
く
し
て
「
今
」
の
否
定
作
用
は
自
分
自
身
に
対
立
す
る
。
同
様
に
、
自
ら
を　
　

将
来
と
し
て　
　

否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
将
来
は
「
今
」
と
な
り
実
存
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
将
来
は
自
ら
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が
廃
棄
す
る
現
在
を
完
成
す
る
。
将
来
〔avenir

〕
は
ま
た
自
分
自
身
を
も
完
成
し
、
あ
ら
た
め
て
未
来
〔future

〕
と
過
去
に
、
す

な
わ
ち
以
前
そ
う
で
あ
っ
た
が
も
は
や
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
、
や
が
て
そ
う
で
あ
る
が
ま
だ
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
に
、
対
立
す
る
。

と
こ
ろ
が
、「
今
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
過
去
そ
れ
自
身
は
「
今
」
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
「
今
」、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
つ

て
「
現
在
」
と
名
づ
け
て
い
た
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
　

 　

過
去
は
完
成
さ
れ
た
時
間
で
あ
り
、
一
方
で
そ
れ
は
過
去
と
し
て
、
す
な
わ
ち
次
元
と
し
て
、
純
粋
な
結
果
で
あ
り
、
あ
る

い
は
時
間
の
真
理
で
あ
る
（
110
）。　
　

し
か
し
も
う
一
方
で
、
過
去
は
総
体
と
し
て
の
時
間
で
あ
る
。
過
去
そ
れ
自
身
は
単
な
る

次
元
で
あ
り
、
直
接
に
自
ら
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
た
否
定
作
用
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
過
去
は
「
今0

」
で
あ
る
。「
今
」

と
は
単
に
こ
う
し
た
諸
次
元
の
統
一
に
す
ぎ
な
い
。
現
在
は
将
来
お
よ
び
過
去
よ
り
多
く
も
少
な
く
も
な
い
。
絶
対
的
に
現
在
的

あ
る
い
は
永
遠
で
あ
る
も
の
は
、
現
在
、
将
来
、
過
去
の
統
一
と
し
て
の
、
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

 　

時
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
絶
対
者
の
観
点
で
は
抹
消
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
と
き
、
時
間
は
一
方
で
、
過
ぎ
去
り
や
す
さ

や
そ
の
否
定
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
非
難
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
否
定
性
は
絶
対
的
概
念
そ
の
も
の
で
あ
り
、
無
限
な
も
の
で

あ
り
、
対
自
存
在
の
純
粋
な
自
己
で
あ
る
（
111
）。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
空
間
が
純
粋
な
即
自
存
在
で
あ
り
、
対
象
的
に
措
定
さ
れ

て
い
る
の
と
、
同
様
で
あ
る
。　
　

時
間
〔
と
い
う
否
定
性
〕
は
、
こ
の
こ
と
の
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
な
か
で
最
高
の

威
力
〔die höchste M

acht

〕
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
観
察
す
る
真
の
方
法
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
者
を
そ

れ
自
身
の
時
間
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
の
概
念
に
お
い
て
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
た
だ
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消
失
し
て
ゆ
く
契
機
と
し
て
在
る
に
す
ぎ
な
い
。　
　

し
か
し
他
方
で
、
時
間
の
な
か
で
は
実
在
的
な
も
の
の
諸
契
機
は
分
散
し

て
ゆ
く
と
い
う
理
由
で
、
す
な
わ
ち
ひ
と
つ
は
今0

在
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
〔
か
つ
て
〕
在
っ
た

0

0

0

し
、
ま
た
別
の
も
の
は
〔
や
が
て
〕

在
る
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

、
と
い
う
理
由
で
［
時
間
は
非
難
さ
れ
て
い
る
］。［
し
か
し
］
実
際
に
は
、
三
項
は
、
そ
れ
ら
が
分
離
さ
れ
て
い
る

の
と
同
程
度
に
、
直
接
に
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

統
一
の
な
か
に
在
る
。　
　

け
れ
ど
も
、
こ
の
分
散
状
態
は
時
間
と
し
て
の
時
間
に
属
す

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
に
お
い
て
在
る
空
間
〔Raum

, der an ihr ist

〕
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
時
間
と
は
、
諸

契
機
を
こ
の
よ
う
に
没
交
渉
的
に
分
散
さ
せ
て
お
く
働
き
〔gleichgültige A

useinanderstellen; séparation indifférente

〕

で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
く
純
粋
に
対
立
し
て
い
る
も
の
を
直
接
的
な
統
一
に
お
い
て
保
有
し
て
お
く

と
い
う
、
ま
っ
た
く
の
矛
盾
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
　

 　

こ
の
直
接
性
の
な
か
で
諸
契
機
は
融
け
合
っ
て
い
る
が
、〔
時
間
の
〕
そ
う
し
た
特
徴
は
先
ほ
ど
喚
起
し
た
通
り
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ら
諸
契
機
の
諸
次
元
を
区
別
す
る
操
作
が
そ
れ
ら
諸
次
元
の
外
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
次

元
が
異
な
っ
て
置
か
れ
る
の
は
空
間
の
な
か
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

が
そ
の
空
間
で
あ
る
。　
　

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
時
間

0

0

で
あ
る

の
と
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
空
間
の
否
定
を
運
動
さ
せ
る

0

0

0

0

0

時
間
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
契
機
は
諸
次
元

0

0

0

と
し
て
異
な
っ

て
据
え
置
か
れ
る
。

　
　

 　

時
間
は
自
ら
の
総
体
そ
れ
自
身

0

0

0

0

0

0

と
し
て
過
去

0

0

に
お
い
て
滅
び

0

0

去
る
。
あ
る
い
は
こ
の
次
元
は
時
間
の
言
表
さ
れ
た
止
揚
〔das 

ausgesprochene A
ufheben

〕
で
あ
る
（
112
）。
こ
れ
が
時
間
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
の
在
り
処
は
、〔
時
間
の
〕
諸

契
機
の
自
己
止
揚
の
直
接
性
の
な
か
、
す
な
わ
ち
諸
契
機
の
非
存
立
の
直
接
性
の
な
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
と
は
こ
の
区
別

化
に
す
ぎ
な
い
。
時
間
は
、
時
間
の
諸
区
別
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
存
在

0

0

0

0

0

〔
定
在
〕
し
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
区
別
は

自
己
止
揚
と
い
う
こ
の
直
接
性
の
な
か
に
は
存
在
し
な
い
。
時
間
は
純
粋
な
媒
介
作
用
で
あ
り
、
む
し
ろ
直
接
性
の
な
か
へ
と
崩
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れ
落
ち
る
。
空
間
が
時
間
を
自
ら
の
結
果
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、時
間
は
空
間
を
自
ら
の
結
果
と
し
て
も
っ
て
い
る
。

　
　

 　

時
間
が
そ
の
な
か
へ
と
帰
っ
て
い
る
こ
の
直
接
性
は
、
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
か
ら
始
め
た
と
こ
ろ
の
、
最
初
の
直
接
性

と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
直
接
性
は
同
様
に
絶
対
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　
　

こ
の
直
接
性
が
よ

う
や
く
両
者
〔
空
間
と
時
間
〕
の
実
体

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
存
立
で
あ
る
統
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う

な
実
体
と
し
て
は
措
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
両
者
の
契
機
は
各
々
の
契
機
の
外
側
に
、
他
者
の
な
か
に
属
し
て
い
た
。
実
体
と
は
持0

続0

で
あ
る
。
こ
の
持
続
に
お
い
て
は
じ
め
て
時
間
と
空
間
は
存
在
す
る
。（
113
）

　

以
上
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
質
〔lʼessence

〕
と
現
実
存
在
〔lʼexistence

〕
の
、
永
遠
と
時
間
の
、
必
然
的
な
統

合
な
ら
び
に
弁
証
法
的
同
一
性
を
措
定
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
い
う
建
造
物
全
体
の
基
礎
を
、「
論

理
と
歴
史
の
同
一
性
」
の
基
礎
を
、
結
果
的
に
論
理
と
歴
史
哲
学
と
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
叙
述
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
長
々
と

注
釈
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
上
で
引
用
し
た
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
テ
ク
ス
ト
に
、
こ
れ
ら
講

義
草
稿
が
投
げ
か
け
る
光
に
つ
い
て
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
豊
富
な
こ
れ
ら
分
析
と
叙
述
の
代
わ
り
に
、
わ
れ
わ
れ
は
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
な
か
に
事
実

上
、
何
を
見
出
す
の
か
。
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
。
一
方
に
ク
ロ
ノ
ス
に
つ
い
て
の
言
葉
、
他
方
に
永
遠
と
時
間
を
分
離
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
言
葉
が
見
つ
か
る
だ
け
で
あ
る
。
過
去
に
対
す
る
将
来
の
優
勢
と
い
う
あ
れ
ほ
ど
興
味
深
い
学
説
全
体
は
整
然
と
秩
序
づ
け

0

0

0

0

ら
れ

0

0

、
時
間
の
諸
契
機
あ
る
い
は
諸
次
元　
　
「
今
」、
将
来
、
過
去　
　

は
均
等
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
公
表
し
た
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
彼
の
思
考
の
現
実
的
な
歩
み
に
つ
い
て
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が
ど

れ
ほ
ど
少
な
い
か
、
ま
た
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
彼
の
テ
ク
ス
ト
〔textes exotériques

〕
が
根
底
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
秘
教
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的〔ésotériques

〕で
秘
密
め
い
て
い
る
か
、こ
う
し
た
こ
と
を
思
う
と
眩
暈
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、『
エ
ン
ツ
ュ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
諸
々
の
秘
教
的
文
言
を
携
え
つ
つ
そ
れ
ら
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
、
秘
密
の
仕
事
を
思
う
と
き
、
賛
嘆
の
念
を
抱

か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

さ
て
、
も
う
一
度
時
間
へ
帰
ろ
う
。「
不
動
な
永
遠
の
動
的
像
」
で
も
、
同
質
の
媒
体
で
も
、
運
動
の
数
で
も
な
い
、
あ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
的
時
間
へ
と
。
自
分
自
身
を
否
認
す
る
こ
の
時
間
は
、
過
去
へ
落
着
す
る
前
に
将
来
へ
身
を
投
じ
る
。
す
べ
て
を
破
壊
す
る
こ
の
ク

ロ
ノ
ス
は
、
本
質
的
に
、
存
続
と
維
持
に
対
立
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
本
質
的
に
創
造
の
原
理
、
新
し
い
も
の
の
原
理
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
時
間
は
、
そ
れ
が
精
神
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
唯
一
そ
れ
だ
け
が
永
遠
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
本
質
的
に
現
在

で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
唯
一
そ
れ
だ
け
が
実レ

エ

ル
在
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
弁
証
法
的
で
、
劇
的
で
、
張
っ
て
い
る
現
在
で
あ
り
、
過
去
に

勝
利
し
た
現
在
、
過
去
を
組
み
込
ん
で
現
在

0

0

に
す
る
現
在
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
時
間
は
数
式
の
時
間
で
も
時
計
の
時
間
で
も

な
い
。
こ
の
時
間
は
歴
史
的
な
時
間
で
あ
り
、
本
質
的
に
人
間
的
な
時
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ

れ
の
現
在
を
否
定
し
て
過
去
に
し
、
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
を
将
来
へ
と
投
企
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し

て
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

こ
そ
が
、
自
身
の
記
憶
の
な
か
で
、
こ
の
死
し
た
過
去
、
完
成
さ
れ
た
過
去
を
取
り
戻
し
、
再
び
活
性
化
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

の
う
ち
で
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

の
生
に
お
い
て
こ
そ
、
精
神
の
現
在

0

0

が
実
現
す
る
。
時
間
の
弁
証
法
と
は
人
間
の
弁
証
法

で
あ
る
。
歴
史
の
弁
証
法
が
、
否
、
歴
史
そ
の
も
の
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
人
間
が
本
質
的
に
弁
証
法
的
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
本
質
的
に
否
定
す
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
が
自
ら
の
「
今
」
に　
　

あ
る
い
は
自
分
自
身
に　
　

否0

を
言
う
か
ら
こ
そ
、
人
間

は
将
来
を
も
つ
。
人
間
が
自
ら
を
否
定
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
過
去
を
も
つ
。
人
間
が
時
間
〔tem

ps

〕
で
あ
る　
　

だ
け
で
な
く
、

ほ
ん
の
一
時
の
も
の
〔tem

porel

〕
で
あ
る　
　

か
ら
こ
そ
、
人
間
は
ま
た
現
在

0

0

を
も
つ
。
過
去
に
勝
利
し
た
現
在
を
。

　

過
去
に
勝
利
し
た
現
在
。
そ
れ
は
過
去
を
組
み
入
れ
る
が
、
し
か
し
抹
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
過
去
、
時
間
の
死
、
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過
ぎ
去
っ
た
時
間
は
、
精
神
的
持
続
の
各
瞬
間
を
停
止
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
基
盤
を
な
す
に
ち
が
い
な
い
が
、
精
神
に
よ
っ
て
乗
り
越
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
も
っ
と
後
に
言
う
よ
う
に
、「
精
神
は
死
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な

い
、
死
を
支
配
し
、
自
己
の
う
ち
に
携
え
て
い
る
も
の
こ
そ
、
本
物
の
精
神
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
114
）。
現
在
の
瞬
間　
　

現
在
の

全
瞬
間　
　

、
将
来
へ
張
っ
て
い
る
「
今
」、
過
去
を
組
み
込
む
「
今
」
は
、
す
で
に
永
遠
の
瞬
間
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
今0

〔nunc

〕

は
永
遠
の
今

0

0

0

0

〔nunc aeternitatis

〕
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
永
遠
と
は
時
間
そ
の
も
の
で
あ
り
、精
神
の
永
遠
な
る
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
た
し
か
に
時
間
は
精
神
の
実
存
す
る
弁
証
法
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
精
神
の
実
存
的
な
弁
証
法
で
あ
る
が
、
空
間
が
自
然

か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
の
と
同
様
、
時
間
は
空
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
間
と
空
間
は
ま
さ
し
く
両
者
の　
　

等
し
く
弁
証
法
的
な　
　

統
合
に
お
い
て
互
い
を
実
現
す
る
。
時
間
と
空
間
は
持
続

0

0

と
場0

に
お
い
て
の
み
実
在
的
に
実
存
し
〔exister 

réellem
ent

〕、
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
非
空
間
的
な
時
間
が
存
在
し
な
い
と
同
程
度
に
非
時
間
的
な
空
間
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
と
同
様
に
、
精
神
化
さ
れ
て
い
な
い
自
然
も
存
在
せ
ず
、
自
然
化
さ
れ
て
い
な
い
精
神
も
存
在
し
な
い
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
驚

く
べ
き
定
式
で
語
っ
て
い
る
通
り
、
も
し
精
神
が
「
自
ら
を
見
つ
け
る
も
の
」
で
あ
り
、
自
ら
を
見
つ
け
自
ら
を
再
発
見
す
る
た
め
に

実
存
す
る
、
つ
ま
り
自
ら
を
再
発
見
す
る
と
い
う
こ
の
行
為
に
お
い
て
の
み
、
か
つ
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
、
実
存
す
る
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
精
神
は
あ
ら
か
じ
め
同
時
に
自
ら
を
四
散
さ
せ
、
自
ら
を
失
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
時

間
が
実レ

エ

ル
在
の
現
在
の
な
か
に
死
ん
だ
過
去
を
見
出
し
、
そ
の
過
去
に
生
を
吹
き
込
む
と
す
れ
ば
、
同
様
に
、
時
間
は
そ
れ
自
身
に
お
い

て
つ
ね
に
、
ま
さ
に
過
去
へ
と
落
着
し
、
こ
と
切
れ
、
死
な
ん
と
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
す
で
に
そ
う
し
て
い
た

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

か
く
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
的
理
解
に
お
い
て
は
、
瞬
間
の
弁
証
法
的
本
性
が
〈
時
間
〉
と
〈
永
遠
〉
の
接
触
と
相
互
浸
透
を
確

証
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
が
結
局
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
努
力
の
挫
折
を
説
明
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
時
間
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が
弁
証
法
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
も
し
時
間
が
将
来
を
起
点
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

構
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
時
間
は　
　

そ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ

ル
が
何
を
言
っ
て
い
よ
う
と　
　

永
遠
に
完
結
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
在
そ
の
も
の
は　
　

そ
れ
は
す
で
に
将
来

に
属
し
て
い
る
が　
　

把
握
さ
れ
う
る
何
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
精
神
は
、
実
際
、
過
去
を
現
在
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
、
精
神
が
そ
れ
を
で
き
る
の
は
唯
一
、
将
来
の
助
け
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
時
間
の
弁
証
法
的
性
格
だ
け
が
歴
史
の
哲
学
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
弁
証
法
の
時
間
的
性
格
が
そ
れ
を

不
可
能
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
の
哲
学
は
、
そ
れ
を
望
も
う
と
望
む
ま
い
と
、
時
間
の
停
止
で
あ
る
か
ら
だ
。
人
は
将
来
を
予
知
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁
証
法
が
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
弁
証
法
は
、
否
定
作
用
に
そ
な
わ

る
創
造
的
な
機
能
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
自
由
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
だ
。
総
合
は
予
知
不
可
能
で
あ
る
。
人
は
総
合
を
構

築
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
歴
史
の
哲
学
は　
　

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
、「
体

系
」
は　
　

歴
史
が
終
わ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
は
や
将
来
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
、
時
間
が
停
止
し
た
と
き

に
の
み
。（
115
）

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
、「
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想
」
に
つ
い
て
はPhB

再
編
集
版
の
頁
数
を
、
そ

の
他
の
も
の
つ
い
て
は
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
（G. W

. F. H
egel, W

erke in zw
anzig Bänden, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 
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1969
－1971

）
の
頁
数
を
付
記
し
た
。
な
お
、W

の
後
の
数
字
は
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
の
巻
数
で
あ
る
。）

（
1)  
ヘ
ー
ゲ
ル
は
と
り
わ
け
諸
外
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
根
拠
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
主
張
を
文
字
通
り
に

と
っ
て
、
も
し
そ
れ
が
大
げ
さ
だ
と
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
が
ド
イ
ツ
の
外
で
、
と
く
に
イ
ギ
リ

ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
で
、
ド
イ
ツ
本
国
よ
り
も
は
る
か
に
深
く
、
は
る
か
に
長
く
続
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。Cf. Les A

ctes du prem
ier Congrès H

egel (V
erhandlungen des ersten H

egelkongresses), La H
aye, 1930; 

T
übingen, 1931.

