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回
帰
す
る
自
然
／
自
然
の
残
滓

―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
「
客
観
的
精
神
の
哲
学
」
に
お
け
る
自
然
の
地
位
・
試
論

池
　
松
　
辰
　
男

１　

導
入
―
―
日
常
の
散
文
的
世
界
と
自
然

精
神
の
利
害
関
心
の
直
接
的
な
現
実
の
う
ち
で
こ
そ
、
ま
っ
た
き
相
対
性
は
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
人
間
の
定
在
に
お
け
る

散
文
的
領
域
の
全
体
〔die ganze B

reite der Prosa im
 m

enschlichen D
asein

〕
が
、
そ
こ
に
は
開
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔･･････

〕
こ
の
日
常
の
散
文
的
世
界
〔W

elt des A
lltäglichen und der Prosa

〕
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
個
人
は
、
そ
れ
ゆ

え
彼
自
身
の
全
体
性
に
基
づ
い
て
活
動
を
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
彼
自
身
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
他
者

に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
別
的
な
人
間
は
、
眼
前
に
見
い
だ
さ
れ
る
外
的
な
作
用
、
法
律
、
国
家
制
度
、
市

民
社
会
へ
の
依
存
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
て
、
―
―
そ
れ
を
彼
自
身
の
内
的
な
も
の
と
し
て
持
つ
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず

―
―
そ
こ
へ
屈
伏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（W

13, 197-198

1
）

　

共
同
態
に
お
け
る
全
体
性
の
喪
失
と
と
も
に
、
個
人
は
見
か
け
上
の
自
立
を
獲
得
し
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
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か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は
人
々
の
振
る
舞
い
は
、
自
ら
に
と
っ
て
他
な
る
も
の
と
し
て
の
現
存
す
る
社
会
の
秩
序
に
完
全
に
依
存
し
て

い
る
。
個
人
が
日
常
で
生
き
て
い
る
「
精
神
の
利
害
関
心
の
直
接
的
な
現
実
」
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
一
八
二
一
年
の
ア
ッ
シ
ェ
ベ
ル
ク
の
講
義
録
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
散
文
と
は
言
葉
を
抽
象
的
な
表
象

に
お
い
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。〔･･････

〕
こ
う
し
た
抽
象
的
な
表
現
を
具
体
化
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」

（G
W

28-1, 60
）。
そ
の
内
部
に
全
体
を
具
体
化
さ
せ
る
よ
う
な
統
一
を
持
た
な
い
相
互
外
在
的
な
連
関
か
ら
な
る
世
界
は
、
し
た

が
っ
て
「
日
常
の
散
文
的
世
界
」、
あ
る
い
は
「
有
限
性
と
変
化
の
世
界
、
相
対
的
な
も
の
へ
と
絡
め
取
ら
れ
て
あ
る
世
界
、
必
然

性
か
ら
く
る
強
制
の
世
界
」（W

13, 199

）
と
名
づ
け
ら
れ
も
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
、
散
文
的
世
界
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
視
線
そ
の
も
の
は
、
も
と
よ
り
「
美
学
講
義
」
の
随
所
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る2
。

だ
が
冒
頭
の
引
用
箇
所
が
わ
け
て
も
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
議
論
の
文
脈
が
も
と
も
と
「
自
然
美
の
欠
陥

0

0

0

0

0

0

」
を
巡
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
―
―
「
自
然
が
そ
の
美
に
お
い
て
〔
芸
術
の
美
に
対
し
て
〕
不
完
全
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
」（W

3, 190

）
と
い
う
問

い
へ
の
回
答
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
そ
の
当
面
の
文
脈
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

た
と
え
ば
動
物
が
そ
の
生
息
圏
域
に
最
初
か
ら
縛
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
ま
た
人
間
が
そ
の
身
体
組
織
に
対
す
る
自
然
の
猛

威
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
総
じ
て
所
与
の
自
然
の
う
ち
に
生
き
る
個
物
、
あ
る
い
は
「
直
接
的
で
自
然
的

0

0

0

な
〔
個
別
性
〕」

（W
13, 192

）
は
、
そ
の
見
か
け
上
の
自
由
と
引
き
換
え
に
、
む
し
ろ
絶
え
ざ
る
制
約
の
も
と
に
あ
る
。「
直
接
的
に
個
別
的
な
も

の
が
生
き
る
の
は
、
不
自
由
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
」（W

13, 196

）。
そ
し
て
件
の
、
精
神
が
日
常
、
第
一

0

0

に
生
き
る
「
精
神

の
利
害
関
心
の
直
接
的
な
現
実
」
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
の
他
の
自
然
の
被
造
物
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ま
さ
に
こ
う
し
た
欠
陥
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
周
知
の
通
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
自
然
と
そ
こ
に
お
け
る
美
は
不
完
全
な
も
の
で

し
か
あ
り
え
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
認
定
は
た
と
え
ば
、
一
方
で
は
自
然
の
う
ち
に
す
べ
て
を
た
だ
盲
目
的
に
破
壊
す
る
「
物
質
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の
目
的
な
き
カ
オ
ス
と
い
う
深
淵
」
へ
の
視
線
を
抱
き
つ
つ
、
他
方
に
同
じ
そ
の
自
然
の
も
と
で
美
と
崇
高
を
問
う
カ
ン
ト
と
は
、

ち
ょ
う
ど
対
照
的
で
あ
る3
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
、
自
然
の
こ
の
「
直
接
的
な
現
実
の
欠
陥
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
芸
術
美

の
必
然
性
は
導
き
出
さ
れ
て
く
る
」（W

13, 202

）。
自
然
〔N

atur

〕
に
代
わ
っ
て
芸
術
〔K

unst

〕
が
、
あ
る
べ
き
「
精
神
的
な
魂

あ
る
あ
り
か
た
」
を
、「
外
的
に
自
由
な
仕
方
で
呈
示
す
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（ebd.

）。

　

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
事
柄
は
、
や
は
り
自
然
的

0

0

0

な
個
別
性
に
お
い
て
生
き
ら
れ
て
い
る
「
精
神
の
利
害
関
心
の
直
接
的
な
現
実
」

と
し
て
の
あ
の
所
与
の
散
文
的
世
界
に
お
い
て
も
、
同
様
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
―
―

当
該
の
文
脈
で
は
も
は
や
明
言
は
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
―
―
眼
前
に
見
い
だ
さ
れ
た
所
与
の
散
文
的
世
界
も
、
芸
術
と
同
様
に

0

0

0

0

0

0

、
精

神
自
身
を
呈
示
す
る
よ
う
な
新
た
な
存
在
様
式
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
属
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、

人
倫
的
な
も
の
は
、〔･･････
〕
そ
の
個
人
の
普
遍
的
な
行
為
の
様
式
と
し
て
、
す
な
わ
ち
習
俗
〔Sitte

〕
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
―
―
そ
れ
は
第
二
の
自
然
〔eine zw

eite N
atur

〕
と
し
て
の
、
人
倫
的
な
も
の
を
巡
る
習
慣
〔G

ew
ohnheit

〕
で
あ
り
、

第
一
の
た
ん
に
自
然
的
な
意
志
に
代
わ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
、
個
人
の
生
活
の
魂
と
意
味
と
現
実
性
と
を
貫
く
も
の
で
あ

り
、
一
箇
の
世
界
と
し
て
生
き
生
き
と
現
前
し
て
い
る
よ
う
な
精
神
で
あ
る
。（G

W
14-1, 141

）

　

人
倫
は
、
具
体
的
に
は
人
々
が
共
有
す
る
普
遍
的
な
習
慣
／
習
俗
と
い
う
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
し
た
が
っ
て
人
々
に

お
い
て
あ
た
か
も
自
然
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
き
ら
れ4
、
そ
の
限
り
で
ま
た
そ
れ
自
体
が
人
々
の
行
為
連
関
か
ら
な
る
一
つ
の
世
界
を
な
し
、

―
―
な
お
か
つ
な
に
よ
り
、「
第
一
の
た
ん
に
自
然
的
な
意
志
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
世
界
を
そ
の
存
在
様
式
ま
る
ご
と

置
き
換
え
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
が
か
く
し
て
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
近
代
の
「
人
倫
」
一
般
を
「
第
二

0

0

の
自
然

0

0

0

」
と
も
呼
ぶ
と
き
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
意
識
は
、
芸
術
美
と
自
然
美
の
関
係
を
巡
る
そ
れ
と
紛
れ
も
な
く
連
続
し
て
い
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る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
や
や
丁
寧
に
前
置
き
を
し
た
の
は
、（
少
な
く
と
も
イ
エ
ナ
期
中
期
以
降
の
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
基
調
、
す
な
わ
ち
「
精

神
は
自
然
よ
り
も
高
次
で
あ
る
」（G

W
4.464

）
と
い
う
次
第
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
精
神
哲
学
体
系
内
部
で
改
め
て
浮
き
彫
り
に

す
る
た
め
で
あ
る
。
―
―
自
然
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
「
諸
々
の
概
念
規
定
を
も
っ
ぱ
ら
抽
象
的
に
保
持
し
、

ま
た
特
殊
的
な
も
の
の
な
す
こ
と
を
外
的
に
規
定
可
能
な
仕
方
で
放
置
す
る
こ
と
」（G

W
20, 240

）
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
示
す

の
は
「
自
然
の
無
力
〔O

hnm
acht der N

atur

〕」
で
し
か
な
い
。
少
な
く
と
も
諸
項
を
自
ら
形
成
す
る
こ
と
の
な
い
相
互
外
在
的
な

連
関
と
し
て
現
前
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
端
的
な
自
然
の
あ
り
か
た
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
無
価
値

0

0

0

で
あ
る5
と
同
時
に
無
力

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
精
神
特
有
の
あ
り
か
た
は
む
し
ろ
、
―
―
美
に
お
い
て
は
芸
術
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
い
て
は
そ

れ
自
身
の
措
定
し
た
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
の
人
倫
に
よ
っ
て
―
―
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
与
の
自
然
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
置
き

換
え
て
ゆ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
自
然
の
主
人
と
な
る
」（G

W
8, 287, A

m
 R

ande

）
と
い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
問
題
の
組
み
立
て
は
本
当
に
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
以
下
の
イ
エ
ナ
期
の
過
渡
期
的
な
叙
述
の
う
ち
に
は
、
自
然
と
精
神
と
の
関
係
を
巡
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
う
一
つ
の
隠

さ
れ
た
問
題
意
識
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
が
自
然
を
征
服
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
間
自
身
は
ま
す
ま
す
低
劣
に
な
る
。
人
間
は
自
然
を
様
々
な
機
械
を
通
じ
て
加
工
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
労
働
行
為
の
必
要
を
廃
棄
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
労
働
行
為
を
単
に
排
除
し
て
自
然
か
ら

遠
ざ
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
、
人
間
は
生
け
る
も
の
と
し
て
の
自
然
に
生
き
生
き
と
向
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。〔･･････

〕
人
間
に
残
さ
れ
た
労
働
行
為
は
、
そ
れ
自
身
が
よ
り
機
械
に
従
う
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。（G

W
6. 321

）
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人
間
の
精
神
は
、
先
述
の
通
り
自
然
の
主
人
と
し
て
自
然
自
身
の
存
在
様
式
を
置
き
換
え
新
た
に
す
る
な
か
で
現
前
し
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、
そ
の
当
の
過
程
か
ら
の
帰
結
そ
の
も
の
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
機
械
制
労
働
―
―
自
然
の
力
を
媒
介
と
す