（
2)  Cf. A

lexandre K
oyré, « N

ote sur la langue et la term
inologie hégéliennes », in É

tudes dʼhistoire de la pensée 
philosophique, Paris: Gallim

ard, 1971.

〔「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
小
原
拓
磨
訳
、『
知
の
ト

ポ
ス
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
九
年
、
八
三　

一
五
三
頁
。〕

（
3)  

ま
さ
し
く
こ
れ
が
理
由
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
は
非
常
に
し
ば
し
ば
何
か
完
全
に
人
為
的
な
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
そ

も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
は
と
き
お
り
実
際
に
そ
う
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
れ
が
理
由
で
、
同
様
に
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法

の
模
倣
は　
　

お
そ
ら
く
マ
ル
ク
ス
と
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
の
も
の
を
除
い
て　
　

ま
っ
た
く
無
価
値
で
あ
る
。

（
4)  

こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
導
入
し
た
Ｊ
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
著
書
名
で
あ
る
（Jam

es H
utchison Stirling, T

he 
Secret of H

egel, 1865

）。

（
5)  

な
か
で
も
Ｎ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
が
そ
う
し
た
意
見
を
述
べ
た
（N

icolai H
artm

ann, D
ie Philosophie des deutschen 

Idealism
us —

 (2) H
egel, Berlin: de Gruyter, 1929, S. 13sq.

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
論
』
長
屋
喜
一
ほ
か
訳
、
同
文

館
、
一
九
三
四
年
、
二
九　

三
二
頁
。［
訳
注
］
本
著
作
の
原
書
は
全
二
巻
で
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
第
一
巻
の
邦
訳
は
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比
較
的
新
し
い
も
の
が
手
に
入
る
が
（『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学　
　

フ
ィ
ヒ
テ
、シ
ェ
リ
ン
グ
、ロ
マ
ン
主
義
』
村
岡
晋
一
監
訳
、

瀬
嶋
貞
徳
・
吉
田
達
・
平
田
裕
之
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
コ
イ
レ
が
言
及
し
て
い
る
第
二
巻
の
方
の
邦
訳
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
、（
か
な
り
以
前
に
）
三
分
冊
で
出
版
さ
れ
た
も
の
が
入
手
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
上
記
の
も
の
（
原
書
第
一
章
「H

egels 
Begriff der Philosophie

」、第
二
章「D

ie Phänom
enologie des Geistes

」を
訳
出
）、そ
れ
か
ら『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
』（
長

屋
喜
一
ほ
か
訳
、
同
文
館
、
一
九
三
四
年
、
原
書
第
三
章
「D

ie W
issenschaft der Logik

」
を
訳
出
）、
最
後
に
『
ヘ
ー
ゲ

ル
の
思
想
体
系
』（
長
屋
喜
一
ほ
か
訳
、
同
文
館
、
一
九
三
四
年
、
原
書
第
四
章
「D

as System
 auf Grund der Logik

」
を

訳
出
）。〕; « H

egel et la dialectique du réel », trad. M
. R.-L. K

lee, R
evue de M

étaphysique et de M
orale, Paris: 

A
rm

and Colin, 1931, pp. 285–316

）。

（
6)  

こ
れ
は
Ｈ
・
ラ
イ
ゼ
ガ
ン
グ
の
見
解
だ
（H

ans Leisegang, D
enkform

en, Berlin: de Gruyter, 1928, p. 152sq.

）。
わ
れ

わ
れ
は
ラ
イ
ゼ
ガ
ン
グ
氏
に
全
面
的
に
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
け
れ
ど
も
彼
の
良
い
と
こ
ろ
は
、『
イ
エ
ー
ナ
論
理

学
、形
而
上
学
、自
然
哲
学
』の
諸
テ
ク
ス
ト
へ
注
意
を
引
き
、そ
の
逐
語
的
解
釈
の
提
示
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
し
Ｔ
ｈ
・

ヘ
リ
ン
グ
が
言
う
よ
う
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
者
の
誰
一
人
と
し
て
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
い
と
い
う
こ
と
は
公
然
の
秘
密
で
あ
る
」（T

heodor H
aering, H

egel, sein W
ollen und sein W

erk, Bd. I, 
Leipzig: Scientia, 1929, V

orrede

）と
い
う
こ
と
が
本
当
だ
と
し
た
ら
、ラ
イ
ゼ
ガ
ン
グ
氏
の
解
釈
は
か
な
り
有
意
義
で
あ
る
。

（
7)  

相
当
数
の
同
時
代
人
と
く
に
シ
ェ
リ
ン
グ
と
は
反
対
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
神
童
め
い
た
と
こ
ろ
は
少
し
も
な
か
っ
た
。
彼
の
成

長
は
遅
く
、
世
に
出
た
と
き
彼
は
す
で
に
成
熟
し
て
い
た
。
彼
が
教
鞭
を
執
り
公
表
し
始
め
た
の
は
、
彼
が
三
十
歳
の
と
き

だ
っ
た
。

（
8)  

公
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
だ
単
な
る
新
人
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
お
こ
う
。
彼
は
単
な
る
私
講
師

0

0

0

〔privat-
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docent

〕
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
英
雄
め
い
た
と
こ
ろ
は
少
し
も
な
い
。
神
話
〔［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は

こ
こ
に
次
の
二
語
が
追
記
さ
れ
て
い
る
：
ア
キ
レ
ウ
ス
、
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
〕
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、

安
全
で
あ
る
こ
と
、
よ
り
厳
密
に
は
不
死
身
で
あ
る
こ
と
が
、
英
雄
的
行
動
の
本
質
的
条
件
で
あ
る
。

（
9)  W

ilhelm
 D

ilthey, « Jugendgeschichte H
egels », A

bh. der K
gl. Preuss. A

c. der W
issenschaften, Berlin, 1905; 

W
erke, vol. IV

, Leipzig, 1921.

〔「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
」、『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集　

第
八
巻
：
近
代
ド
イ
ツ
精
神
史
研
究
』

西
村
皓
・
牧
野
英
二
編
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
。〕

（
10)  H

egel, H
egels theologische Jugendschriften, hrsg. von H

erm
an N

ohl, T
übingen: J.C.B. M

ohr, 1907.

〔『
ヘ
ー

ゲ
ル
初
期
神
学
論
集　

Ⅰ
・
Ⅱ
』（
全
二
巻
）、
Ｈ
・
ノ
ー
ル
編
、
久
野
昭
・
中
埜
肇
訳
、
以
文
社
、
一
九
七
三
年
（
Ⅰ
）、

一
九
七
四
年
（
Ⅱ
）。〕

（
11)  Jean W

ahl, M
alheur de la conscience dans la philosophie de H

egel, Paris, 1929. 

わ
れ
わ
れ
の
報
告
（R

evue 
philosophique, 1930

）
な
ら
び
に
Ｃ
・
エ
ス
テ
ー
ヴ
の
報
告
（N

ouvelle R
evue Française, n

o 206, 1930

）
を
参
照
さ
れ

た
い
〔［
訳
注
］
と
も
に
ヴ
ァ
ー
ル
の
同
書
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
〕。

（
12)  

そ
れ
は
例
え
ば
Ｈ
・
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
著
作
だ
（H

erm
ann Glockner, 

“Schw
ierigkeiten und V

oraussetzungen der 
H
egelschen Philosophie

”, 

“Entw
icklung und Schicksal der H

egelschen Philosophie

”, in H
egel, Säm

tliche 
W

erke, Bd. 21–22, Stuttgart: From
m
ann, 1929

）。

（
13)  『
初
期
神
学
論
集
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
前
は
Ｋ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
公
表
し
た
諸
断
片
か
ら
予
想
す
る
し
か
な
か
っ
た

が
、
公
刊
後
、
そ
れ
は
『
人
倫
の
体
系
（System

 der Sittlichkeit
）』
や
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
〔
国
制
論
〕（Zur K

ritik der 
V
erfassung D

eutschlands

）』（
こ
れ
ら
は
一
八
九
三
年
か
ら
す
で
に
Ｇ
・
モ
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
て
い
た
）
よ
り
も
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圧
倒
的
に
深
い
印
象
を
人
々
に
与
え
た
。
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
人
は
、
Ｆ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ

ク
で
あ
る
（Franz Rosenzw

eig, H
egel und der Staat, M

ünchen: O
ldenbourg, 1920

）。

（
14)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
で
は
こ
こ
に
脚
注
が
付
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
追
記
さ
れ
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
観

念
論
者
だ
っ
た
が
、
と
は
い
え
、
Ｅ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
氏
が
示
し
た
よ
う
に
（Eric W

eil, H
egel et lʼÉ

tat, Paris, 1950

）、
実
際

の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
研
究
者
た
ち　
　

第
一
に
Ｒ
・
ハ
イ
ム
（Rudolf H

aym
, H

egel und seine Zeit, 
Berlin: Gärtner, 1857

〔『「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
と
其
の
時
代
』
松
本
芳
景
訳
、
白
揚
社
、
一
九
三
二
年
〕）　　

が
認
識
し
て
い
た
国

家
と
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
た
。」

（
15)  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
偉
大
さ
は
、
実
際
、
青
年
時
代
の
「
ロ
マ
ン
主
義
」　　

彼
の
世
代
全
体
が
そ
う
だ
っ
た　
　

を
乗
り
越
え
る
た
め

の
思
考
努
力
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
概
念
把
握
の
努
力
（A

nstrengung des Begriffs

）
で
あ
る
。
当
時
に
お

い
て
神
秘
性
や
宗
教
性
か
ら
最
も
遠
く
離
れ
た
哲
学
者
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
で
あ
る
。〔［
訳
注
］
単
行
本
版
追
記
：
そ

れ
ゆ
えT

heologische Jugendschriften
〔
初
期
神
学
論
集
〕
も
、
む
し
ろA

nti-theologische Jugendschriften

〔
初
期
反

神
学
論
集
〕
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。〕

（
16)  

実
際
、
哲
学
の
歴
史
（「
理
念
」
や
「
精
神
」
の
歴
史
で
は
な
く
）
に
と
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
よ
り
も
ま
ず
『
論
理
学
』
の
著

者
で
あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
先
行
す
る
も
の
す
べ
て　
　
『
精
神
現
象
学
』
で
さ
え　
　

の
価
値
は
『
論
理
学
』

と
の
関
連
で
価
値
を
も
つ
。『
初
期
神
学
論
集
』
に
つ
い
て
も
、
一
般
に
哲
学

0

0

の
歴
史
が
そ
れ
ら
に
関
心
を
示
す
の
は
た
だ
、『
論

理
学
』
な
ら
び
に
『
精
神
現
象
学
』
の
著
者
に
関
す
る
歴
史
的
資
料
と
し
て
の
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
そ
れ
は

と
く
に
伝
記
的
な
関
心
で
あ
る
。

（
17)  「
作
品
」
の
背
後
に
「
人
間
」
を
探
し
、「
作
品
」
を
「
人
間
」
か
ら
説
明
す
る
、「
人
間
資
料
」
の
探
求　
　

わ
れ
わ
れ
の
時
代
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の
悪
徳　
　

は
、
明
ら
か
に
退
廃
の
徴
候
で
あ
り
、「
作
品
」
に
対
す
る　
　

無
意
識
と
は
い
え　
　

深
い
軽
蔑
で
あ
る
。
た
し

か
に
デ
ィ
ル
タ
イ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
学
派
は
こ
れ
を
実
践
し
た
唯
一
の
者
た
ち
で
は
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
主
義
者
た
ち
は
単
に
、

哲
学
と
思
想
の
本
来
の
価
値
を
そ
の
よ
う
に
隠
匿
す
る
の
に
専
心
し
た
人
々
の
な
か
で
、
最
も
優
美
で
最
も
輝
か
し
か
っ
た
だ

け
で
あ
る
。
ま
る
で
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
「
作
品
」
が
「
人
間
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る
か
の
よ
う
に
！　

ま
る
で
ヘ
ー

ゲ
ル
が　
　

そ
の
作
品
の
外
で　
　

平
凡
な
関
心
を
も
た
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
！

（
18)  H

egel, Jenenser Logik, M
etaphysik und N

aturphilosophie, in Säm
tliche W

erke, Bd. 18, hrsg. von Georg 
Lasson, Leipzig: M

einer, 1925.

〔『
論
理
学
・
形
而
上
学　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
初
期
草
稿
（
一
）』
田
辺
振
太
郎
ほ
か
訳
、

未
来
社
、一
九
七
一
年
（
新
装
版
一
九
九
八
年
）; 『
自
然
哲
学　

上
巻　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
初
期
草
稿
（
二
）』
本
多
修
郎
訳
、

未
来
社
、
一
九
七
三
年
。〕

（
19)  H

egel, Jenenser R
ealphilosophie, V

orlesungsm
anuscripte von 1803/4 und 1805/6, in Säm

tliche W
erke, Bd. 

19–20, hrsg. von Johannes H
offm

eister, Leipzig: M
einer, 1932.

〔『
自
然
哲
学　

下
巻　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
初
期

草
稿
（
三
）』
本
多
修
郎
訳
、
未
来
社
、
一
九
八
四
年; 『
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想　

精
神
哲
学
草
稿　

Ⅰ
・
Ⅱ
』（
全
一
巻
）、
加
藤

尚
武
監
訳
、
座
小
田
豊
・
栗
原
隆
・
滝
口
清
栄
・
山
崎
純
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
。〕

（
20)  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
講
義
草
稿
』
は
彼
の
考
え
で
は
「
体
系
」
を
な
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
、
事
実
、
彼
は
そ
れ
を
公
表
す
る
つ

も
り
で
ず
っ
と
出
版
社
を
探
し
て
い
た　
　

そ
の
努
力
は
無
駄
に
終
わ
っ
た
が
。
な
お
、
そ
の
草
稿　
　

と
り
わ
け
一
八
〇
二

年
と
一
八
〇
三
／
〇
四
年
の
草
稿　
　

は
個
人
的
な
書
き
込
み
を
も
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
ヘ
ー
ゲ
ル

は
と
き
お
り
、
不
正
確
で
際
限
の
な
い
彼
の
言
葉
が
ど
れ
ほ
ど
理
解
不
可
能
で
あ
る
か
を
、
分
か
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
見
た
と

こ
ろ
、
彼
は
と
き
お
り
自
身
の
テ
ク
ス
ト
に
自
ら
注
釈
を
加
え
て
い
る
か
ら
だ
。
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（
21)  
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
際
、
自
分
が
思
考
す
る
の
を
眺
め
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
で
き
、
さ
ら
に
は
自
身
の
思
考
の
継
起
的
な
諸
段
階
と
歩
み
に
つ

い
て
、
そ
の
経
過
に
即
し
て
書
き
留
め
る
こ
と
さ
え
で
き
た
よ
う
だ
。

（
22)  
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
用
語
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
れ
に
与
え
た
意
味
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
。
実
際
、
非
常
に
奇
妙
で
意
外
な

こ
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
は
何
よ
り
も
ま
ず
現
象
学
的
で
あ
る
。『
精
神
現
象
学
』
は
ひ
と
つ
の
現
象
学
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

ひ
と
つ
の
哲
学
的
人
間
学
で
さ
え
あ
る
。

（
23)  『
イ
エ
ー
ナ
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
』
を
な
す
一
八
〇
二
年
〔
お
よ
び
一
八
〇
四
／
〇
五
年
〕
の
講
義
草
稿
は
最

初
、
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
氏
と
リ
ン
ク
氏
の
手
に
よ
っ
て
、『H

egels erstes System

〔
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
体
系
〕』
の
書
名
で

一
九
一
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。〔［
訳
注
］
単
行
本
版
追
記
：
そ
の
後
、一
九
二
五
年
に
Ｇ
・
ラ
ッ
ソ
ン
に
よ
っ
て
再
編
集
さ
れ
〔『
イ

エ
ー
ナ
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
』
の
名
で
出
版
さ
れ
た
。〕

（
24)  

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
昨
今
の
努
力
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、「
体
系
」
の
不
毛
さ
を
も
う
一
度
実
証
し
た