る
こ
と
で
、
道
具
を
使
用
す
る
身
体
の
直
接
の
負
荷
か
ら
距
離
を
と
る
労
働
―
―
が
、
む
し
ろ
人
間
の
精
神
を
「
低
劣
に
す
る
」
と

言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
節
が
具
体
的
に
提
起
し
て
い
る
問
題
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
労
働
が
そ
れ
自
身
機
械
的
と
な
り
ま
た
そ
の
た
め
に

自
ら
の
産
み
出
す
機
械
制
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
に
至
る
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
―
―
当
該
の
事

態
と
第
二
の
自
然
／
習
慣
／
「
精
神
の
機
械
制
」
と
の
関
係
一
般
と
と
も
に
―
―
す
で
に
別
の
拙
論
で
詳
細
な
検
証
を
し
て
い
る6
。

そ
の
大
枠
に
つ
い
て
は
ま
た
第
三
節
で
振
り
返
る
と
し
て
、
目
下
重
要
な
の
は
、
す
で
に
精
神
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
ん
な
る

契
機
と
し
て
引
き
下
が
っ
た
か
に
見
え
る
自
然
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
な
お
姿
を
現
し
か
つ
独
自
に
働
き
続
け
て
い
る
、
と
い
う
次

第
で
あ
る
。
そ
れ
も
精
神
と
の
相
互
外
在
的
な
対
立
に
お
い
て
で
は
な
い
。
精
神
が
「
自
己
自
身
の
主
人
と
な
る
」
当
の
生
成
過
程

0

0

0

0

0

0

の
内
部
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
先
般
の
拙
論
に
お
い
て
は
、
議
論
の
文
脈
が
な
お
市
民
社
会
に
お
け
る
機
械
制
労
働
を
巡
る
問
題
に
限
ら
れ
て
い
た

た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
内
部
で
問
題
の
射
程
を
よ
り
広
く
見
定
め
る
と
こ
ろ
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
以
下
、
こ

の
課
題
を
引
き
継
ぎ
落
丁
を
補
う
観
点
か
ら
、
一
般
に
「
第
二
の
自
然
」
を
措
定
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
が
「
自
己
自
身
の
主
人

と
な
る
」
当
の
生
成
過
程
の
内
部
で
、
い
か
に
し
て
自
然
が
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
、
よ
り
広
汎
な
観
点
か
ら

論
点
を
提
起
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
と
思
う
。
―
―
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
、自
然
は
、第
一
に
同
じ
「
市
民
社
会
」
の
内
部
で
、

自
然
的
必
然
性
か
ら
解
き
放
た
れ
て
ゆ
く
そ
の
過
程
の
只
中
で
か
え
っ
て
生
身
の
身
体
の
「
窮
乏
」
と
し
て
回
帰
し
て
く
る
。
第
二

に
、
そ
の
市
民
社
会
の
課
題
を
引
き
受
け
つ
つ
教
養
形
成
の
最
終
段
階
と
し
て
示
さ
れ
る
国
家
に
あ
っ
て
さ
え
も
、
ま
さ
に
そ
の
頂

点
に
お
い
て
「
自
然
の
最
後
の
残
滓
」
が
構
造
的
に
必
然
的
な
契
機
と
し
て
取
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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２　

市
民
社
会
と
回
帰
す
る
「
自
然
」

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
論
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
欲
求
の
体
系
〔System

 der B
edürfnisse

〕」
の
基
本
的
問
題
設
定
を
、
想
起

し
て
お
き
た
い7
。

労
働
と
欲
求
充
足
の
こ
う
し
た
依
存
性
と
相
互
性
に
お
い
て
、
主
観
的
な
利
己
心
は
、
す
べ
て
の
他
者
の
欲
求
を
充
足
さ
せ

る
た
め
の
貢
献
へ
と
転
化
す
る
。〔･･････

〕各
人
は
、自
ら
の
た
め
に
獲
得
し
生
産
し
享
受
し
な
が
ら
も
、ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ

て
他
の
人
々
の
た
め
に
生
産
し
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
―
―
万
人
の
依
存
と
い
う
全
面
的
な
交
錯
の
う
ち

に
あ
る
―
―
必
然
性
が
、
い
ま
や
各
人
に
と
っ
て
普
遍
的
な
、
持
続
す
る
資
産
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
各
人
に
対
し
、

自
ら
の
教
養
形
成
と
熟
練
技
能
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
参
加
し
て
自
ら
の
生
計
を
確
保
す
る
と
い
う
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。（G

W
14-1, 169

）

　

欲
求
の
体
系
に
お
い
て
は
、
人
々
の
抱
く
そ
の
つ
ど
特
定
の
欲
求
は
、
つ
ね
に
他
者
と
あ
ら
か
じ
め
共
有
／
交
換
可
能
な
も
の
と

し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
私
の
労
働
の
所
産
が
価
値
を
持
つ
の
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
万
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
交

換
可
能
な
商
品
で
あ
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
限
り
で
ま
た
、
市
民
社
会
に
生
き
る
限
り
、
ひ
と
は
特
定
の
対
象
を
巡
る
自
ら
の
自
然
的

0

0

0

な
欲
望
〔B

egierde

〕
か
ら
解
放

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ひ
と
が
そ
こ
で
従
う
の
は
む
し
ろ
、
社
会
全
体
が
自
然
と
は
別
の
仕
方
で
与
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
こ
ろ
の
、
な
ん
ら
か
普
遍
性
を
持
つ
表
象
で
あ
る
。「
こ
う
し
た
社
会
的
な
契
機
の
う
ち
に
は
、
自
然
的
必
然
性
か
ら
解
き
放
た
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れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
欲
求
を
巡
る
厳
密
な
自
然
的
必
然
性
は
隠
さ
れ
て
、
人
間
は
自
ら
の
、
そ
れ
も
或
る
普
遍