に
す
ぎ
な
い
。

（
25)  

わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
こ
の
点
は
十
分
容
易
に
説
明
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
そ
れ
と
は
反
対
に
、

一
切
の
意
味
を
完
璧
に
欠
い
て
い
る
。
同
様
に
、
自
然
の
宗
教
的
意
味
も
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
実
際
、
宗
教
的
意
味
を

完
璧
に
欠
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
『
宗
教
哲
学
』
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
し
、
他
方
で
、
同
じ
ぐ
ら
い
…
…
素
朴
…
…
だ
っ

た
Ｇ
・
ラ
ッ
ソ
ン
は
、そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
な
か
に
善
良
で
敬
虔
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
見
た
の
だ
っ
た
。
ヘ
ー

ゲ
ル
の
同
時
代
人
や
直
接
の
弟
子
た
ち
は
は
る
か
に
も
っ
と
慎
重
だ
っ
た
が
。

（
26)  

Ｈ
・マル
ク
ー
ゼ（H

erbert M
arcuse, H

egels O
ntologie und die G

rundlegung einer T
heorie der G

eschichtlichkeit, 
Frankfurt am

 M
ain: V

ittorio K
losterm

ann, 1932

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
存
在
論
と
歴
史
性
の
理
論
』
吉
田
茂
芳
訳
、
未
来
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社
、
一
九
八
〇
年
〕）
や
Ｎ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
（N

. H
artm

ann, H
egel, op. cit., 1929

〔
前
掲
翻
訳
書
、
脚
注
五
参
照
〕）
で

さ
え
も
使
用
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
Ｆ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
が
唯
一
の
例
外
で
あ
る
（Franz 

Rosenzw
eig, H

egel und der Staat, M
ünchen: O

ldenbourg, 1920

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
国
家
』
村
岡
晋
一
・
橋
本
由
美
子
訳
、

作
品
社
、
二
〇
一
五
年
〕）。

（
27)  『
講
義
草
稿
』
の
諸
々
の
定
式
と
表
現
は
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
で
も
再
び
見
つ
か
る
。〔［
訳
注
］
単
行
本
版
追
記
：
ま
た
、

ミ
シ
ュ
レ
が
そ
れ
ら
を
使
用
し
て
彼
自
身
の
『
自
然
哲
学
』
に
一
味
加
え
て
仕
上
げ
た
こ
と
は
（La G

rande E
ncyclopédie, 

vol. V
I, V

II–1, V
II–2

）、
ま
っ
た
く
も
っ
て
正
当
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
あ
、
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
！　

彼
は
、
テ
ク
ス
ト
に
付

さ
れ
た
そ
れ
ら
補
足
が
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
の
典
拠
を
指
示
す
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。〕

（
28)  

マ
ル
ク
ー
ゼ
氏
は
、
た
し
か
に
、『
初
期
神
学
論
集
』
に
も
『
イ
エ
ー
ナ
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
』
と
同
じ
ぐ
ら
い
、

ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
諸
々
の
本
質
的
カ
テ
ゴ
リ
ー　
　
『
精
神
現
象
学
』
や
『
論
理
学
』
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な　
　

を
見
出

し
て
い
る
（H

. M
arcuse, H

egels O
ntologie, op. cit., S. 227 sq.

〔
前
掲
翻
訳
書
、
二
六
一
頁
以
降
：
第
二
部
十
八
「
初
期

神
学
論
集
に
お
け
る
根
本
的
概
念
と
し
て
の
『
生
命
』」〕）。
し
か
し
そ
れ
は
そ
も
そ
も
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
氏
が
Ｒ
・
ク
ロ
ー
ナ
ー

（Richard K
roner, V

on K
ant bis H

egel, Bd. 2, T
übingen: M

ohr Siebeck, 1924, S. 138 sq.

〔
本
書
は
一
部
邦
訳
さ
れ

て
い
る
が
（『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
発
展　
　

カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で　

Ⅰ
・
Ⅱ
』（
全
二
巻
）、
上
妻
精
ほ
か
訳
、
理
想
社
、

一
九
九
八
年
（
Ⅰ
）、
二
〇
〇
〇
年
（
Ⅱ
））、
こ
こ
で
の
該
当
箇
所
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
〕）
に
従
っ
て
、
ま
た
か
つ
て
の
デ
ィ

ル
タ
イ（W

. D
ilthey, « Jugendgeschichte H

egels », op. cit., S. 145 sq.〔
前
掲
翻
訳
書
、四
九
六
頁
以
降
〕）に
な
ら
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
存
在
論
の
根
本
概
念
を
生
の
観
念
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
が
動
く
の
は
ま
さ
し
く
存
在
が
生
だ
か
ら
で
あ

り
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
氏
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
運
動
性
が
存
在
の
歴
史
的
性
格
の
存
在
論
的
地
盤
を
成
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
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〔［
訳
注
］
単
行
本
版
追
記
：
も
し
生
の
観
念
が
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
確
実
で
あ
る
と
し
て
も
（
本
論
文
六
四
頁
以
降
参
照
）、
ま
た
、〕
も
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
お
い
て
、
青
年
時
代
の
著
作
と

壮
年
期
の
作
品
と
を
結
ぶ
連
続
性
が
存
在
す
る　
　

そ
れ
は
確
実
に
存
在
す
る　
　

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
探

求
す
べ
き
は
生
の
概
念
で
は
な
く
、精
神
の
概
念
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
（cf. T

h. H
aering, op. cit.

）、ヘ
ー

ゲ
ル
が
自
ら
を
思
想
家
と
し
て
鍛
え
る
の
は
歴
史
の
問
題
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
精
神

0

0

の
歴
史

性
と
人
間
的

0

0

0

生
と
の
直
観
は
最
初
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
な
か
に
見
つ
か
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
を
生
と

み
な
す
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
生
の
方
を
精
神
と
し
て
解
釈
す
る
。
こ
の
こ
と
が
そ
も
そ
も
混
乱
を
招
く
の
だ
ろ
う
。

（
29)  Cf. H

egels erstes System
, op. cit., V

orrede.

（
30)  

ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
さ
し
く
言
っ
て
い
た
。
哲
学
は
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
と
し
て
夜
に
な
っ
て
は
じ
め
て
飛
び
立
つ
、
す
な
わ
ち
、
哲

学
の
唯
一
の
役
目
は
反
省
で
あ
り
、
起
こ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と　
　

意
識
化
す
る
こ
と　
　

で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、

一
方
で
彼
は
そ
こ
に
精
神
の
固
有
の
行
為
と
そ
の
最
高
の
作
用
を
見
て
い
た
し
、
他
方
で
、
イ
エ
ー
ナ
に
到
着
し
た
彼
は
、
古

い
世
界
の
没
落
が
同
時
に
新
た
な
世
界
の
誕
生
で
あ
る
こ
と
、〈
精
神
〉
が
新
た
な
段
階
を
進
ん
だ
こ
と
を
、
十
分
に
自
覚
し
て

い
た
。 Cf. K

arl Rosenkranz, G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egels Leben, Berlin: D
unker und H

um
blot, 1844, S. 

214.

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
伝
』
中
埜
肇
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
九
二
頁
。〕

（
31)  Cf. H

egel, D
ie D

ifferenz des Fichtes̓chen und Schellingʼschen System
s der P

hilosophie (1801), erste 
D
ruckschriften, hrsg. G. Lasson, Leipzig, 1928, S. 14.
〔W

2 S. 22.

（『
理
性
の
復
権
：
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲

学
体
系
の
差
異
』
山
口
祐
弘
・
星
野
勉
・
山
田
忠
彰
訳
、
批
評
社
、
一
九
八
五
年
、
一
七
頁
。）〕 

哲
学
の
要
求
と
い
う
表
現
は

あ
る
特
定
の
歴
史
的
状
況　
　

分
裂
（Entzw

eiung

）
の
状
況　
　

を
指
す
語
だ
が
、
そ
れ
は
歴
史
上
は
単
な
る
偶
発
事
で
あ
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る
。
な
ぜ
な
ら
前
哲
学
的
な
教
養
は
非
弁
証
法
的
で
、
否
定
と
進
歩
の
要
素
を
内
容
と
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
前
哲

学
的
な
安
全
圏
の
な
か
に
停
滞
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
普
通
で
さ
え
あ
る
。
悟
性
に
よ
る
対
立
の
固
定
の
な
か

に
停
滞
す
る
こ
と
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ー
ゼ
氏
は
考
慮
し
て
い
な
い
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に

は
思
え
る
（H

. M
arcuse, op. cit., S. 10 sq.

〔
前
掲
翻
訳
書
、
二
二
頁
：「
分
裂
の
状
況
に
お
い
て
は
、
人
間
生
活
は
、
堅
固

な
諸
対
立
と
諸
制
約
の
世
界
の
な
か
で
営
ま
れ
て
い
る
、〔
…
〕
そ
れ
は
、
全
体
の
安
ら
ぎ
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て

は
あ
く
ま
で
も
《
悟
性V

erstand

》　　

こ
の
場
合
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
常
識gem

einer V
erstand

と
同
じ
も
の
で
あ
る　

　

が
支
配
し
て
い
る
」〕）。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
引
用
し
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
数
節
に
つ
い
て
、
氏
の
解
釈
と
わ
れ
わ
れ

の
解
釈
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
32)  ［
訳
注
］W

2 20.

（
前
掲
翻
訳
書
、
一
五
頁
。）

（
33)  Cf. H

egel, D
ifferenz, op. cit., S. 15 sq.

〔W
2 21–22.

（
前
掲
翻
訳
書
、
一
七
頁
。）〕
哲
学
の
出
現
は
、
ま
た
哲
学
の
要
求

の
出
現
で
さ
え
、
偶
発
的
で
予
測
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
出
現
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
哲
学
は
つ
ね
に
哲
学

0

0

で
あ
る
。

（
34)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 379.

〔W
1 246.

（『
初
期
神
学
論
集
』
所
収
の
「Entw

ürfe über 
Religion und Liebe

（
宗
教
と
愛
に
つ
い
て
の
草
稿
）」
と
題
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
一
節
だ
が
、
前
掲
翻
訳
書
に
は
訳
出
さ
れ

て
い
な
い
。）〕« In der Liebe ist dies Ganze nicht als in der Sum

m
e vieler Besonderer, Getrennter enthalten; 

in ihr findet sich das Leben selbst, als eine V
erdoppelung seiner selbst, und Einigkeit desselben; das Leben 

hat, von der unentw
ickelten Einigkeit aus, durch die Bildung den K

reis zu einer vollendeten Einigkeit 
durchlaufen; der unentw

ickelten Einigkeit stand die M
öglichkeit der T

rennung und die W
elt gegenüber; 

in der Entw
icklung produzierte die Reflexion im

m
er m

ehr Entgegengesetztes, das im
 befriedigten T

riebe 
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vereinigt w
urde, bis sie das Ganze des M

enschen selbst ihm
 entgegensetzte, bis die Liebe die Reflexion 

in völliger O
bjektlosigkeit aufhebt, dem

 Entgegengesetzten allen Charakter eines Frem
den raubt und das 

Leben sich selbst ohne w
eiteren M

angel findet. In der Liebe ist das Getrennte noch, aber nicht m
ehr als 

Getrenntes, [sondern] als Einiges, und das Lebendige fühlt das Lebendige. »

（
35)  

Ｊ
・
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
正
当
に
も
、
愛
、
生
、
精
神
と
い
っ
た
主
題
が
そ
の
時
代
の
主
題
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
強
調
し

て
い
る
（J. H

offm
eister, G

oethe und der deutsche Idealism
us, Leipzig: M

einer, 1932

）。
誰
も
が
多
か
れ
少
な
か
れ

繰
り
返
し
た
。

　
　
　

 　

 U
nd die Liebe ist das Leben

〔
そ
し
て
愛
は
生
で
あ
る
〕

　
　
　

 　

 U
nd des Lebens Leben, Geist.

〔
そ
し
て
生
の
生
は
、
精
神
。〕

　
　
　

  

こ
の
一
連
の
同
一
物
は
、
け
れ
ど
も
、
ふ
た
つ
の
方サ
ン
ス向
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
36)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 346.

〔W
1 420.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅰ
』、
二
七
六

頁
。）〕« ein Lebendiges vorausgesetzt, und zw

ar uns die Betrachtenden, so ist das außer unserem
 

beschränkten Leben gesetzte Leben ein unendliches Leben von unendlicher M
annigfaltigkeit, unendlicher 

Entgegensetzung, unendlicher Beziehung; als V
ielheit eine unendliche V

ielheit von O
rganisationen, 

Individuen, als Einheit ein einziges organisiertes getrenntes und vereinigtes Ganzes —
 die N

atur. »

（
37)  Ibid.

〔W
1 419–420.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅰ
』、
二
七
五　

二
七
六
頁
。）« D

er Begriff der Individualität 
schließt Entgegensetzung gegen unendliche M

annigfaltigkeit und V
erbindung m

it dem
selben in sich; ein 

M
ensch ist ein individuelles Leben, insofern er ein anderes ist als alle Elem

ente und als die U
nendlichkeit 
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der individuellen Leben außer ihm
; er ist nur ein individuelles Leben, insofern er eins ist m

it allen 
Elem

enten, aller U
nendlichkeit der Leben außer ihm

; – er ist nur, insofern das A
ll des Lebens geteilt 

ist, er der eine T
eil, alles übrige der andere T

eil; er ist nur, insofern er kein T
eil ist und nichts von ihm

 
abgesondert. D

as ungeteilte Leben vorausgesetzt, fixiert, so können w
ir die Lebendigen als Ä

ußerungen 
des Lebens, als D

arstellungen desselben betrachten, 

… »

〕

（
38)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 302.

〔W
1 370–371.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅱ
』、
二
〇
〇

頁
。）〕« Reines Leben zu denken ist die A

ufgabe, alle T
aten, alles zu entfernen, w

as der M
ensch w

ar 
oder sein w

ird; Charakter abstrahiert nur von der T
ätigkeit, er drückt das A

llgem
eine der bestim

m
ten 

H
andlungen aus; Bew

ußtsein reinen Lebens w
äre Bew

ußtsein dessen, w
as der M

ensch ist, – in ihm
 gibt es 

keine V
erschiedenheit, keine entw

ickelte, w
irkliche M

annigfaltigkeit. D
ies Einfache ist nicht ein negatives 

Einfaches, eine Einheit der A
bstraktion

〔［
訳
注
］
以
下
、
コ
イ
レ
に
よ
る
省
略
部
：(denn in der Einheit der 

A
bstraktion ist entw

eder nur ein Bestim
m
tes gesetzt und von allen übrigen Bestim

m
theiten abstrahiert, 

[oder] ihre reine Einheit ist nur die gesetzte Forderung der A
bstraktion

（
と
い
う
の
は
、
抽
象
化
の
単
一
態
の

な
か
で
は
、
あ
る
特
定
の
も
の
だ
け
が
措
定
さ
れ
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
を
抽
象
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
純
粋
な

単
一
態
と
は
、［
す
べ
て
の
特
定
物
を
］
抽
象
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
単
な
る
要
求　
　

否
定
的
な
無
規
定
態　
　

で
あ
る
か
、

そ
の
ど
ち
ら
か
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。）〕von allem

 Bestim
m
ten; das negative U

nbestim
m
te. Reines Leben 

ist Sein). » 

カ
ン
ト
の
叡
智
的
「
性
格
」
が
暗
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、

性
格
の
観
念
そ
の
も
の
は
抽
象
的
な
観
念
に
す
ぎ
ず
（
そ
の
語
の
最
も
軽
蔑
的
な
意
味
で
）、
人
間
の
本
質
を
規
定
し
説
明
す
る
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の
に
ほ
ん
の
少
し
も
役
に
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
本
質
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
人
間
で
あ
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
、
純
粋
な
生
で
あ
り
、
単
純
で
豊
富
な
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
自
ら
の
存
在
の
な
か
に
限
定

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
自
ら
の
存
在
そ
れ
自
身
で
あ
る
か
ら
だ
。

（
39)  ［
訳
注
］W

1 420.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅰ
』、
二
七
六
頁
。）

（
40)  ［
訳
注
］W

1 421.

（
前
掲
翻
訳
書
、
二
七
七
頁
。）« und dies denkende Leben hebt aus der Gestalt, aus dem

 
Sterblichen, V

ergänglichen, unendlich sich Entgegengesetzten, sich Bekäm
pfenden heraus das Lebendige, 

frei vom
 V

ergehenden, die Beziehung ohne das T
ote und sich T

ötende der M
annigfaltigkeit, nicht eine 

Einheit, eine gedachte Beziehung, sondern allebendiges, allkräftiges, unendliches Leben, und nennt es 
Gott, 

… »

（
41)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 347.

〔W
1 421.

（
前
掲
翻
訳
書
、
二
七
七
頁
。）« D

iese Erhebung 
des M

enschen, nicht vom
 Endlichen zum

 U
nendlichen – denn dieses sind nur Produkte der bloßen 

Reflexion, und als solcher ist ihre T
rennung absolut –, sondern vom

 endlichen Leben zum
 unendlichen 

Leben ist Religion. »

〕

（
42)  ［
訳
注
］W

1 422–423.

（
前
掲
翻
訳
書
、
二
七
九
頁
。）« D

ieses T
eilsein des Lebendigen hebt sich in der Religion 

auf, das beschränkte Leben erhebt sich zum
 U

nendlichen; und nur dadurch, daß das Endliche selbst Leben 
ist, trägt es die M

öglichkeit in sich, zum
 unendlichen Leben sich zu erheben. D

ie Philosophie m
uß eben 

darum
 m

it der Religion aufhören, w
eil jene ein D

enken ist, also einen Gegensatz teils des N
ichtdenkens 

hat, teils des D
enkenden und des Gedachten. »
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（
43)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 347.

〔W
1 423. 

（
前
掲
翻
訳
書
、
二
七
九
頁
。）« sie hat in allem

 
Endlichen die Endlichkeit aufzuzeigen und durch V

ernunft die V
ervollständigung desselben [zu] fordern, 

besonders die T
äuschungen durch ihr eigenes U

nendliches [zu] erkennen und so das w
ahre U

nendliche 
außerhalb ihres U

m
kreises [zu] setzen. »

（
哲
学
は
す
べ
て
の
有
限
な
も
の
に
お
い
て
有
限
性
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
し
て
、
理
性
を
通
じ
て
こ
の
有
限
な
も
の
を
よ
り
完
全
な
も
の
に
す
る
よ
う
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
哲
学

は
自
分
自
身
の
無
限
な
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
る
錯
覚
を
認
識
し
、
そ
う
し
て
、
真
の
無
限
な
も
の
を
自
分
の
範
囲
の
外
に
措
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）〕
こ
の
無
限
の
生
を
精
神
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
精
神
と
は
多
の
生
き
生
き
し
た
統
一

だ
か
ら
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
付
け
加
え
て
い
る
〔W

1 421

（
前
掲
翻
訳
書
、
二
七
七
頁
）« D

as unendliche Leben 
kann m

an einen Geist nennen, im
 Gegensatz der abstrakten V

ielheit, denn Geist ist die lebendige Einigkeit 
des M

annigfaltigen 

… »

（
無
限
の
生
は
、
抽
象
的
な
多
数
性
と
の
対
比
か
ら
見
れ
ば
、
精
神
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
な

ぜ
な
ら
精
神
は
…
…
多
様
な
も
の
の
生
き
生
き
し
た
統
一
だ
か
ら
で
あ
る
）〕。

（
44)  

な
ぜ
な
ら
「
不
幸
な
」
民
族
に
お
い
て
は
宗
教
は
「
虚
偽
」
に
ち
が
い
な
い
か
ら
。

（
45)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 333.

〔W
1 407.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅱ
』、二
四
六
頁
。）〕

« Liebe vereinigt sie, aber die Geliebten erkennen diese V
ereinigung nicht; w

o sie erkennen, erkennen sie 
A
bgesondertes. »

〔
愛
は
彼
ら
を
統
合
す
る
が
、
し
か
し
愛
さ
れ
た
者
た
ち
は
こ
の
統
合
を
認
識
し
な
い
。
彼
ら
が
認
識
す

る
場
所
で
、
彼
ら
は
分
離
を
認
識
し
て
い
る
。〕

（
46)  H
egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 382 sq.

〔W
1 250 sq.

（「Entw
ürfe über Religion und Liebe

（
宗

教
と
愛
に
つ
い
て
の
草
稿
）」
の
一
節
で
、
前
掲
翻
訳
書
に
は
未
訳
出
。）〕
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（
47)  
Ｔ
ｈ
・
ヘ
リ
ン
グ
が
正
し
く
も
主
張
し
て
い
る
通
り
（T

h. H
aering, H

egel, sein W
ollen und sein W

erk, op. cit.

）、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
最
初
の
研
究
と
最
初
の
省
察
は
歴
史
の
問
題
に
割
か
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
ヘ
リ
ン
グ
に
従
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

そ
の
哲
学
的
経
歴
の
最
初
か
ら
現
実
を
、
そ
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
精
神
的
現
実
を
、
歴
史
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と
し
て
見
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
生
や
愛
や
魅
力
で
は
な
く
、
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う

に
行
動
で
も
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
る
人
間
の
運
命
を
、
あ
る
教
義
の
運
命
を
模
範
と
し
て
形
成
さ
れ
る
（
Ｎ
・
ハ
ル

ト
マ
ン
は
、
弁
証
法
的
な
諸
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

が
存
在
し
、
真
の
弁
証
法
と
は
諸
事
象
の
弁
証
法
で
あ
る
、
と
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
（N

. 
H
artm

ann, « H
egel et le problèm

e de la dialectique du réel », in R
.M

.M
. 38, 1931

〔p. 299

〕））。
付
け
加
え
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
第
二
の
模
範
は
単
純
に
神
学
的
な
弁
証
法
で
あ
っ
た
。
実
際
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
（
三

位
一
体
、
受
肉
）
よ
り
以
上
に
、
あ
る
い
は
罪
の
確
信
か
ら
救
済
の
確
信
へ
の
移
行
よ
り
以
上
に
、
弁
証
法
的
で
あ
る
も
の
は

ほ
か
に
な
い
。
Ｊ
・
ヴ
ァ
ー
ル
氏
は
す
で
に
、「
媒
介
」
の
観
念
が
「
媒
介
者
〔
キ
リ
ス
ト
〕」
を
模
範
に
形
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
（Jean W

ahl, Le M
alheur de la conscience dans la philosophie de H

egel, Paris: Rieder, 
1929

〔p.92

〕）。
次
の
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
深
く
不
信
心
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
よ
り
い
っ

そ
う
ヘ
ー
ゲ
ル
は
神
学
の
諸
々
の
概
念
的
な
説
教
を
利
用
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
こ
の
二
重
の
起
源
が

ま
さ
し
く
そ
の
一
貫
し
た
二
元
性
を
説
明
す
る
。
実
際
、
神
学
的
弁
証
法
は
非
時
間
的
な
も
の
の
弁
証
法
で
あ
る
。
歴
史
的
な

弁
証
法
は
時
間
の
弁
証
法
で
あ
る
。
一
方
は
過
去
の
優
位
を
含
意
し
（
な
ぜ
な
ら
永
遠
の
今

0

0

0

0

〔nunc aeternitatis

〕
に
お
い

て
は
す
べ
て
は
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
）、
他
方
は
将
来
の
優
位
を
含
意
す
る
（
な
ぜ
な
ら
歴
史
的
な
今0

〔nunc

〕

に
お
い
て
は
現
在
そ
れ
自
身
は
将
来
と
の
関
係
で
し
か
、
つ
ま
り
自
ら
が
自
己
の
前
に
投
影
し
予
告
し
て
い
る
将
来
、
そ
し
て

や
が
て
自
ら
を
実
現
し
て
現
在
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
な
る
将
来
と
の
関
係
で
し
か
、
意
味
を
も
た
な
い
の
だ
か
ら
）。「
歴
史
的
」
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意
識
の
最
初
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
そ
れ
は
想
起
で
は
な
い
。
そ
れ
は
待
機
で
あ
り
、
予
告
で
あ
り
、
約
束
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の

最
初
の
例
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
例
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
『
初
期
神
学
論
集
』
で
分
析
し
て
い
る
（H

egels theologische 
Jugendschriften, op. cit., S. 371 sq.〔「Entw

ürfe über Religion und Liebe

（
宗
教
と
愛
に
つ
い
て
の
草
稿
）」の
一
節
で
、

前
掲
翻
訳
書
に
は
未
訳
出
〕）。
そ
し
て
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
時
間
の
弁
証
法
的
重
要
性
と

精
神
に
特
有
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

0　
　

生
な
ら
び
に
実
践
の
無
歴
史
的
な
時
間
性
と
は
異
な
り
、
そ
れ
と
は
対
立
し
さ
え
す
る
も
の　
　

が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
古
典
古
代
の
無
歴
史
的
な
心
性
と
聖
書
的
ユ
ダ
ヤ
教
の
本
質
的
に
歴
史

的
な
心
性
と
の
比
較
分
析
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
。

（
48)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 374.

〔W
1 239.

（「Entw
ürfe über Religion und Liebe

（
宗
教

と
愛
に
つ
い
て
の
草
稿
）」
の
一
節
で
、
前
掲
翻
訳
書
に
は
未
訳
出
。）〕« D

ie praktische T
ätigkeit handelt frei, ohne 

V
ereinigung eines Entgegengesetzten, ohne durch dieses bestim

m
t zu w

erden – sie bringt nicht Einheit 
in ein gegebenes M

annigfaltiges, sondern ist die Einheit selbst, die sich nur rettet gegen das m
annigfaltige 

Entgegengesetzte, das in Rücksicht auf das praktische V
erm

ögen im
m
er unverbunden bleibt; die 

praktische Einheit w
ird dadurch behauptet, daß das Entgegengesetzte ganz aufgehoben w

ird. »

（
49)  『
差
異
論
文
』
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
道
徳
主
義
が
行
き
着
く
警
察
的
暴
政
を
厳
し
く
嘲
弄
し
て
い
る
。〔W

2 
84–87.

（
前
掲
翻
訳
書
、
八
六　

八
九
頁
。）〕

（
50)  ［
訳
注
］W

1 422.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅰ
』、
二
七
八
頁
。）« die V

erbindung der V
erbindung und der 

N
ichtverbindung »

（
51)  ［
訳
注
］W

2 96.

（
前
掲
翻
訳
書
『
差
異
論
文
』、
一
〇
〇
頁
。）
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（
52)  Cf. R. K

roner, V
on K

ant bis H
egel, op. cit., S. 133ff.

（
53)  
ヘ
ー
ゲ
ル
が
否
定
作
用　
　
〈
否0

〉　　

の
役
割
に
つ
い
て
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
と
ベ
ー
メ
主

義
の
諸
主
題
に
つ
い
て
の
省
察
が
助
け
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
し
、
き
っ
と
そ
う
だ
ろ
う
。
Ｊ
・
ヴ
ァ
ー

ル
氏
の
非
常
に
深
い
指
摘
を
参
照
さ
れ
た
い
（J. W

ahl, op. cit., préface

）。

（
54)  

存
在
の
不
安
定　
　

マ
ル
ク
ー
ゼ
氏
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
、
存
在
の
単
純
な
「
運
動
性
」
で
は
な
い
（cf. H

. M
arcuse, 

H
egels O

ntologie, op. cit.

〔
前
掲
翻
訳
書
、
第
一
部
「
存
在
論
的
問
題
と
の
関
係
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
解
釈
、
運

動
性
と
し
て
の
存
在
」
参
照
〕）　　

、
そ
う
し
た
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
最
も
深
い
形
而
上
学
的
直
観
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
的
力
動
論
と
呼
ば
れ
た
も
の　
　

存
在
に
対
す
る
生
成
の
優
位　
　

の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
こ
の
不
安
定
の
認
識
で

あ
る
。存
在
は
不
安
定
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、存
在
は
自
己
自
身
に
お
い
て
安
息
す
る
こ
と
は
な
く
、存
在
は
自
己
自
身
で
は
な
い
。

存
在
は
自
己
自
身
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
に
満
足
し
な
い
。
そ
の
上
さ
ら
に
、
存
在
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
安
息

す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
己
か
ら
逃
げ
出
し
、
自
己
を
否
認
し
、
自
己
自
身
と
は
別
の
も
の
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
存
在
は
自
己
否

定
に
お
い
て
、
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
自
己
を
実
現
す
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
言
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
も
う
一
度

言
っ
て
お
く
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
直
観
は
わ
れ
わ
れ
に
は
本
質
的
に
人
間
の
直
観
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
同
様
に
ま
た
、

本
質
的
に
時
間
の
直
観
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

（
55)  

ヘ
ー
ゲ
ル
的
〈
絶
対
者
〉
は
そ
の
存
在
よ
り
以
上
に
不
動
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
〈
絶
対
者
〉
は
妥
協
で
あ
り
、

あ
る
い
は
こ
う
言
う
方
が
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
と
神
学
の
総
合
で
あ
り
、
永
遠
に
完
結
し
た
永
遠
の
運
動
で
あ
る
。
こ
の

考
え
は
明
ら
か
に
ベ
ー
メ
に
由
来
す
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
え
る
。
ベ
ー
メ
に
お
い
て
そ
の
考
え
は
類
似
的
妥
協
の
結
果

で
あ
る
。
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（
56)  
わ
れ
わ
れ
の
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
で
わ
れ
わ
れ
が
引
用
し
た
諸
テ
ク
ス
ト
を
参
照
さ

れ
た
い
（A

. K
oyré, op. cit., pp. 215–216

〔
前
掲
翻
訳
書
、
一
〇
六　

一
〇
八
頁
〕）。

（
57)  Cf. Enzyklopädie, 

§ 258.

〔W
9 49.

（『
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
七
頁
、
な
お
訳
出
は
コ
イ
レ
の
仏
訳
に
従
っ
た
。）〕

（
58)  H

egel, Phänom
enologie des G

eistes (SW
, hrsg. Lasson, vol. II), S. 604.

〔W
3 585.

（『
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
、
一
一
五
五
頁
。）〕

（
59)  Cf. 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.

〕

（
60)  Cf. Enzyklopädie, 

§ 258
〔W

9 49

（
前
掲
翻
訳
書
『
自
然
哲
学
』、五
七
頁
）〕; A

. K
oyré, op. cit., p. 216.

〔
前
掲
翻
訳
書
、

一
〇
七
頁
。〕

（
61)  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
け
る
時
間
の
観
念
の
第
一
義
的
な
重
要
性
は
、
以
下
の
二
研
究
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
た
。K

urt 
Schilling-W

ollny, « Begriffl
iche V

orgeschichte der H
egelschen M

ethode », in H
egels W

issenschaft von der 
W

irklichkeit und ihre Q
uellen, Bd. I, M

ünchen: Ernst Reinhardt, 1929; H
. M

arcuse, H
egels O

ntologie, op. cit.

〔
前
掲
翻
訳
書
。〕

（
62)  Enzyklopädie, 

§ 258.

〔W
9 48.

（
前
掲
翻
訳
書
、
五
六
頁
。）〕« D

ie Zeit, als die negative Einheit des A
ußersichseins, 

ist gleichfalls ein schlechthin A
bstraktes, Ideelles. – Sie ist das Sein, das, indem

 es ist, nicht ist, und indem
 

es nicht ist, ist; das angeschaute W
erden, d. i. daß die zw

ar schlechthin m
om

entanen, d. i. unm
ittelbar sich 

aufhebenden U
nterschiede als äußerliche, d. i. jedoch sich selbst äußerliche, bestim

m
t sind. » 　

　

通
り
が
か
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り
上
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。「A

ußersichsein

」
と
い
う
語
は
「extase

〔
法
悦
、
忘
我
〕」
の
語　
　

最
近
の
あ

る
学
説
で
有
名
に
な
っ
た
語　
　

と
同
じ
用
法
で
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
形
と
い
う
点
で
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
63)  Enzyklopädie, 

§ 259.

〔W
9 51–52.

（
前
掲
翻
訳
書
、
六
〇
頁
。）〕« D

ie D
im

ensionen der Zeit, die G
egenw

art, 
Zukunft und V

ergangenheit, sind das W
erden der Ä

ußerlichkeit als solches und dessen A
uflösung in die 

U
nterschiede des Seins als des Ü

bergehens in N
ichts und des N

ichts als des Ü
bergehens in Sein. D

as 
unm

ittelbare V
erschw

inden dieser U
nterschiede in die E

inzelheit ist die Gegenw
art als Jetzt, w

elches als 
die Einzelheit ausschließend und zugleich schlechthin kontinuierlich in die anderen M

om
ente, selbst nur 

dies V
erschw

inden seines Seins in N
ichts und des N

ichts in sein Sein ist. »

（
64)  

そ
れ
ら
注
釈
は
つ
ね
に
テ
ク
ス
ト
よ
り
も
容
易
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、
そ
の
注
釈
は
最
高
度
の
重
要
性
を
も
っ
て
も

い
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
五
八
節
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
時
間
は
、
純
粋
な
自
己
意
識
の
我
＝
我
と
同
一

の
原
理
で
あ
る
」〔W

9 49

（
前
掲
翻
訳
書
、五
六
頁
）〕
…
…
「
実
在
的
な
も
の
〔das Reelle

〕
は
た
し
か
に
時
間
と
は
違
う
。

し
か
し
ま
た
、
本
質
的
に
は
時
間
と
同
一
で
あ
る
。
実
在
的
な
も
の
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
否
定
の
た
め
の
他
者
は

実
在
的
な
も
の
の
外
部

0

0

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
規
定
性
は
実
在
的
な
も
の
の
う
ち
で
は
自
ら
に
外
的

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
実
在

的
な
も
の
の
存
在
の
矛
盾
で
あ
る
。
規
定
性
の
矛
盾
と
こ
の
矛
盾
の
不
安
定

0

0

0

〔
強
調
コ
イ
レ
（U

nruhe; inquiétude

）〕
と
い

う
外
部
性
、
こ
の
外
部
性
の
抽
象
が
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
」〔Ibid.

（
前
掲
翻
訳
書
、
五
七
頁
）〕。

（
65)  H

egels theologische Jugendschriften, op. cit., S. 259.
〔W

1 378.