的
な
意
見

0

0

〔M
einung

〕、
な
ら
び
に
も
っ
ぱ
ら
自
ら
形
作
っ
た
必
然
性
の
も
と
で
〔･･････

〕
ふ
る
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」

（G
W

14-1, 167

）。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
社
会
的
な
も
の
、「
普
遍
的
な
意
見
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
欲
求
の
充
足
に
対
応
す
る
労
働
の

仕
方
も
ま
た
、
他
者
と
の
間
で
通
用
可
能
な
普
遍
性
を
、
よ
り
具
体
的
に
は
た
と
え
ば
「
自
ら
の
行
為
を
―
―
一
方
で
は
素
材
の
本

性
に
し
た
が
っ
て
、
他
方
で
と
り
わ
け
他
者
の
恣
意
に
し
た
が
っ
て
―
―
制
限
す
る
こ
と
の
習
慣

0

0

、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
を
巡
る
規
律

訓
練
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
客
観
的
行
為
お
よ
び
普
遍
的
熟
練
技
能
〔G

eschicklichkeit

〕
の
習
慣

0

0

」（G
W

14-1, 168

）
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
。
―
―
欲
求
の
体
系
は
、
か
く
し
て
ひ
と
ま
ず
は
、
個
人
を
し
て
そ
の
所
与
の
自
然

0

0

0

0

0

を
乗
り
越
え
さ
せ
、
人
倫
一

般
に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
／
な
ん
ら
か
普
遍
的
な
様
式
を
持
つ
習
慣

0

0

／
第
二
の
自
然

0

0

0

0

0

の
場
へ
と
媒
介
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

だ
が
問
題
は
、
こ
の
帰
結
が
欲
求
の
体
系
の
半
面
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
間
の
欲
求
を
通
じ
そ
の
人
間
の
連
関
が
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
欲
求
の
た
め
の
手
段
を
準
備
・
調
達
す

る
仕
方
が
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
の
蓄
積
は
増
大
す
る
。〔･･････

〕
け
れ
ど
も
こ
れ
は
一
面
で
あ
る
。
他
面
で
は
、

特
殊
な
労
働
の
個
別
化
・
制
限
と
、
か
く
し
て
ま
た
こ
の
労
働
に
拘
束
さ
れ
る
階
級
の
依
存
と
窮
乏
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。

（G
W

14-1, 193

）

　

欲
求
の
体
系
の
進
行
と
と
も
に
富
は
過
剰
な
ほ
ど
に
蓄
積
す
る
一
方
で
、
そ
れ
は
必
ず
分
業
の
極
度
の
進
行
と
固
定
、
な
ら
び

に
貧
富
の
格
差
を
伴
う
。
な
ぜ
か
。
そ
も
そ
も
市
民
社
会
に
お
い
て
は
「
自
ら
の
生
計
を
確
保
す
る
と
い
う
可
能
性
」（G

W
14-1, 
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169

）
は
、
一
般
に
可
能
性

0

0

0

に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
事
柄
は
「
主
観
的
な
側
面
か
ら
み
て
、
な
お
偶
然
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、〔
普
遍
的
な
資
産
の
配
分
の
可
能
性
に
対
す
る
〕
件
の
保
障
が
熟
練
技
能
、
健
康
、
資
本
な
ど
の
条
件
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
う
な
の
で
あ
る
」（G

W
14-1, 191

）。

　

欲
求
の
体
系
が
そ
れ
自
身
の
外
部

0

0

に
あ
る
所
与
の
自
然
的
／
偶
然
的
条
件
を
完
全
に
は
排
除
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち

ろ
ん
そ
れ
自
体
重
大
な
課
題
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
課
題
そ
の
も
の
は
、
ど
の
形
態
の
社
会
に
お
い
て
も
ひ
と
ま
ず
は
中
立
的

0

0

0

で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
問
題
の
核
心
は
む
し
ろ
、
こ
の
偶
然
が
社
会
内
部
で
決
定
的
な
分
裂
を
も
た
ら
す
の
を
可
能
と

す
る
、
条
件
の
ほ
う
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
条
件
は
欲
求
の
体
系
が
そ
の
自
然
的
必
然
性
か
ら
解
き
放
た
れ
る
当
の
過
程

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に

あ
る
の
で
あ
る
。

諸
々
の
欲
求
や
手
段
や
享
楽
を
際
限
な
く
多
様
化
・
種
別
化
す
る
と
い
う
、
こ
の
社
会
の
趨
勢
に
は
―
―
自
然
的
欲
求
と
教

養
形
成
を
経
た
欲
求
と
の
間
の
差
異
と
同
様
に
―
―
限
界
が
な
い
。
こ
の
趨
勢
は
一
方
で
は
奢
侈
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方

で
は
ま
た
依
存
と
窮
乏
と
の
無
限
の
増
大
で
あ
る
。（G

W
14-1, 167-168

）

　

先
述
の
通
り
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
欲
求
相
互
の
連
関
の
う
ち
で
、
人
間
は
ひ
と
ま
ず
は
「
自
然
的
必
然
性
か
ら
解
き
放
た

れ
る
」。
だ
が
当
の
欲
求
そ
の
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
性
質
の
た
め
に
、
不
断
に
多
様
化
・
拡
張
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
、
限

度
を
持
た
な
い8
。
た
と
え
ば
動
物
で
あ
れ
ば
自
然
に
持
つ

0

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
よ
う
な
欲
求
の
限
度9
が
、「
教
養
形
成
を
経
た
欲
求
」
に
は

か
え
っ
て
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ひ
と
た
び
加
速
し
た
欲
求
の
増
大
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
分
業
の
進
行
の
加
速
と
と

も
に
、（
さ
も
な
け
れ
ば
必
ず
し
も
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
）
諸
々
の
自
然
的
／
偶
然
的
条
件
を
、か
え
っ