（
前
掲
翻
訳
書
『
初
期
神
学
論
集　

Ⅱ
』、
二
一
一
頁
。）

« der Zusam
m
enhang des U

nendlichen und des Endlichen ist freilich ein heiliges Geheim
nis, w

eil dieser 
Zusam

m
enhang das Leben selbst ist; »

〕
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（
66)  Jenenser Logik, M

etaphysik und N
aturphilosophie, op. cit., S. 31.

〔Jenaer System
entw

ürfe II, hrsg. von Rolf-
Peter H

orstm
ann, H

am
burg: Felix M

einer, 1982, S. 33.

（
前
掲
翻
訳
書
『
草
稿
（
一
）
論
理
学
・
形
而
上
学
』、六
四
頁
。）〕

（
67)  Ibid., S. 31.

〔Ibid.

（
前
掲
翻
訳
書
、
六
五
頁
。）〕

（
68)  Ibid., S. 33.
〔Ibid., S. 34.

（
前
掲
翻
訳
書
、
六
六
頁
。）〕

（
69)  Ibid., S. 34.
〔Ibid., S. 36.

（
前
掲
翻
訳
書
、
六
九
頁
。）〕

（
70)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
追
記
：
ド
イ
ツ
語Gegen-w
art

〔
現
在
〕
は
対
立
を
表
現
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
反
対
関
係
は
フ
ラ
ン
ス

語
の
「présent

〔
現
在
〕」
に
は
含
意
さ
れ
な
い
。

（
71)  「
差
異
的
関
係
〔rapport différent

〕」
の
原
語
は
「differente Beziehung

」。「
差
異
化
す
る
関
係
〔rapport différenciant

〕」

と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

（
72)  

単
純
な
も
の
で
あ
る
「
今
」
は
、
多
様
に
異
な
る
も
の
の
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
か
ら
、「
今
」
は
自
ら

の
反
対
物
つ
ま
り
多
様
に
異
な
る
も
の
に
関
係
し
、
も
は
や
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。「
今
」
は
、
絶
対
的
で
否
定
的
な
限
界
そ

の
も
の
と
し
て
、
自
己
否
定
し
、
自
己
廃
棄
し
、
存
在
し
な
い
。「
今
」
は
決
し
て
「
今
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
分
自
身
か
ら

逃
れ
去
る
。

（
73)  「
還
元
さ
れ
る
〔se réduire

〕」
の
原
語
は
「sich reduzieren

」。「
吸
収
さ
れ
る
〔sʼabsorber

〕」
や
「
ゼ
ロ
に
帰
す
る
〔se 

réduire à zéro

〕」
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

（
74)  「[D
as Itzt] w

ird sich unm
ittelbar ein A

nderes

」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
が
、「w

ird sich

」
と
い
う
表
現
は
ま
っ

た
く
不
正
確
で
あ
る
。

（
75)  ［
訳
注
］
単
行
本
版
追
記
：「
差
異
的
〔différent

〕」
の
語
は
こ
こ
で
は
能
動
的
な
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
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（
76)  ［
訳
注
］
以
上
の
補
足
部
分
は
、
コ
イ
レ
の
引
用
で
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
原
書
箇
所
で
あ
る
。

（
77)  「
概
念
〔Begriff

〕」
の
語
は
こ
こ
で
は
抽
象
的
な
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

（
78)  
し
た
が
っ
て
将
来
は
現
在
の
真
理
で
あ
る
。

（
79)  「
自
己
へ
と
反
省
し
た
〔réfléchi en soi

〕」
の
原
語
は
「in sich reflektiert

」。
時
間
は
現
在
か
ら
将
来
へ
と
投
げ
出
さ
れ
、

そ
し
て
将
来
か
ら
ひ
と
す
じ
の
光
の
よ
う
に
過
去
へ
と
反
省
〔
反
射
〕
さ
れ
る
。

（
80)  「
反
復〔répétition
〕」の
原
語
は「W

iederholung

」。
自
己
自
身
に
同
一
な
複
製
物
は
そ
れ
自
身
に
対
し
て
は
反
復
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
複
製
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
固
有
の
も
の
と
し
て
複
製
物
に
属
す
る
契
機
で
は
な
く
、
複
製
物
に
と
っ
て
外
的
で

あ
る
か
ら
だ
。

（
81)  

現
象
学
の
記
述
に
お
け
る
即
自
態

0

0

0

〔en-soi, A
nsich

〕
と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

〔pour soi, für uns

〕
の
区
別
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
区
別
で
あ
る
。

（
82)  Jenenser Logik, M

etaphysik und N
aturphilosophie, op. cit., S. 202ff.〔Jenaer System

entw
ürfe II, op. cit., S. 206–

210.

（
前
掲
翻
訳
書
『
草
稿
（
二
）
自
然
哲
学　

上
』、
四
三　

四
八
頁
。）〕« D

as U
nendliche in dieser Einfachheit, 

ist als M
om

ent gegen das Sichselbstgleiche, das N
egative, und in seinen M

om
enten, indem

 es an sich 
selbst die T

otalität darstellt, das A
usschließende, Punkt, oder Grenze überhaupt, aber in diesem

 seinem
 

N
egieren sich unm

ittelbar auf das A
ndere beziehend, und sich selbst negierend. D

ie Grenze, oder der 
M
om

ent der G
egenw

art, das absolute D
ieses der Zeit, oder das Jetzt, ist absolut negativ einfach, absolut 

alle V
ielheit aus sich ausschließend, und darum

 absolut bestim
m
t; nicht ein sich in sich ausdehnendes 

Ganzes, oder Q
uantum

, das auch eine unbestim
m
te Seite an sich hätte, ein V

erschiedenes, das in ihm
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gleichgültig oder äußerlich sich aufeinander bezöge, sondern es ist absolut differente Beziehung des 
Einfachen. D

ieses Einfache, in diesem
 seinem

 absoluten N
egieren, ist das T

ätige, das U
nendliche gegen 

sich selbst als ein sichgleiches; es ist als N
egieren ebenso absolut auf sein Gegenteil bezogen, und seine 

T
ätigkeit, sein einfaches N

egieren ist Beziehung auf sein Gegenteil, und das Itzt ist unm
ittelbar das 

Gegenteil seiner selbst, das sich N
egieren. Indem

 diese Grenze in ihrem
 A

usschließen oder in ihrer 
T
ätigkeit sich selbst aufhebt, so ist das N

ichtsein derselben vielm
ehr das T

ätige gegen sie, und das sie 
N
egierende. D

ies daß die Grenze in ihr selbst unm
ittelbar nicht ist, dieses N

ichtsein ihr entgegengesetzt, 
als das T

ätige, oder als das, w
as vielm

ehr das ansichseiende, das sein Gegenteil A
usschließende ist, ist die 

Zukunft, der das Itzt nicht w
iderstehen kann; denn sie ist das W

esen der Gegenw
art, w

elche in der T
at 

das N
ichtsein ihrer selbst ist. D

ie Gegenw
art so sich aufhebend, indem

 die Zukunft vielm
ehr in ihr w

ird, 
ist selbst diese Zukunft; oder diese Zukunft ist selbst in der T

at nicht Zukunft, sie ist das die Gegenw
art 

A
ufhebende, aber indem

 sie dies ist, das absolut negierende Einfache, ist sie vielm
ehr die Gegenw

art, 
die aber ebenso ihrem

 W
esen [nach] das N

ichtsein ihrer selbst, oder die Zukunft ist. Es ist also in der 
T
at w

eder Gegenw
art noch Zukunft, sondern nur diese Beziehung beider aufeinander, eins ist gegen 

das andere auf gleiche W
eise negativ, und die N

egation der Gegenw
art negiert ebenso sich selbst; die 

D
ifferenz beider reduziert sich in die Ruhe der V

ergangenheit. D
as Itzt hat sein N

ichtsein an sich selbst, 
und w

ird sich unm
ittelbar ein A

nderes, aber dieses A
ndre, die Zukunft, zu w

elcher sich die Gegenw
art 

w
ird, ist unm

ittelbar das A
ndre ihrer selbst, denn sie ist itzt Gegenw

art; aber sie ist nicht jenes erste 
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Jetzt, jener Begriff der Gegenw
art, sondern ein sich aus Gegenw

art durch die Zukunft gew
ordenes Jetzt, 

ein Itzt, in w
elchem

 sich Zukunft und Gegenw
art auf gleiche W

eise aufgehoben hat, ein Sein, das ein 
N
ichtsein beider ist, die aufgehobene absolutberuhigte T

ätigkeit beider gegeneinander. D
ie Gegenw

art 
ist nur die sichselbstnegierende einfache Grenze, die auseinandergehalten in ihren negativen M

om
enten 

eine Beziehung ihres A
usschließens auf sie A

usschließendes ist. D
iese Beziehung ist Gegen w

art, als eine 
differente Beziehung, in der sich beide erhielten; aber sie erhalten sich ebenso nicht, sie reduzieren sich 
auf eine Sichselbstgleichheit, in w

elcher beide nicht absolut vertilgt sind; die V
ergangenheit ist diese in 

sich selbstzurückgekehrte Zeit;

〔das Ehm
als ist eine Sichselbstgleichheit, aber eine aus diesem

 A
ufheben 

herkom
m
ende, eine synthetische erfüllte, die D

im
ension der T

otalität der Zeit,

〕w
elche die beiden ersten 

D
im

ensionen in sich aufgehoben hat. D
ie Grenze, oder das Itzt ist leer, denn es ist schlechthin einfach, oder 

der Begriff der Zeit; es erfüllt sich in der Zukunft; die Zukunft ist seine Realität; denn das Itzt ist in seinem
 

W
esen absolutnegative Beziehung; dies sein W

esen oder Inneres an ihm
 selbst habend, als sein W

esen 
existierend, ist das Sein dieses W

esens; dies sein W
esen ist sein N

ichtsein, oder das Sein der Zukunft in 
dem

 Itzt; die Realität des Itzt, es an ihm
 selbst seiend, w

as es als Begriff des Itzt nur als Inneres hat. D
iese 

Realität des Itzt, oder das Sein der Zukunft ist ebenso das unm
ittelbare Gegenteil seiner selbst, itzt dies 

Gegenteil an ihm
 selbst. U

nd dies gesetzte A
ufheben beider ist das E

hm
als, die in sich reflektierte, oder 

reale Zeit. A
ber das Ehm

als ist selbst nicht für sich, es ist ebenso das durch Zukunft zum
 Gegenteil seiner 

selbst w
erdende Itzt, und es also nicht abgesondert von diesen; es ist an sich selbst nur dieser ganze 
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K
reislauf, die reale Zeit, die durch Itzt und Zukunft Ehm

als w
ird; die reale Zeit als Ehm

als, der Gegenw
art 

und Zukunft entgegengesetzt, ist selbst nur M
om

ent der Ganzen Reflexion, sie ist als M
om

ent, w
elche die 

sich in sich zurückgenom
m
ene Zeit ausdrückt, sie als das Sichselbstgleiche, sich auf sich selbst Beziehende, 

und zw
ar als die Bestim

m
theit des sich auf sich selbst Beziehens, oder sie ist ihr erstes M

om
ent, sie ist 

vielm
ehr das Itzt als die V

ergangenheit, die ebenso, w
ie die andern M

om
ente sich selbst aufhebt, daß das 

ganze U
nendliche als sich auf sichselbstbeziehend, als T

otalität gew
orden, sich so unm

ittelbar das passive 
oder erste M

om
ent ist.

　
　

 　
　

D
ie Zeit auf diese W

eise als unendlich, in ihrer T
otalität nur ihr M

om
ent, oder w

ieder ihr Erstes 
seiend, w

äre in der T
at nicht als T

otalität, oder sie existiert so nicht als das, w
as der Grund dieser 

U
nendlichkeit, die nur ist als in sich einfache U

nendlichkeit; oder nicht nur das Ü
bergehen in das 

Entgegengesetzte, und aus diesem
 w

ieder in das Erste; eine W
iederholung des H

in und H
ergehens, w

elche 
unendlichviel ist, d. h. nicht das w

ahrhafte U
nendliche; die unendlichhäufige W

iederholung stellt die Einheit 
als Gleichheit des W

iederholten dar, w
elche Gleichheit nicht an diesem

 W
iederholten, sondern außer ihm

 
ist. D

as W
iederholte ist gleichgültig gegen das, dessen W

iederholtes es ist, und für sich ist es nicht ein 
W
iederholtes. D

ie W
iederholung der Reflexion der Zeit ist zw

ar eine solche, in w
elcher jedes M

om
ent aus 

dem
 Entgegengesetzten entsteht, und also vor- und rückw

ärts ein Glied in dieser absolutdifferenten Reihe 
ist; aber es ist nur Glied, und daß es als dies bestim

m
te Glied unm

ittelbar das entgegengesetzte ist, ist die 
absolute Einheit der entgegengesetzten M

om
ente; das M

om
ent aber ist nicht an ihm

 selbst als dieses, w
as 
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es vorher gew
esen, oder nachher sein w

ird; diese Reflexion ist außer ihnen, und daß es das w
ieder w

ird, 
w
as es gew

esen, ist in der T
at eine Einheit, w

elche nur als ein W
iederholen ist.

　
　

 　
　

D
ie T

otalität des U
nendlichen ist aber in W

ahrheit nicht ein Zurückgehen in das erste M
om

ent, 
sondern das erste M

om
ent ist selbst als eines der M

om
ente aufgehoben w

orden; die T
otalität fällt nur 

zum
 ersten M

om
ente zurück, als dem

 entgegengesetzt, aus dem
 sie unm

ittelbar herkom
m
t, aber dies ist 

in der T
at das aufgehobene Erste, und das A

ufheben seiner selbst; und die T
otalität als Gegenteil des 

differenten M
om

ents ist es nur, als die Einheit beider, oder als das A
nsich des zw

eiten, w
as an diesem

 
als zw

eiten nur für uns ist; das dritte ist aber dieser A
usdruck dieses A

nsich, und es ist so nicht drittes, 
sondern die T

otalität beider; und die reale Zeit ist V
ergangenheit nur gegen die Gegenw

art und Zukunft; 
aber dieses dritte ist die Reflexion der Zeit in sich, oder es ist in der T

at Gegenw
art, und die reale Zeit 

ist sich ebenso, indem
 das Ehm

als Itzt ist, zum
 ersten M

om
ente gew

orden, als sie dies Itzt, das so nur 
als zurückgekehrtes M

om
ent sich darstellte, aufhob, und [ist] so das A

ufheben ihrer M
om

ente, und das 
A
ufheben dessen, daß sie in ihrer Reflexion sich nur zum

 M
om

ente w
ird. D

as A
ufheben dieser form

alen 
Reflexion m

acht sie zur sichselbstgleichen T
otalität, w

elche sich als Bew
egung in sich, die nur zw

ar ein 
D
arstellen des Ganzen, aber nur als eines geteilten oder differenten ist, aufhebt.

　
　

 　
　

D
ie V

ergangenheit, die hiem
it ihre Beziehung auf Itzt und Einst aufgehoben, hiem

it selbst nicht m
ehr 

Ehm
als ist, diese reale Zeit ist die paralysierte U

nruhe des absoluten Begriffes, die Zeit, die sich in ihrer 
T
otalität das absolut A

ndre gew
orden, aus der Bestim

m
theit des U

nendlichen, dessen D
arstellung die 
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Zeit ist, in das Entgegengesetzte, die Bestim
m
theit der Sichselbstgleichheit übergegangen, und so als die 

sichselbstgleiche Gleichgültigkeit, deren M
om

ente in der Form
 dieser gegeneinander sind, R

aum
 ist. »

（
83)  
フ
ィ
ヒ
テ
の
理
論
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
な
。

（
84)  「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」〔A
. K

oyré, op. cit., p. 191

（
前
掲
翻
訳
書
、
八
五
頁
）〕。

（
85)  

ヘ
ー
ゲ
ル
的
概
念
は
実
際
い
か
な
る
実
体
〔entité

〕
で
も
な
く
、
ひ
と
つ
の
行
為
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
る
連
続
を

保
有
す
る
行
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
理
解
し
自
己
理
解
す
る
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
理
解
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
自
身
を
理
解
す
る
存
在
で
あ
る
。

（
86)  

こ
の
時
間
は
空
間
で
あ
る
。
あ
る
い
は
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
自
然
に
お
け
る
時
間
は
「
今 Jetzt

」
に
し
か
属
さ

な
い
。Cf. Enzyklopädie, 
§ 259.
〔W

9 52.

（
前
掲
翻
訳
書
『
自
然
哲
学
』、
六
一
頁
。）〕

（
87)  

上
記
七
四
頁
以
降
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
前
年
に
『Revue philosophique

』
誌
で
発
表
し
た
「
イ
エ
ー
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
」

も
参
照
さ
れ
た
い
。〔A

. K
oyré, « H

egel à Iéna », in R
evue philosophique de la France et de lé̓tranger, t. 118, 

Paris: Félix A
lcan, 1934, pp. 274–283. 