て
そ
の
ま
ま
労
働
者
間
の
格
差
に
決
定
的
に
反
映
・
固
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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も
と
よ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
欲
求
の
体
系
内
部
で
の
格
差
／
貧
困
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
す
で
に
早
く
か
ら

知
ら
れ
て
い
る10
。
だ
が
こ
こ
で
の
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、
欲
求
の
体
系
の
進
行
と
と
も
に
解
き
放
た
れ
る
は
ず
の
あ

の
自
然
的
必
然
性
が
回
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
に
あ
る
。

人
間
の
身
体
組
織
も
、
そ
の
身
体
的
な
定
在
に
つ
い
て
は
、
動
物
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
外
的
な
自
然
の
力
に

対
し
や
は
り
依
存
し
て
い
て
、
同
様
に
ま
た
偶
然
、
不
十
分
な
自
然
的
欲
求
、
破
壊
的
な
病
気
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

欠
乏
と
困
窮
に
晒
さ
れ
て
い
る
。（W

13, 197

）

　

先
般
の
「
美
学
講
義
」
か
ら
の
引
用
で
、
精
神
の
直
面
す
る
「
散
文
的
世
界
」
の
分
析
に
先
だ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
身
体

組
織
が
そ
の
自
然
に
お
い
て
持
つ
不
完
全
性
に
も
言
及
し
て
い
た11
。
そ
し
て
や
は
り
見
ら
れ
た
通
り
、
こ
の
自
然
の
不
完
全
性
は
、

本
来
で
あ
れ
ば
精
神
の
展
開
の
過
程
で
―
―
具
体
的
に
は
欲
求
の
体
系
を
通
じ
て
―
―
ま
ず
解
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
人
間
の
身
体
が
自
然
の
変
化
に
煩
わ
さ
れ
、
飢
え
と
渇
き
に
晒
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
一
般
に
「
自
然
的
欲
求

そ
の
も
の
な
ら
び
に
そ
の
直
接
的
な
充
足
と
い
う
の
は
、
精
神
の
あ
り
か
た
が
自
然
の
う
ち
へ
と
沈
潜
し
て
い
る
状
態
、
し
た
が
っ

て
野
蛮
で
不
自
由
な
状
態
で
し
か
な
い
」（G

W
14-1, 167

）
は
ず
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
欲
求
の
体
系
の
実
際
の
進
行
は
、
必
然
的
に
「
放
埒
と
と
も
に
悲
惨
を
、
そ
し
て
両
者
に
共
通
の
自
然
的

0

0

0

〔
身
体
的

0

0

0

physischen

〕
お
よ
び
人
倫
的
な
堕
落
の
光
景
」（G

W
14-1, 161

）
を
も
た
ら
す
。
―
―
こ
こ
で
は
い
わ
ば
、
労
働
の
熟
練
技
能
の

習
慣
に
よ
っ
て
一
度
は
普
遍
的
な
行
動
様
式
を
得
て
自
然
的
必
然
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
は
ず
の
個
人
の
う
ち
に
、
ま
さ
に
そ
の
過

程
そ
の
も
の
の
条
件
に
よ
っ
て
、
あ
の
身
体
の
剥
き
出
し
の
自
然
が
回
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る12
。
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３　

国
家
と
「
自
然
の
最
後
の
残
滓
」

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
欲
求
の
体
系
に
お
い
て
は
〔･･････

〕『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
自
由
と
自
然
を
巡
る
問
題
構
制
は
、
な
ん

ら
解
決
を
見
い
だ
す
こ
と
は
な
い
」13
。
Ｍ
・
リ
ー
デ
ル
が
指
摘
し
て
い
た
通
り
、
欲
求
の
体
系
に
お
い
て
は
結
局
、「
自
由
意
志
の

圏
域
の
中
心
に
置
か
れ
た
概
念
の
運
動
は
、
こ
こ
で
、
或
る
社
会
の
運
動
法
則
〔B

ew
egungsgesetz

〕
へ
と
―
―
概
念
に
よ
り
前

提
さ
れ
た
自
由
に
代
わ
っ
て
自
然
を
基
礎
に
持
つ
よ
う
な
運
動
法
則
へ
と
、
転
変
す
る
」14
。
欲
求
の
体
系
は
そ
れ
自
体
が
一
箇
の

外
的
な
自
然
的
必
然
性
へ
と
転
化
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
こ
で
は
よ
り
端
的
に
、
精
神
に
よ
る
措
定
の
活
動
そ
の
も
の
が
、
身
体

の
剥
き
出
し
の
自
然
に
よ
っ
て
不
断
に
宙
吊
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
す
ら
な
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
で
は
、
問
題
解
決
の
鍵
は
た
ん
に
、
市
民
社
会
に
続
く
「
或
る
新
た
な
段
階
」15
、
す
な
わ
ち
「
国
家
」
に
託
さ
れ
る

こ
と
で
済
む
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、な
る
ほ
ど
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
通
り
、（
そ
れ
自
体
は
市
民
社
会
で
定
在
を
得
る
こ
と
に
な
る
）
所
有
権
な
ど
の
権
利
も
、

ま
た
市
民
社
会
を
含
む
そ
れ
以
前
の
人
倫
の
形
態
も
、「
国
家
の
高
次
の
威
力
」（G

W
14-1, 208

）
に
従
属
し
て
い
て
、
な
お
か
つ

国
家
は
「
自
ら
の
強
さ
を
そ
の
普
遍
的
な
究
極
目
的
と
特
殊
的
な
利
害
関
心
と
の
統
一
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
」（ebd.