こ
の
論
文
は
、
翌
年
発
表
さ
れ
る
本
論
文
と
同
じ
題
目
を
付
さ
れ
、
扱
わ
れ
る
テ

ク
ス
ト
も
同
じ
「
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
容
も
本
論
文
と
お
お
よ
そ
重
な
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
、
次
に

言
わ
れ
て
い
る
通
り
、「
無
限
」
の
概
念
に
つ
い
て
よ
り
語
ら
れ
、
ま
た
、「
言
語
」
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
こ
で
の
言
語
に
つ
い
て
の
記
述
は
後
に
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
語
と
専
門
用
語
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」（
一
九
三
一
年
）
が
単
行

本
（
一
九
六
一
年
）
に
再
録
さ
れ
る
際
、
そ
ち
ら
に
追
記
転
載
さ
れ
て
い
る
。Cf. A

. K
oyré, « N

ote sur la langue et la 
term

inologie hégéliennes », op. cit., pp. 197–200.

（
前
掲
翻
訳
書
、
九
〇
頁
お
よ
び
一
二
三　

一
二
七
頁
。）〕
わ
れ
わ
れ

は
そ
こ
で
無
限
の
概
念
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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（
88)  Jenenser Logik, M

etaphysik und N
aturphilosophie, op. cit., S. 181.

〔Jenaer System
entw

ürfe II, op. cit., S. 
184.

（
前
掲
翻
訳
書
『
草
稿
（
一
）
論
理
学
・
形
而
上
学
』、
三
三
二
頁
。）〕

（
89)  Cf. Enzyklopädie, 

§ 258 Zusatz.

〔W
9 50–51.

（
前
掲
翻
訳
書
『
自
然
哲
学
』、
五
九
頁
。）〕

（
90)  

永
遠
と
は
「
永
遠
の
現
在
〔présent éternel

〕」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
永
遠
は
永
遠
に
そ
れ
自
身
に
「
現
前
」
し
て
お
り
、
し

か
し
い
さ
さ
か
も
永
遠
の
「
今
」
で
は
な
い
か
ら
だ
。
永
遠
、
少
な
く
と
も
具
体
的
な
永
遠
は
、
時
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は

い
な
い
。
そ
れ
は
時
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
抽
象
的
な
永
遠
は
非
時
間
性
で
あ
る
。

（
91)  

こ
の
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
使
用
す
る
語
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
使
い
方
は
適
切
で
あ
る
。

（
92)  

問
題
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
望
ん
だ
よ
う
な
、
時
間
の
な
か
に
永
遠
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
永
遠
の
な
か
に
時
間
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

（
93)  

ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
と
は
追
求
と
渇
望
の
時
間
で
あ
る
、
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
人
間
と
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
で
あ
る
、
と
言

う
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
。

（
94)  

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
時
間
の
分
析
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
時
間
の
分
析
と
を
比
較
対
照
し
た
な
ら
、
関
心
を
引
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
比
較
は　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
分
析
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
分
析
と
の
比
較
と
同
様　
　

こ
こ
で
は
お
こ
な
え
な
い
。

（
95)  

先
行
す
る
い
く
つ
か
の
分
析
か
ら
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
、
有
名
な
三
幅
対
「
正
、
反
、
合
」　　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
の
根
底
が
見

つ
か
る
と
完
全
に
誤
っ
て
思
い
込
ま
れ
て
い
た
も
の　
　

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
の
仕
事
の
な
か
で
は
、
い
さ
さ
か
も
主
導

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。

（
96)  

わ
れ
わ
れ
は
人
間
的

0

0

0

の
語
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
う
一
度
言
う
が
、『
精
神
現
象
学
』
と
は
ひ
と
つ
の
人
間
学

0

0

0

で

あ
る
か
ら
だ
。
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（
97)  
ヘ
ー
ゲ
ル
は
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
に
言
っ
て
い
る
。時
間
は
存
在
す
る
最
も
劣
悪
な
も
の（das Schlechteste (Enzyklopädie, 

§ 258 Zusatz)

〔W
9 51

（
前
掲
翻
訳
書
『
自
然
哲
学
』、
五
九
頁
）〕）
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
空
間
と
同
様
、
存
在
す

る
も
の
の
う
ち
で
最
も
抽
象
的
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
抽
象
的
な
時
間
で
あ
る
。

も
し
力
ず
く
に
で
も
こ
の
一
節
を
修
正
し
た
い
と
し
た
ら
、
次
の
よ
う
に
変
え
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う　
　

精
神
は
時
間
の
上
方

0

0

に0

あ
る
、Geist ist über der Zeit

。

（
98)  ［
訳
注
］単
行
本
版
追
記
：
本
講
義
は『Säm

tliche W
erke

』の
第
二
〇
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、以
下
で
の
引
用
は『Jenenser 

Realphilosophie, vol. 2
』
と
し
て
表
記
す
る
。

（
99)  

忘
れ
な
い
で
お
き
た
い
が
、
空
虚
な
空
間
と
空
虚
な
時
間
と
は
実
在
を
欠
い
た
抽
象
物
で
あ
る
。
時
間
と
空
間
が
統
一
さ
れ
て

あ
る

0

0

の
は
、
た
だ
た
だ
、
持
続
、
場
所
、
運
動
の
な
か
で
し
か
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
築
物
は
再
構
築
物
で
あ
り
、
分
析
で
あ

り
、
そ
の
点
で
そ
こ
に
は
、
最
も
貧
し
い
も
の
か
ら
最
も
富
め
る
も
の
へ
、
最
も
単
純
な
も
の
か
ら
最
も
複
雑
な
も
の
へ
と
進

む
、
否
定
で
き
な
い
方
法
論
的
な
利
点
が
あ
る
。
事
実
、
精
神
と
は
連
続
的
な
豊
富
化
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
空
間
が

「
麻
痺
し
た
」
時
間
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
空
間
の
不
動
性
か
ら
時
間
の
動
性
を
「
脱
出
さ
せ
る
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
麻
痺
し
た

0

0

0

0

時
間
に
属
し
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
、
空
間
は
そ
の
麻
痺
し

た
時
間
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
時
間
を
空
間
か
ら
脱
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ

わ
れ
は　
　

ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に　
　

こ
の
わ
れ
わ
れ

0

0

0

0

を
強
調
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
人
間
学
的
な

側
面
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

（
100)  

諸
次
元
は
諸
デ
ィ
レ
ク
シ
ヨ
ン

方
向
で
あ
る
。
純
粋
な
多
数
性
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
根
拠
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
わ
れ
わ

れ
に
対
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
空
間
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
人
間　
　

時
間
を
生
き
て
い
る
人
間　
　

に
対
し
て
の
み
、
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方サ
ン
ス向
を
も
つ
。

（
101)  
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
空
間
と
し
て
の
空
間
の
諸
次
元
は
没
交
渉
的
で
交
換
可
能
で
あ
る

（
実
際
、
空
間
は
純
粋
な
外
部
性
で
あ
る
）
か
ら
、
そ
れ
ら
諸
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
が
そ
れ
ら
を
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
こ
の
区
別
は
自
ら
の
源
泉
と
座
席
を
空
間
そ
れ
自
身
の
な
か
に
は
も
ち
え
な
い
。
区
別
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
こ
そ
が
区
別
し
、
差
異
化
し
、
空
間
の
う
ち
に
存
在
の
弁
証
法
的
で
時
間
的
な
不
安
定
〔lʼinquiétude dialectique 

et tem
porelle de lʼêtre

〕
を
導
入
す
る
。
空
間
か
ら
生
じ
た
差
異
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
も
や
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
空
間
が
同
質
的
で
あ
る
の
は
そ
の
次
元
－
方
向
の
等
価
性
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
次
元
－
方
向
を
区

別
す
る
こ
と
は
主
観
的
な
何
ご
と
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
私
念
（M

einung

）
の
領
野
で
あ
る
。
抽
象
的
な
空
間
、
ガ
リ
レ
オ

的
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
空
間
は
、
し
た
が
っ
て
、
存
在
す
る
最
も

0

0

客
観
的
な
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
む
し
ろ
存
在

す
る
最
も

0

0

客
観
的
で
な
い

0

0

0

も
の
で
あ
る
。

（
102)  

こ
れ
ら
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

（
103)  

時
間
は
「
実
体
〔substance

〕」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ま
た
時
間
の
諸
契
機
の
「
真
理
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
時
間
の
各
契
機

が
存
在
と
真
理
を
も
つ
の
は
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
時
間
の
内
部
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
時
間
の
構
築
は
そ
れ
ゆ
え
分
析
的

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
必
然
的
に
、
構
成
さ
れ
た
（
精
神
と
）
時
間
か
ら
出
発
さ
れ
る
。
そ
れ
は
再
生
産
で
あ
っ
て
、

生
産
で
は
な
い
。

（
104)  

こ
の
「
一
」
と
は
現
在
の
瞬
間
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
意
識
的
な
瞬
間
で
あ
る
。

（
105)  

ヘ
ー
ゲ
ル
はvorstellen

つ
ま
りreprésenter

を
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
はm

ettre devant

〔
眼
前
に
置
く
〕
と
い

う
文
字
通
り
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
将
来
を
投
企
す
る
の
は
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
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で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

（
106)  
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
「
今0

」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
以
前
『
イ
エ
ー
ナ
論
理
学
、
形
而
上
学
、
自
然
哲
学
』
に
お
い
て
彼
自

身
が
術
語
と
し
て
「
今
」
と
「
現
在
」
に
区
別
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。〔Jenaer System

entw
ürfe II, op. cit., S. 

207ff.
（
前
掲
翻
訳
書
『
草
稿
（
二
）
自
然
哲
学　

上
』、
四
三
頁
以
降
。
ま
た
、
上
記
七
八
頁
以
降
参
照
。）〕

（
107)  H

egel, Jenenser R
ealphilosophie, vol. 2, op. cit., S. 10–12.

〔Jenaer System
entw

ürfe III, hrsg. von Rolf-Peter 
H
orstm

ann, H
am

burg: Felix M
einer, 1987, S. 9–11.

（
前
掲
翻
訳
書
『
草
稿
（
三
）
自
然
哲
学　

下
』、
三
四　

三
七

頁
。）〕« D

er Raum
 ist die unm

ittelbare daseiende Q
uantität, der Begriff an ihm

 selbst oder unm
ittelbar 

oder in dem
 Elem

ente der Gleichgültigkeit und des A
useinanderfallens seiner M

om
ente. D

er U
nterschied 

ist aus dem
 Raum

e herausgetreten, heißt: er hört auf diese Gleichgültigkeit zu sein, er ist für sich in seiner 
ganzen U

nruhe nicht m
ehr paralysiert. Er ist das selbst des M

einens, w
ohin w

ir ihn fallen sahen. D
iese 

reine Q
uantität als reiner für sich daseinder U

nterschied ist das abstrakte U
nendliche, oder an sich selbst 

negative; die Zeit.

　
　

 　
　

Indem
 der Gegensatz die Gleichgültigkeit verloren, so ist sie das daseiende Sein, das unm

ittelbar 
nicht ist, und daseiende N

ichtsein, das ebenso unm
ittelbar ist; sie ist der daseiende reine W

iderspruch; 
der W

iderspruch hebt sich auf, sie ist eben das D
asein dieses beständigen sich A

ufhebens. Ihre M
om

ente 
sind eben diese reinen A

bstraktionen als die des Raum
es; w

enn die letzteren, als D
im

ensionen, realer 
erscheinen, so ist es allein durch die Form

 des gleichgültigen Bestehens.

　
　

 　
　

D
ie Entfaltung des N

egativen an der Zeit stellt zw
ar seine D

im
ensionen dar, aber diese haben 
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nicht diese verschiedenen Stellungen, sondern sind unm
ittelbar ihr sich selbst A

ufheben. W
ie der Raum

 
überhaupt die Substanz seiner M

om
ente ist, ebenso die Zeit.

　
　

 　
　

N
äher betrachtet a ) gehört das Eins des Raum

es eigentlich als E
ins der Zeit an; für den Raum

 ist es 
nur sein Jenseits; der Zeit aber ist es im

m
anent; denn Eins ist dieses sich auf sich selbst Beziehen, sich 

selbst Gleichsein, das schlechthin ausschließend, das heißt A
nderes negierend ist; in seinem

 Begriff ist 
daher absolut das N

egieren, d. h. es ist an sich selbst negieren, es ist dies A
ndere, w

elches von ihm
 negiert 

w
ird. D

ies Eins ist, es ist unm
ittelbar; denn seine Sichselbstgleichheit ist eben die U

nm
ittelbarkeit; es ist 

die G
egenw

art. D
ies Itzt schließt schlechthin alles A

ndere aus sich aus, es ist schlechthin einfach.β
)

A
ber diese Einfachheit und sein Sein ist ebenso das unm

ittelbar N
egative seiner U

nm
ittelbarkeit, sein 

A
ufheben seiner selbst; die Grenze, w

elche sich aufhebt, Grenze zu sein, und ein A
nderes ist. O

der als das 
absolut sich U

nterscheidende hebt sie dies auf, denn sie ist die reine Gleichheit. D
as Itzt ist, dies ist die 

unm
ittelbare Bestim

m
theit der Zeit, oder ihre erste D

im
ension. H

alten w
ir das N

ichtsein ihres Seins fest, 
gegen sie, die als seiend gesetzt ist, so daß dies N

ichtsein sie aufhebe, so setzen w
ir die Zukunft; es ist ein 

A
nderes, w

elches das N
egieren dieses Itzt ist; die zw

eite D
im

ension. – D
ie Zukunft w

ird sein, w
ir stellen 

sie als etw
as vor, w

ir tragen selbst das Sein der Gegenw
art auf sie über, w

ir stellen sie nicht als etw
as 

bloß N
egatives vor; aber dies ihr erteilte Sein fällt außer ihr, es ist ein V

orgestelltes. – Ihr w
ahrhaftes Sein 

ist, Itzt zu sein; eben w
ie das Positive, das Itzt dies ist, sein Sein unm

ittelbar aufzuheben, ebenso ist [das] 
N
egative dies, sein N

ichtsein unm
ittelbar zu verneinen und zu sein, es ist selbst Itzt, w

ie die Fläche als 
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Grenze des Raum
es selbst räum

lich ist. – D
ie Zukunft ist daher unm

ittelbar in der Gegenw
art, denn sie 

ist das M
om

ent des N
egativen in derselben; das Itzt ist ebenso Sein, das verschw

indet, als das N
ichtsein 

unm
ittelbar zu seinem

 eigenen Gegenteil, zum
 Sein um

geschlagen ist; um
 dieser U

nm
ittelbarkeit w

illen 
fällt das Sein ihres U

nterschiedes außer ihnen.

　
　

 　
　

γ
) D

ie Zukunft ist gegen das Itzt, das seiende A
ufheben des Seins, bestim

m
t als das nichtseiende 

A
ufheben; dies N

ichtsein sich unm
ittelbar aufhebend ist zw

ar selbst seiend, und Itzt, aber sein Begriff 
ist ein anderer als der [des] eigentlichen unm

ittelbaren Itzt; es ist das Itzt, w
elches das negierende 

Itzt des unm
ittelbaren aufgehoben hat. A

ls entgegengesetzt diesen anderen D
im

ensionen ist diese die 
V
ergangenheit,

〔［
訳
注
］
以
下
、
コ
イ
レ
省
略
部
：– w

ie die Fläche die N
egation der N

egation der Raum
, der 

Linie, – der N
egation, die selbst daseiend Itzt räum

lich w
ar. –

（　
　

面
が
否
定
の
否
定
で
あ
る
よ
う
に
、
空
間
は

線
の
否
定
で
あ
る　
　

こ
の
否
定
〔
空
間
〕
は
か
つ
て
そ
れ
自
身
定
在
し
て
空
間
的
で
あ
っ
た
「
今
」
で
あ
る　
　

）〕W
ir 

halten sie außer den anderen D
im

ensionen. U
m
 der U

nm
ittelbarkeit w

illen aber, sow
ohl negativ gegen das 

negierende Itzt zu sein, oder die Zukunft zur V
ergangenheit zu m

achen, oder in Beziehung auf sich selbst, 
als negierend sich aufzuheben, ist [sie] selbst Itzt; und um

 der U
nteilbarkeit des Itzt w

illen, sind alle drei 
ein und dasselbe Itzt. »

（
108
）［
訳
注
］
上
記
七
八
頁
以
降
参
照
。

（
109
）［
訳
注
］
上
記
九
一
頁
以
降
参
照
。

（
110)  

時
間
は
将
来
の
な
か
に
自
ら
の
真
理
を
見
つ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
将
来
こ
そ
が
存
在
を
完
成
し
完
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
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完
結
し
完
成
さ
れ
た
存
在
は
こ
の
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
過
去
に
所
属
す
る
。

（
111)  Cf. H

egel, Phänom
enologie des G

eistes, op. cit., S. 36.

〔W
3 46.

（『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
４ 

精
神
の
現
象
学
』
上
巻
、
金
子

武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
三
頁
。）〕「
時
間
と
は
定
在
す
る
概
念
そ
の
も
の
〔der daseiende Begriff selbst

〕

で
あ
る
」。
対
自
存
在
、
自
分
自
身
を
意
識
す
る
存
在
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
質
的
に
時
間
的
で
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
112)  

完
結
し
完
成
さ
れ
た
時
間
、
す
な
わ
ち
停
止
し
た
時
間
は
、
空
間
で
あ
る
。

（
113)  H

egel, Jenenser R
ealphilosophie, vol. 2, op. cit., S. 12–13.

〔Jenaer System
entw

ürfe III, op. cit., S. 11–13.

（
前
掲

翻
訳
書
『
草
稿
（
三
）
自
然
哲
学　

下
』、
三
八　

四
〇
頁
。）〕« D

ie V
ergangenheit ist die vollendete Zeit, teils als 

V
ergangenheit, näm

lich als D
im

ension, ist sie das reine Resultat, oder die W
ahrheit der Zeit; – teils aber 

ist sie die Zeit als T
otalität, die V

ergangenheit ist selbst nur D
im

ension, unm
ittelbar an ihr aufgehobenes 

N
egieren, oder sie ist Itzt. D

as Itzt ist nur die Einheit dieser D
im

ensionen. D
ie Gegenw

art ist nicht m
ehr 

noch w
eniger als die Zukunft und V

ergangenheit. W
as absolut gegenw

ärtig oder ew
ig ist, ist die Zeit 

selbst, als die Einheit der Gegenw
art, Zukunft und V

ergangenheit.

　
　

 　
　

W
enn von der Zeit gesagt w

ird, daß sie in der absoluten Betrachtungsart vertilgt sei; so w
ird sie 

getadelt, teils w
egen der V

ergänglichkeit, oder ihres negativen Charakters; aber diese N
egativität ist 

der absolute Begriff selbst, das U
nendliche, das reine Selbst des Fürsichseins, w

ie der Raum
 das reine 

A
nsichsein, gegenständlich gesetzt – Sie ist um

 desw
illen die höchste M

acht alles Seienden, und die 
w
ahre Betrachtungsart alles Seienden ist desw

egen, es in seiner Zeit, d. h. in seinem
 Begriffe, w

orin 
alles nur als verschw

indendes M
om

ent ist, zu betrachten; – teils aber w
eil in der Zeit die M

om
ente des 
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Realen auseinandertreten, eines itzt ist, das andere gew
esen ist, ein anderes sein w

ird, in der W
ahrheit 

alles ebenso als es geschieden, unm
ittelbar in E

iner Einheit ist. – A
llein dies A

useinanderhalten kom
m
t 

nicht der Zeit als Zeit zu, sondern vielm
ehr dem

 Raum
e, der an ihr ist; denn sie eben ist nicht dies 

gleichgültige A
useinanderstellen der M

om
ente, sondern eben dieser W

iderspruch, das schlechthin und 
rein Entgegengesetzte in einer unm

ittelbaren Einheit zu haben.

　
　

 　
　

D
ieser Charakter der U

nm
ittelbarkeit, in w

elcher die M
om

ente sich auflösen, ist das, w
as erinnert 

w
orden, daß näm

lich die U
nterscheidung von ihren D

im
ensionen außer ihr fällt, daß w

ir der Raum
 sind, 

w
orein sie gestellt verschieden sind. – Ebenso w

ie w
ir die Zeit sind, w

elche die N
egation des Raum

es 
bew

egt, daß sie seine D
im

ensionen und deren verschiedene Stellungen sind.

〔［
訳
注
］
以
下
、
コ
イ
レ
省
略

部
：– A

m
 Raum

e, w
ie er betrachtet w

orden, fällt das Selbst der N
egation außer ihm

, oder vielm
ehr, er 

geht darin über, die Zeit ist sein Resultat oder W
ahrheit; er ist nur das Bestehen, aber nicht die Substanz, 

w
elche Raum

 und Zeit zugleich ist, und dadurch in W
ahrheit Raum

, d. h. das Selbst seiner D
im

ensionen, 
das Eins ihrer T

otalität. – Ebenso die Zeit ist um
gekehrt nicht das Bestehen der ihrigen; sondern es fällt 

außer ihr. – W
ie also beide gesetzt sind, sind sie es noch nicht in ihrer Realität.

（　
　

空
間
に
お
い
て
は
、
考

察
さ
れ
る
通
り
、
否
定
の
自
己
は
空
間
の
外
に
属
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
空
間
は
そ
の
な
か
［
否
定
の
自
己
］
へ
と
移
行
す

る
。
時
間
は
空
間
の
結
果
あ
る
い
は
真
理
で
あ
る
。
空
間
は
た
だ
の
存
立
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に
空
間
と
時
間
で
あ
る

よ
う
な
実
体
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
空
間
は
本
当
の
と
こ
ろ
空
間
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
空
間
の
諸
次
元
の
自
己
で

も
、
空
間
の
諸
次
元
の
総
体
と
し
て
の
一
で
も
な
い
。　
　

同
様
に
、
時
間
は
反
対
に
自
ら
の
諸
次
元
の
存
立
で
は
な
い
。
そ
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う
で
は
な
く
て
、
そ
の
存
立
は
時
間
の
外
に
属
す
る
。　
　

し
た
が
っ
て
、
両
者
［
空
間
と
時
間
］
は
措
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、

い
ま
だ
そ
れ
ら
の
実
在
に
お
い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。）〕

　
　

 　
　

D
ie Zeit geht in der V

ergangenheit als ihrer T
otalität selbst unter, oder diese D

im
ension ist das 

ausgesprochene A
ufheben derselben. D

aß dies ihre W
ahrheit ist, liegt in der U

nm
ittelbarkeit des sich 

A
ufhebens der M

om
ente, d. h. aber ihres N

ichtbestehens. A
ber die Zeit ist nur dieses U

nterscheiden; 
sie ist nicht da, insofern ihre U

nterschiede nicht sind; und sie sind nicht in dieser U
nm

ittelbarkeit 
des Sichaufhebens; sie ist die reine V

erm
ittlung, die vielm

ehr in die U
nm

ittelbarkeit zusam
m
ensinkt. 

Sie hat w
ie der Raum

 die Zeit, so sie ihn zu ihrem
 Resultate.

〔D
iese U

nm
ittelbarkeit, w

orein die Zeit 
zurückgegangen, ist zugleich eine andere als die erste, von der w

ir anfingen; denn sie ist die ebenso 
absolut verm

ittelte. – Sie erst ist die Substanz beider, die Einheit, [die] ihr Bestehen ist, aber als die sie 
noch [nicht] gesetzt w

aren, sondern deren ein M
om

ent außer jedem
 in das A

ndere fiel. Sie ist die D
auer; 

erst in dieser sind Zeit und Raum
.

〕»

（
114)  ［
訳
注
］『
精
神
現
象
学
』「
序
文
」
で
の
言
葉
（
の
言
い
換
え
）
か
。「
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
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
死
に
耐
え
、
死
の
な
か
に
自
ら
を
維
持
す
る
生

で
あ
る
」（W

3 36

〔
前
掲
翻
訳
書
『
精
神
の
現
象
学
』
上
巻
、
三
一
頁
〕）。

（
115)  ［
訳
注
］単
行
本
版
で
は
こ
の
後
、次
の
一
節
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
う
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
終
焉
な
い
し
時
間
の
停
止
こ
そ
が
体
系

の
本
質
的
な
条
件
で
あ
り　
　

ア
テ
ナ
の
梟
は
夜
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
飛
翔
を
始
め
る　
　

、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
本



136

質
的
な
条
件
は
す
で
に

0

0

0

実
現
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
歴
史
は
実
際
に
完
結
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
彼
は
体

系
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る　
　

で
き
た　
　

と
。」

訳
者
解
題

　

本
論
文
はA

lexandre K
oyré, « H

egel à Iéna (À
 propos de publications récentes) », in R

evue dʼ H
istoire et de 

Philosophie religieuses, tom
e 15, Strasbourg: Bureau de la revue, 1935, pp. 420–458

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. 147–189

）。
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
主
と
し
て
、
当
時
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
イ
エ
ー
ナ
講
義
録
」

の
解
説
を
試
み
て
い
る
。こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
一
八
〇
三　

一
八
〇
六
年
に
お
こ
な
っ
た
講
義
の
草
稿
で
、最
初
、Ｇ
・

ラ
ッ
ソ
ン
と
Ｊ
・
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
ら
に
よ
っ
て
企
図
さ
れ
た
全
集
の
一
部
と
し
て
出
版
さ
れ
る
（Jenenser Logik, M

etaphysik 
und N

aturphilosophie (1923); Jenenser R
ealphilosophie (vol. 1, 1932; vol. 2, 1931)

）。こ
れ
ら
テ
ク
ス
ト
は
後
に
ア
カ
デ
ミ
ー

版
全
集
に
『Jenaer System

entw
ürfe

』（
全
三
巻
）
と
し
て
改
題
さ
れ
て
再
録
さ
れ
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
今
日
で
は
「
イ
エ
ー
ナ

体
系
構
想
」
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
（
1
）。
コ
イ
レ
が
本
論
文
を
発
表
し
た
頃
（
一
九
三
五
年
）、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
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研
究
は
、
一
九
〇
七
年
に
Ｈ
・
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
編
集
出
版
さ
れ
た
『
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
』（
一
七
九
三
年
か
ら
一
八
〇
〇
年

頃
ま
で
の
諸
論
文
）
を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
。
こ
の
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
著
作
の
公
刊
に
よ
っ
て
、
弁
証
法
と
い
う
冷
淡
な
鋼
鉄
の

機シ
ス
テ
ム械
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た
ロ
マ
ン
主
義
的
な
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
が
発
見
さ
れ
、
つ
ま
り
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
「
前
史
」
の
発
見
で

あ
っ
た
。
す
で
に
完
成
状
態
で
提
示
さ
れ
て
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
理
解
に
絶
望
し
て
い
た
人
々
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
読
解
の
鍵
が
あ
る
と
考
え
、
熱
狂
し
た
の
だ
っ
た
。
実
際
、『
論
理
学
』
や
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
老
ヘ
ー
ゲ
ル
に
比

べ
て
、『
初
期
神
学
論
集
』
の
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
は
は
る
か
に
身
近
で
、
理
解
し
や
す
か
っ
た
。
こ
の
風
潮
に　
　

青
年
時
代
の
研
究
の

利
点
や
重
要
性
を
認
め
つ
つ　
　

コ
イ
レ
は
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
単
純
に
、
壮
年
期
の
著
作
と
り
わ
け
『
論
理
学
』
を
過
小
評
価
し
誤
解

す
る
危
険
で
あ
る
。『
論
理
学
』
こ
そ
は
コ
イ
レ
か
ら
す
れ
ば
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
軽
視
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

だ
け
で
な
く
、
哲
学
そ
の
も
の
の
無
理
解
へ
も
通
ず
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
コ
イ
レ
の
観
点
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
読
解
の
鍵

は
そ
れ
ら
『
初
期
神
学
論
集
』
よ
り
む
し
ろ
こ
の
イ
エ
ー
ナ
期
の
仕
事
に
こ
そ
あ
っ
た
。『
精
神
現
象
学
』（
一
八
〇
七
年
）
公
刊
直
前

の
こ
の
時
代
は
、
コ
イ
レ
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
熱
烈
で
肥
沃
で
あ
り
、
決
定
的
な
形
成
の
時
期
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研

究
室
で
彼
の
歩
み
に
一
歩
ず
つ
就
き
従
い
、そ
の
方
法
と
思
想
の
構
築
現
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、と
。
け
れ
ど
も
、イ
エ
ー

ナ
期
の
「
体
系
構
想
」
は
『
初
期
神
学
論
集
』
の
と
き
ほ
ど
の
反
響
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
前
者
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
も
う
あ
ま
り

に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
イ
エ
ー
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、青
年
時
代
の
面
影
も
な
く
、す
で
に
『
精
神
現
象
学
』、『
エ

ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』、『
論
理
学
』
へ
の
道
を
歩
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
コ
イ
レ
が
こ
こ
で
際
立
た
せ
て
解
釈
を

試
み
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
時
間
」
概
念
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
イ
レ
の
本
論
文
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
論
考
「
差
延
」
で
言
及
し
て
い
る
論
文
で
も
あ
る
。
デ

リ
ダ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「differente Beziehung

（
差
異
的
関
係
）」
と
い
う
語
に
コ
イ
レ
が
付
し
た
註
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
コ
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イ
レ
は
こ
の
語
を
本
文
で
「rapport différent

」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
註
を
付
し
、
そ
れ
は
「rapport différenciant

（
差

異
化
す
る
関
係
）」
と
も
訳
し
た
い
と
述
べ
（
註
71
）、
同
じ
く
註
75
で
は
「
差
異
的

0

0

0

〔différent

〕
の
語
は
こ
こ
で
は
能
動
的
な
意
味

で
解
さ
れ
て
い
る
」
と
記
す
（
本
論
一
二
〇
頁
参
照
）。
コ
イ
レ
に
よ
れ
ば
、
要
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
「differente

」
は
「
能

動
的
な
差
異
化
」
を
言
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
こ
の
語
の
仏
訳
は
「différenciant

」
の
語
の
方
が
相
応
し
い
（
本
論
八
四　

八
五

頁
で
の
「
差
異
」
に
つ
い
て
の
見
解
も
ま
た
示
唆
的
で
あ
る
）。
こ
の
指
摘
は
デ
リ
ダ
か
ら
す
る
と
き
わ
め
て
適
切
で
あ
り
、
実
に
好

都
合
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「différence

」
が
「a

」
を
伴
う
こ
と　
　
「différenciant

」　　

に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
事
態
は

「différance

」
へ
と
転
が
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
述
べ
る
。「《différant

》
あ
る
い
は
《différance

》
と
（ a 

つ
き
で
）
書
く

こ
と
は
、
そ
れ
で
す
で
に
、
こ
の
特
別
な
地
点
に
お
い
て
い
か
な
る
脚
注
や
説
明
も
な
し
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
翻
訳
を
可
能
に
す
る
と
い
う

有
用
性
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
地
点
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
説
の
絶
対
的
に
決
定
的
な
地
点
で
も
あ
る
」（
2
）。
ひ
と
こ
と

で
言
え
ば
、
デ
リ
ダ
は
コ
イ
レ
の
こ
の
指
摘
が
伝
統
的
哲
学
の
外
部
な
い
し
他
者
を
暗
示
し
て
い
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

デ
リ
ダ
が
こ
こ
で
強
調
し
、
そ
の
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
傑
出
し
た
註
を
コ
イ
レ
が
付
し
た
と
こ
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
的
に
決
定
的
な

地
点
」
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
が
「
時
間
」
に
つ
い
て
の
叙
述
部
で
あ
る
。
実
際
、「
差
異
化
作
用
〔différenciation

〕
に
お
い
て
、

差
異
化
作
用
に
よ
っ
て
、
時
間
の
弁
証
法
的
運
動
が
構
成
さ
れ
る
」（
本
論
九
一　

九
二
頁
）
と
い
う
コ
イ
レ
の
言
葉
は
ま
っ
た
く
デ

リ
ダ
的
で
あ
る
。

　

デ
リ
ダ
に
そ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
の
地
平
を
（
意
図
せ
ず
）
提
供
し
つ
つ
も
、
コ
イ
レ
は
自
ら
の
主
眼
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間

論
の
積
極
的
な
解
釈
を
試
み
る
。
コ
イ
レ
は
、『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』（
と
く
に
「
自
然
哲
学
」）
で
の
（
老
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時

間
分
析
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
根
底
的
な
読
解
の
た
め
に
、
イ
エ
ー
ナ
時
代
の
「
自
然
哲
学
」
草
稿
に
訴
え
る
。
テ
ク
ス
ト
を
長
大
に

引
用
（
つ
ま
り
仏
訳
）
し
つ
つ
、
コ
イ
レ
が
強
調
す
る
の
は
「
将
来
（Zukunft
）」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
、「
今
」
を
起
点
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と
す
る
伝
統
的
な
時
間
概
念
に
は
従
わ
ず
、「
将
来
」
を
起
点
と
す
る
。「
ま
さ
し
く
こ
の
将
来
〔avenir

〕
こ
そ
、
ま
ず
最
初
に
《
来

た
る
べ
き
も
の
〔à-venir

〕》
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現
前
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
《
来
た
る
べ
き
も
の
》
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

《
今
》
で
あ
っ
た
も
の
を
、《
も
は
や
な
い
〔le « nʼest plus »

〕》
の
方
へ
と
投
げ
返
す
。
将
来
は
こ
れ
を
為
し
な
が
ら
自
己
自
身
を

否
認
し
て
今
度
は
《
今
》
に
な
り
、
そ
う
し
て
新
た
な
《
来
た
る
べ
き
も
の
》
に
よ
っ
て
今
度
は
そ
れ
も
ま
た
《
も
は
や
な
い
》
へ
と

投
げ
返
さ
れ
、《
か
つ
て
》
へ
と
変
容
す
る
」（
本
論
八
七
頁
）。
将
来
が
最
優
位
な
も
の
と
し
て
、
過
去
に
先
立
ち
、
現
在
を
触
発
し
、

時
間
を
そ
れ
と
し
て
現
象
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
イ
レ
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
時
間
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
精

神
の
時
間
に
し
て
弁
証
法
的
な
時
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
コ
イ
レ
は
自
ら
の
洞
察
を
述
べ
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
と
は
何
よ
り
も
ま
ず

人
間
的
な

0

0

0

0

時
間
で
あ
り
、
人
間
の
時
間

0

0

0

0

0

で
あ
る
」（
本
論
八
八
頁
）。
時
間
が
あ
の
よ
う
に
将
来
を
源
泉
と
す
る
の
は
、
コ
イ
レ
に
よ
れ

ば
、
そ
の
時
間
が
「
人
間
の
時
間
」
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
人
間
的