）。
市
民
社

会
の
持
つ
あ
の
「
そ
れ
だ
け
で
あ
る
特
殊
態
」〔G

W
14-1, 161

〕
が
解
消
さ
れ
る
場
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
そ

れ
は
確
か
に
国
家
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、国
家
そ
れ
自
身
が
あ
の
「
自
由
と
自
然
を
巡
る
問
題
構
制
」
と
端
的
に
無
縁
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、な
お
疑
わ
し
い
。

―
―
問
題
へ
の
導
入
と
し
て
、
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
構
想
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
が
、
機
械
論
的
な
国
家

0

0

0

0

0

0

0

へ
の
批
判
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。
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自
然
か
ら
人
工
物
へ
と
移
り
た
い
。
人
類
の
理
念
に
つ
い
て
、
私
が
ま
ず
示
し
た
い
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
―
―
国
家
と

は
或
る
機
械
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
機
械
の
理
念
と
い
う
も
の
が
な
い
の
と
同
様
に
、国
家
の
理
念
も
存
在
し
な
い
。

〔･･････

〕
い
か
な
る
国
家
も
、
自
由
な
人
間
を
機
械
の
歯
車
装
置
の
ご
と
く
取
り
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
。（G

W
2, 615

）

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
シ
ェ
リ
ン
グ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
と
も
に
少
な
く
と
も
そ
こ
に
な
ん
ら
か
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
、
い

わ
ゆ
る
「
ド
イ
ツ
観
念
論
最
古
の
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
、
著
者
（
た
ち
）
は
、
機
械
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
の
か
ど
で
「
国

家
は
な
く
な
る
〔aufhören
〕
べ
き
で
あ
る
」（ebd.

）
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
影
響
圏
内
に
い
た
ヘ
ー
ゲ
ル
が
当
時
、
こ
の
主
張
の
執
筆
に
ど
こ
ま
で
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い16
。
ま
た
当
該
の
文
脈
で
は
、
批
判
さ
れ
て
い
る
「
国
家
」
と
は
、
具
体
的

に
は
む
し
ろ
市
民
社
会
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る17
。
と
は
い
え
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
ド
イ
ツ
国
家
体
制
批
判
」
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ

ル
が
や
は
り
国
家
一
般
を
「
歯
車
装
置
」
の
ご
と
く
取
り
扱
う
の
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
、
少
な
く
と
も
人
間
の
共
同
態
一
般
、
な
か
ん
ず
く
国
家
の
名
に
値
す
る
も
の
が
な
ん
ら
か
機
械
論
的
な
あ
り
か
た
を
す
る

こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
あ
り
え
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
同
様
に
少
な
く
と
も
、
国
家
が
あ
た
か
も
「
諸
々
の
概
念
規
定
を

も
っ
ぱ
ら
抽
象
的
に
保
持
し
、
ま
た
特
殊
的
な
も
の
の
な
す
こ
と
を
外
的
に
規
定
可
能
な
仕
方
で
放
置
す
る
こ
と
」（G

W
20, 240

）

を
そ
の
本
性
と
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
然
の
あ
り
か
た
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
、
想
定
さ
れ
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
す
ぐ
れ
て
精
神
の
あ
り
か
た
を
反
映
し
た
「
有
機
的
組
織
〔O

rganism
us

〕」（G
W

14-1, 211

）
を
本

性
と
す
る
国
家
は
、
そ
の
頂
点
に
ほ
か
な
ら
ぬ
自
然
そ
の
も
の
を
戴
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
完
結
す
る
、
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

国
家
の
意
志
の
こ
の
究
極
の
自
己
は
、
こ
う
し
た
そ
の
抽
象
態
に
お
い
て
は
単
一
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
直
接
的
な
個
別
性
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で
あ
る
。
そ
の
概
念
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
、そ
れ
ゆ
え
自
然
性〔N

atürlichkeit

〕と
い
う
規
定
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

君
主
は
、
そ
れ
ゆ
え
本
質
的
に
、
他
の
一
切
の
内
容
を
度
外
視
す
る
よ
う
な
こ
の
個
人
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
そ
し
て
こ

の
個
人
は
直
接
的
・
自
然
的
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
自
然
の
出
生
に
よ
っ
て
、
君
主
の
地
位
を
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（G
W

14-1, 236

）

　

確
認
の
た
め
に
目
下
の
文
脈
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
或
る
種
の
有
機
的
組
織
と
し
て
の
国
家
の
「
根
本
規
定
」
は
、
下
位
の

諸
項
を
た
ん
に
契
機
と
し
て
の
み
持
ち
「
そ
の
諸
々
の
契
機
の
観
念
性
と
し
て
の
実
体
的
統
一
」（G

W
14-1, 230

）
で
あ
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
他
の
「
特
殊
的
な
職
務
と
権
力
」（G

W
14-1, 230

）
は
、
し
た
が
っ
て
国
家
に
と
っ
て
は
自
立
的
で
は
あ
り
え
ず
、

国
家
は
「
そ
う
し
た
も
の
に
と
っ
て
の
単
一
の
自
己
〔ihres einfache Selbst

〕」（ebd.

）
と
し
て
存
在
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
国
家
の
「
対
内
主
権
」（G

W
14-1, 231

）
の
性
格
を
眼
前
の
現
実
に
お
い
て
具
体
的
に
反
映
す
る
も
の
は
、

そ
れ
が
「
単
一
の
自
己
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
自
身
が
単
独
に
意
思
決
定
を
行
う
主
体
と
し
て
働
き
う
る
よ
う
な
、
そ
う

い
う
「
一
箇
の
個
体
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
家
の
「
観
念
性
」
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
「
現
実
に
存
在
す

る
〔existiren

〕」（G
W

14-1, 232

）
場
合
に
は
、「
君
主
〔M

onarch

〕」
と
い
う
姿
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
ぐ
れ
て
特
定
の
個
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
限
り
は
、
そ
の
も
の
は
ま
た
「
直
接
的
な
個
別
性
」、
具
体

的
に
は
身
体
を
備
え
個
物
と
し
て
指
示
し
う
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
「
自
然
性
」
を
含
む
も
の
と
も
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
君
主