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
、
ヘ
ー
ゲ

ル
的
時
間
は
同
時
に
弁
証
法
的

0

0

0

0

で
あ
る
」（
同
上
）。
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
（
と
く
に
『
精
神
現
象
学
』）
の
人
間
学
的
読
解
の
可
能

性
が
開
か
れ
、
後
に
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
こ
れ
を
徹
底
的
に
開
発
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
（
3
）。

　

と
こ
ろ
で
、コ
イ
レ
に
よ
る
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
、と
く
に「
将
来
」を
最
優
位
に
置
く
読
解
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の『
存
在
と
時
間
』

の
言
説
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
（
4
）。
実
際
、『
存
在
と
時
間
』
そ
れ
自
身
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
論
を
扱
っ
て
お
り
、
だ
が
し
か
し
、

実
を
言
え
ば
、
コ
イ
レ
の
読
解
は
そ
の
議
論
に
即
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
『
存
在
と
時
間
』
第
八
二
節
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
概
念
を
論
じ
る
節
）
は
冒
頭
で
、「
歴
史
の
展
開
は
時
間
の
な
か
へ
落
ち
る
」（
5
）

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
命
題
を
引
用
し
、
同
時
に
、
歴
史
は
た
だ
精
神
の
み
が
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
を
「
精
神

は
時
間
の
な
か
へ
落
ち
る
」（
6
）
と
言
い
換
え
る
。
こ
こ
で
の
「
時
間
の
な
か
へ
（in die Zeit

）」
と
い
う
表
現
を
捉
え
て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
も
ま
た
通
俗
的
な
時
間
理
解
で
時
間
を
扱
っ
て
い
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
時
間
を
抽
象
的
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な
も
の
と
し
て
、
存
在
者
が
そ
の
な
か
へ
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
空
虚
な
入
れ
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
、
と
。
こ
う
し
た
解
釈
を
コ
イ

レ
は
採
ら
な
い
。
コ
イ
レ
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
反
対
に
そ
う
し
た
空
虚
な
抽
象
的
時
間
を
こ
そ
破
壊
し
よ
う
と
企
て
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
そ
の
も
の
を
見
出
し
、「
時
間
の
精
神
的
実
在
」（
本
論
八
五
頁
）
を
叙
述
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
コ
イ
レ
は
、
あ
た
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
抗
す
る
か
の
よ
う
に
、
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
に
反
論
す
る
。「
Ｊ
・
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
は
〔
ヘ
ー

ゲ
ル
の
表
現
《Geist ist Zeit

》
を
〕《Geist ist in der Zeit

》
の
か
た
ち
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
よ
う
な
修
正
を
す
べ
き
と
は
思
わ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
精
神
は
時
間
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
時
間
は
精
神
で
あ
る
」（
本
論
九
〇　

九
一
頁
）。

　

結
局
、「in die Zeit

」
と
表
記
さ
れ
る
時
間
は
抽
象
的
時
間
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
的
時
間
と
は
異
な
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ

ル
の
精
神
的
時
間
は
、「
通
俗
的
時
間
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
根
源
的
時
間
」
に
等
し
い
、
と
コ
イ
レ

は
考
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
時
間
性
は
根
源
的
に
は
将
来
か
ら
時
間
化
す
る
」（
7
）。
根
源
的
時
間
の
こ
の
特
徴
を
、
コ
イ

レ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
的
時
間
に
見
出
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
の
が
「
イ
エ
ー
ナ
体
系
草
稿
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
論
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
時
間
性
を
洞
察
す
る
と
い
う
仕
事
は
、
後
に
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
マ
ラ
ブ
ー

が
（
コ
イ
レ
以
上
に
）
徹
底
的
に
成
し
遂
げ
る
も
の
で
も
あ
る
。
た
だ
し
マ
ラ
ブ
ー
は
、
ま
さ
し
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
将
来
」
の
名
を
冠

す
る
そ
の
著
書
に
お
い
て
、コ
イ
レ
（
の
本
論
文
）
に
は
「
序
論
」
で
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
触
れ
る
だ
け
で
あ
る
（
8
）。
こ
の
点
に
関
し
て
、

デ
リ
ダ
が
「
最
大
限
の
賛
辞
と
最
大
限
の
批
判
を
込
め
て
」
マ
ラ
ブ
ー
に
指
摘
す
る
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、「
フ
ラ
ン
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
受

容
を
記
述
す
る
際
、
コ
イ
レ
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
分
析
が
手
薄
だ
し
、
ま
た
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
功
績
に
触
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
？
」
と
い

う
問
い
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
（
9
）、
大
変
興
味
深
い
。
実
際
、
後
に
マ
ラ
ブ
ー
は
ま
さ
し
く
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に

な
る
（
10
）。
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最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
コ
イ
レ
が
本
論
文
で
際
立
た
せ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
特
徴
が
あ
る
。
存
在
の
「
不
安
定
（inquiétude; 

U
nruhe

）」
で
あ
る
。
精
神
が
弁
証
法
的
に
運
動
し
、「
生
成
」
が
生
じ
る
の
は
、
存
在
が
す
で
に
「
不
安
定
」
だ
か
ら
で
あ
る
。「
こ

の
不
安
定
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
実
在
的
な
も
の
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
」（
本
論
七
二
頁
）。
そ
れ
は
無
限
の
な
か
の
有

限
で
あ
り
、
永
遠
の
な
か
の
時
間
で
あ
る
。
コ
イ
レ
は
そ
れ
を
巧
み
な
語
源
学
的
（
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
、
あ
る
い
は
後
の
デ
リ

ダ
的
）
な
語
句
で
表
現
し
つ
つ
（
本
論
七
六
頁
）、
そ
れ
が
言
わ
ば
弁
証
法
と
い
う
機
械
の
動
力
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
う
し

た
洞
察
が
後
に
、
言
及
が
な
い
と
は
い
え
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
『
ヘ
ー
ゲ
ル　

否
定
的
な
も
の
の
不
安
〔
定
〕』
を

著
す
着
想
を
与
え
た
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
（
11
）。
も
っ
と
も
、
ナ
ン
シ
ー
の
場
合
は
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ

デ
ィ
ー
』
第
三
七
八
節
（「
精
神
哲
学
」）
の
一
節
に
も
と
づ
い
て
論
を
開
始
す
る
わ
け
だ
が
、
と
は
い
え
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
不
安

定
」
と
は
、
精
神
が
静
止
や
休
息
（Ruhe
）
を
欠
い
た
（U

n-

）
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
の
ナ
ン
シ
ー
の
「
世

界
精
神
は
そ
の
固
有
の
具
体
的
な
現
実
性
の
生
き
生
き
と
し
た
不
安
定
で
あ
る
」（
12
）
と
い
う
言
葉
は
、
上
で
引
用
し
た
コ
イ
レ
の
言

葉
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
も
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
コ
イ
レ
の
本
論
文
の
主
な
特
徴
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
と
射
程
に
も
触
れ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
発
表
当

時
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ー
ナ
期
の
思
考
の
紹
介
と
解
説
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
貴
重
な
翻
訳
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
当
時
と
し
て
は
そ
れ
だ
け
で
き
わ
め
て
価
値
の
あ
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
翻
訳
も
ほ
ぼ
出
揃
い
、
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研

究
も
相
当
に
進
ん
だ
現
代
に
あ
っ
て
、
け
れ
ど
も　
　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り　
　

本
論
文
は
い
ま
だ
に
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち

の
思
考
を
触
発
し
続
け
て
い
る
（
13
）。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
コ
イ
レ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
質
を

描
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
そ
れ
は
一
方
で
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
を
介
し
て
い
わ
ゆ
る
「
構
造
主
義
」
世
代
の
思
想
家
た
ち
に
継
承
さ

れ
、他
方
で
そ
れ
は
デ
リ
ダ
や
ナ
ン
シ
ー
と
い
っ
た
そ
の
後
の
世
代
に
も
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
者
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
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コ
イ
レ
の
読
解
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
「
外
」
ま
で
見
透
か
し
て
し
ま
っ
た
、
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
論
文

は
確
実
に
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
繰
り
返
し
読
解
さ
れ
る
価
値
の
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
論
で
あ
る
。

註

（
1)  

さ
ら
に
、
今
日
の
『
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想　

Ⅱ
』
に
あ
た
る
講
義
草
稿
（
元
『
イ
エ
ー
ナ
論
理
学
・
形
而
上
学
・
自
然
哲
学
』）

に
つ
い
て
は
、
よ
り
以
前
に
、『H

egels erstes System

（
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
体
系
）』
と
し
て
も
出
版
さ
れ
て
い
た
。
整
理
す

る
目
的
で
、
以
下
に
、
各
講
義
録
の
初
出
版
と
再
編
版
の
異
同
を
記
し
て
お
く
。

　
　

 ［
一
八
〇
三
／
〇
四
年
「
自
然
哲
学
」「
精
神
哲
学
」
講
義
草
稿
］

　
　

 

・ Jenaer System
entw

ürfe I, hrsg. von K
. D

üsing und H
. K

im
m
erle, in G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel 

G
esam

m
elte W

erke in V
erbindung m

it der D
eutschen Forschungsgem

einschaft, hrsg. von der Rheinisch-
W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften, Bd. 6, H
am

burg: M
einer, 1975.

　
　

 　

 

← Jenenser R
ealphilosophie I. D

ie V
orlesungen von 1803/04. A

us dem
 M

anuskript, PhB Bd. 66b, hrsg. 
von J. H

offm
eister, Leipzig: M

einer, 1932.

　
　

 ［
一
八
〇
四
／
〇
五
年
「
論
理
学
」「
形
而
上
学
」「
自
然
哲
学
」
講
義
草
稿
］

　
　

 

・Jenaer System
entw

ürfe II, hrsg. von R.P. H
orstm

ann und J.H
. T

rede, in G
esam

m
elte W

erke, Bd. 7, 1971.



イ
エ
ー
ナ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
（
近
年
出
版
の
「
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想
」
に
つ
い
て
）
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← Jenenser Logik, M
etaphysik und N

aturphilosophie, hrsg. von G. Lasson, PhB Bd. 58, Leipzig: M
einer, 

1923 (N
achdruck, H

am
burg: M

einer, 1967). 

　
　

 　
　

 　
　

←H
egels erstes System

, hrsg. von H
. Ehrenberg und H

. Link, H
eiderberg: W

inter, 1915.

　
　
［
一
八
〇
五
／
〇
六
年
「
自
然
哲
学
」「
精
神
哲
学
」
講
義
草
稿
］

　
　

 

・ Jenaer System
entw

ürfe III, unter M
itarbeit von J. H

. T
rede; hrsg. von R.P. H

orstm
ann, in G

esam
m
elte 

W
erke, Bd. 8, 1976.

　
　

 　

 

← Jenenser R
ealphilosophie II. D

ie V
orlesungen von 1805-1806, PhB

 B
d. 67, hrsg. von J. 

H
offm

eister, Leipzig: M
einer, 1967 (Jenaer R

eal Philosophie, N
achdruck, H

am
burg: M

einer, 1967). 

　
　

 

な
お
、
断
片
の
収
録
方
針
に
つ
い
て
は
初
出
と
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
詳
細
は
省
略
し
た
。
ま

た
、
各
講
義
の
邦
訳
は
「
論
理
学
・
形
而
上
学
」、「
自
然
哲
学
」、「
精
神
哲
学
」
の
分
類
ご
と
に
再
編
集
し
て
出
版
さ
れ
て

お
り
、
必
ず
し
も
上
記
の
構
成
と
は
一
致
し
な
い
（
書
誌
情
報
は
本
論
註
18
お
よ
び
19
参
照
）。
つ
い
で
な
が
ら
、『Jenenser 

R
ealphilosophie I

』（PhB Bd. 66b

）
の
前
巻
（Bd. 66a

（
未
刊
））
に
は
「
解
説
編
」
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
2)  J. D

errida, M
arges —

 de la philosophie, Paris: M
inuit, 1972, p. 15.

（『
哲
学
の
余
白　

上
巻
』
高
橋
允
昭
・
藤
本
一
勇

訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
五
四
頁
。）

（
3)  

事
実
、
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
は
コ
イ
レ
の
本
論
文
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
の
「
決
定
的
な
論
文
」
は

「
私
の
『
精
神
現
象
学
』
解
釈
の
源
泉
で
あ
り
基
礎
を
な
し
て
い
る
」（A

. K
ojève, Introduction à la lecture de H

egel, 
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Paris: Gallim
ard, 1947, p. 367

〔『
ヘ
ー
ゲ
ル
読
解
入
門　
　
『
精
神
現
象
学
』
を
読
む
』
上
妻
精
・
今
野
雅
方
訳
、
国
文
社
、

一
九
八
七
年
、
二
〇
一
頁
〕）。

（
4)  「
可
能
性
の
優
位
性
は
、
時
間
の
他
の
《ex-stases

》（
諸
次
元
）〔
現
在
と
過
去
〕
に
対
す
る
将
来
の
優
位
性
を
前
提
と
し

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
将
来
に
も
と
づ
い
て
生
き
、
行
動
す
る
。
こ
の
点
で
〔
…
〕
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
出
会

う
」（A

. K
oyré, « Lʼévolution philosophique de M

artin H
eidegger » (1946), in É

tudes dʼhistoire de la pensée 
philosophique, Paris: Gallim

ard, 1971, p. 280

）。

（
5)  G. W

. F. H
egel, V

orlesungen über die Philosophie der W
eltgeschichte, Bd. I (E

inleitung in die V
ernunft in 

der G
eschichte), hrsg. v. G. Lasson, Leipzig: Felix M

einer, 1920, S. 133.

（
6)  M

. H
eidegger, Sein und Zeit (1927), T

übingen: M
ax N

iem
eyer, 11 A

ufl., 1967, S. 428.

（『
存
在
と
時
間　

下
巻
』

細
谷
貞
雄
・
亀
井
裕
・
船
橋
弘
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
四
年
、
三
一
八
頁
。）

（
7)  H

eidegger, op. cit., S. 331.

（
前
掲
翻
訳
書
、
一
七
〇
頁
。）

（
8)  Catherine M

alabou, LʼA
venir de H

egel Plasticité, T
em

poralité, D
ialectique, Paris: V

rin, 1996, pp. 17–18.（『
ヘ
ー

ゲ
ル
の
未
来　
　

可
塑
性
・
時
間
性
・
弁
証
法
』
西
山
雄
二
訳
、
未
來
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
八　

二
九
頁
。）

（
9)  

西
山
雄
二
「
訳
者
あ
と
が
き
」、
前
掲
翻
訳
書
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
未
来
』
三
六
三　

三
六
四
頁
。

（
10)  C. M

alabou, « N
égatifs de la dialectique. Entre H

egel et H
eidegger: H

yppolite, K
oyré, K

ojève », in La 
cham

bre du m
ilieu : de H

egel aux neurosciences, Paris: H
erm

ann, 2009, pp. 27–52.

（
邦
訳
書
も
近
日
公
刊
予
定
と

の
こ
と
。） 

マ
ラ
ブ
ー
は
こ
の
論
文
で
コ
イ
レ
の
本
論
文
を
丁
寧
に
注
釈
し
た
あ
と
、
コ
イ
レ
（
お
よ
び
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
）
の
ヘ
ー

ゲ
ル
読
解
が
「
四
つ
の
誤
解
を
基
礎
と
し
て
い
る
」
と
結
論
す
る
。
第
一
に
、
論
理
的
永
遠
性
と
歴
史
的
時
間
性
は
「
前
－
構
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エ
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成
的
な
構
造
（structures pré-constituées

）」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
概
念
の
歴
史
に
つ
い
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
も
問
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
時
間

の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
想
を
示
す
つ
も
り
で
、
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
は
別
の
思
想　
　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想　
　

が
参
照

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
将
来
の
優
位
性
と
い
う
問
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
い
で
は
な
い

こ
と
。
第
三
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
も
誤
解
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
コ
イ
レ
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
理
解
す
る
時
間
は
ハ
イ

デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
「
通
俗
的
時
間
」
で
あ
る
こ
と
。
最
後
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
せ
よ
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
せ
よ
、
そ
の
「
人

間
主
義
的
」
で
「
人
間
学
的
」
な
読
解
（La cham

bre du m
ilieu, pp. 42–43

）。
か
く
し
て
マ
ラ
ブ
ー
は
以
下
、自
ら
の
「
ヘ
ー

ゲ
ル
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
読
解
」
を
「
否
定
性
」
の
観
点
か
ら
展
開
し
て
ゆ
く
。

（
11)  J. -L. N

ancy, H
E
G
E
L, Lʼinquiétude du négatif, Paris: H

achette, 1997.

（『
ヘ
ー
ゲ
ル　

否
定
的
な
も
の
の
不
安
』
大

河
内
泰
樹
・
西
山
雄
二
・
村
田
憲
郎
訳
、
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
三
年
。）

（
12)  J. -L. N

ancy, op. cit., p. 9.

（
前
掲
翻
訳
書
、
一
七
頁
。）

（
13)  

英
語
圏
に
お
い
て
も
先
頃
、
本
論
文
の
翻
訳
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。Cf. D

oha T
azi, 

“Translation and introduction: 
A
lexandre K

oyréʼs ʻH
egel at Jena,

”, in Continental Philosophy R
eview

, vol. 51 (3), Septem
ber 2018, Springer, 

pp. 361–400.
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