の
あ
り
か
た
は
、
か
く
し
て
そ
の
継
承
（「
自
然
の
出
生
」）
も
含
め
て
、
一
切
が
自
然
の
側
に
委
ね
ら
れ
、
国
家
は
こ
の
自
然
に
お

い
て
主
権
を
現
実
に
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

　

自
然
性
を
客
観
的
精
神
の
お
り
な
す
人
倫
内
部
に
直
接
に

0

0

0

持
ち
込
む
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
姿
勢
が
提
起
す
る
問
題
は
、
そ
れ
自
体
と
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し
て
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
体
系
的
な
矛
盾
の
可
能
性
と
と
も
に
、
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る18
。
そ
の

指
摘
の
う
ち
も
っ
と
も
初
期
に
属
す
る
、
マ
ル
ク
ス
の
端
的
な
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
国
家
の
頂
点
を
決
定
す
る
の
は
そ

れ
ゆ
え
理
性
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
自
然
〔die bloße Physis

〕
な
の
で
あ
る
」19
。

　

本
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
君
主
制
の
正
統
化
を
巡
る
こ
の
議
論
展
開
に
お
け
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
特
定
の
政
治
的
立
場
で
は
な

い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
君
主
制
の
取
り
扱
い
は
も
と
よ
り
確
か
に
、
講
義
と
の
対
応
関
係
も
含
め
て
、『
法
の
哲
学
』
の
政
治
的

な
保
守
性
／
革
新
性
／
反
動
性
を
巡
る
論
争
に
お
い
て
主
要
な
争
点
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も20
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
当

該
の
立
場
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
『
法
の
哲
学
』
以
前
、
体
系
構
想
の
ほ
ぼ
初
期
か
ら
一
貫
し
て
い
た
と
い
う
点
の
み
を
確
認
し
て

お
く
に
留
め
た
い21
。
―
―
実
際
、
お
そ
ら
く
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
議
論
を
辿
り
直
す
な
ら
ば
、
精
神
の
生
成
過
程
を
問
題
に
す
る

に
あ
た
っ
て
こ
の
論
点
が
な
ん
ら
か
特
異
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
当
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
当
初
か
ら
も
っ
と

も
よ
く
自
覚
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
イ
エ
ナ
期
末
期
の
「
イ
エ
ナ
体
系
構
想　

三
」
か
ら
引
く
。

後
者
〔
君
主
〕
は
直
接
的
・
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
の
み
が
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
君
主
の

な
か
へ
自
然
は
逃
げ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
〔
君
主
と
い
う
〕
こ
の
自
然
的
な
も
の
が
、
実
定
的
な
も
の
と
し
て
は
、

自
然
の
最
後
の
残
滓
〔der letzte Rest derselben, als positiv

〕
な
の
で
あ
る
。（G

W
8, 264

）。

　

精
神
の
展
開
の
な
か
で
は
、
た
だ
世
襲
君
主
だ
け
が
直
接
的
に
あ
る
よ
う
な
剥
き
出
し
の
自
然
と
し
て
残
り
続
け
る
。
君
主
と
そ

の
家
族
以
外
の
人
々
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
教
養
形
成
を
経
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔gebildetes

〕
と
し
て
の
み
妥
当
す
る
」（ebd.

）。
―
―
も

ち
ろ
ん
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
す
で
に
、
精
神
と
自
然
の
巡
る
立
場
の
大
枠
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
先
述

の
通
り
、
精
神
は
そ
の
展
開
に
よ
っ
て
「
自
然
の
主
人
と
な
る
」（G

W
8, 287, A

m
 R

ande

）
の
で
な
け
れ
ば
な
い
と
い
う
も
の
で
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あ
る
。
―
―
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
は
一
つ
だ
け
剥
き
出
し
の
自
然
が
、
そ
れ
も
「
最
後
の
残
滓
」
と
し
て
逃
げ
延
び
て
い

る
。
君
主
を
逃
げ
延
び
た
自
然
の
残
滓

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
呼
ぶ
、
こ
の
一
連
の
叙
述
の
仕
方
は
、
自
ら
の
提
起
す
る
問
題
の
射
程
に
当
時
の
ヘ
ー
ゲ

ル
自
身
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
に
は
、
十
分
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
こ
こ
に
自
然
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ま
や
そ
の
思
考
の
背
景
を

よ
り
丁
寧
に
辿
り
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

も
と
よ
り
、
国
家
主
権
が
な
ん
ら
か
存
在
す
る
個
体
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
こ
と
は
た
だ
ち
に
は
、
自
然
的
な
個
別
性
と
、
あ
ま
つ

さ
え
そ
れ
の
固
定
ま
で
を
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
―
―
こ
こ
で
あ
え
て
い
わ
ば
剥
き
出
し
の
自
然
に
対
置
さ
れ

る
必
要
の
あ
る
も
の
、そ
れ
は「
多
数
の
個
人
、民
衆
」の「
数
多
性
、運
動
、流
動
性〔die V

ielheit, B
ew

egung, Flüssigkeit

〕」（G
W

8, 

264

）
で
あ
る
。
あ
る
い
は
『
法
の
哲
学
』
で
言
う
な
ら
、
そ
こ
に
も
と
も
と
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
恣
意
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

な
い
こ
と
」（G

W
14-1, 237

）に
ほ
か
な
ら
な
い
。
―
―
そ
れ
自
身
以
外
に
は
存
立
の
根
拠
を
持
た
な
い
対
内
主
権
に
お
け
る「〔
決

定
の
〕
最
終
的
な
意
志
の
、
根
拠
を
持
た
な
い
自
己
」
が
、「
そ
れ
ゆ
え
同
様
に
根
拠
を
持
た
な
い
定
在
、〔
す
な
わ
ち
〕
自
然
に
委

ね
ら
れ
て
あ
る
規
定
と
し
て
の
定
在
」（ebd.

）
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
有
機
的
組
織
の
観
念
性
は
或
る
安
定
し
た

姿
を
得
る
の
で
あ
る
。
君
主
ま
た
は
元
首
〔R

egent

〕
と
は
、
そ
の
場
合
要
す
る
に
、
そ
れ
自
身
の
も
と
で
は
な
ん
ら
積
極
的
な
意

味
を
担
う
こ
と
の
な
い
た
だ
の
「
空
虚
な
結
節
点
〔leere K

noten
〕」（G

W
8, 263

）
と
な
る
。

　

か
く
し
て
精
神
の
諸
々
の
作
用
の
流
動
に
対
し
て
持
つ
こ
の
抵
抗

0

0

こ
そ
は
、
自
然
が
意
味
す
ら
持
た
な
い
空
虚
な
残
滓
と
し
て
な

お
逃
げ
延
び
う
る
理
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
―
―
だ
が
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
解
釈
は
し
か
も
な
ん
ら
背
景

な
し
に
出
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
そ
れ
自
身
に
は
な
ん
ら
根
拠
も
持
ち
合
わ

せ
ず
、
し
た
が
っ
て
た
だ
ひ
た
す
ら
に
意
味
な
き
自
然

0

0

0

0

0

0

と
し
て
生
起
す
る
こ
と
で
む
し
ろ
精
神
の
展
開
を
媒
介
す
る
も
の
と
い
う
こ
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と
で
、
ひ
と
は
よ
く
似
た
議
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
哲
学
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
を
想
起
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ
た
の
ち
は
そ
の
つ
ど
の
意
味
と
の
結
合
を
失
い
、
た
だ
自
動
的
／
盲
目
的
／
機
械
的

0

0

0

に
連
鎖
す

る
だ
け
と
な
る
名
前
〔N

am
e

〕
の
系
列
、
す
な
わ
ち
言
語
〔Sprache

〕
が
そ
れ
で
あ
る
。
名
前
の
系
列
は
、
ひ
と
た
び
確
定
す
れ

ば
、
知
性
が
恣
意

0

0

に
よ
っ
て
動
か
す
こ
と
を
許
さ
な
い
必
然
性
を
持
つ
。
だ
が
「
名
前
の
こ
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
名
前
の
こ
う
し

た
固
持
が
生
成
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
我
が
名
前
の
存
在
と
し
て
〔
生
成
し
〕、
名
前
の
本
質
で
あ
る
は
ず
の
自
我
が
そ
の
名
前

の
存
在
へ
と
〔
生
成
す
る
〕
の
は
、
い
か
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
」（G

W
8, 192, A

m
 R

ande

）。
イ
エ
ナ
体
系
構
想
当
時
の
ヘ
ー
ゲ

ル
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
、
名
前
を
産
み
出
す
精
神
の
持
つ
端
的
な
「
純
粋
な
不
安
定
さ
と
い
う
形
式
、
運
動
、
消
失
の
闇
夜
〔N

acht 

des Verschw
indens

〕」（ebd.
）
を
「
固
定
し
た
対
象
的
な
も
の
」
で
あ
る
よ
う
な
存
在
へ
と
置
き
換
え
る
た
め
で
あ
る
、
と
説
明

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
精
神
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
名
前
の
系
列
の
意
味
な
き
秩
序
に
自
ら
従
属
す
る
こ
と
で
、「
自
ら
を

固
持
す
る
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
、
名
前
の
系
列
が
こ
う
し
て
自
動
的
／
盲
目
的
に

口
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
「
機
械
的
記
憶
〔m

echanisches G
edächtniß

〕」（V
gl. G

W
20, 461

）
も
し
く
は
「
知
性
の

機
械
制
〔M

echanism
us der Intelligenz

〕」（G
W

20, 416

）
と
呼
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
一
般
に
身
体
の
習

慣
が
や
は
り
自
動
的
／
盲
目
的
に
作
動
す
る
「
自
己
感
情
の
機
械
制
」
で
あ
る
の
と
同
様
な
の
で
あ
る
。

　

言
語
が
言
語
と
し
て
、
ま
た
習
慣
が
習
慣
と
し
て
つ
ね
に
円
滑
に
機
能
し
続
け
る
た
め
に
は
、
精
神
は
そ
の
運
動
を
あ
た
か
も
端

的
に
機
械
論
的
な
自
然
の
ご
と
き
あ
り
か
た
へ
と
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
精
神
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
言
語
の
場
合
で
あ

れ
ば
（
記
憶
〔G

edächtniß

〕
に
定
位
す
る
）
思
想
〔G

edanken
〕
の
地
平
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る22
。

　

国
家
の
場
合
に
お
け
る
君
主
の
自
然

0

0

を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
の
機
械
制
」
を
巡
る
以
上
の
見
地
は
、
さ
し

あ
た
っ
て
十
分
参
照
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
も
と
よ
り
君
主
と
い
う
自
然
が
こ
こ
で
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
「
恣
意
〔
選
択

意
志W

illkür

〕」
は
、
そ
れ
自
体
、
精
神
の
運
動
に
特
有
の
あ
の
「
純
粋
な
不
安
定
さ
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
も
の
の
典
型
と
見
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る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
恣
意
一
般
が
前
提
と
し
て
い

る
の
は
「
反
省
す
る
意
志
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
の
「
思
考
す
る
も
の
で
あ
り
自
体
的
に
自
由
な
も
の
で
あ
る
意
志
は
、
自
己
自

身
を
諸
々
の
衝
動
の
特
殊
性
か
ら
区
別
し
て
、
そ
の
衝
動
の
多
様
な
内
容
の
う
え
に
思
考
す
る
単
一
な
主
観
の
あ
り
か
た
と
し
て
の

自
己
を
置
く
」（G

W
20, 473-474

）。
そ
の
つ
ど
ば
ら
ば
ら
な
衝
動
の
内
容
を
統
一
す
る
位
置
に
あ
る
が
ゆ
え
に
自
身
は
端
的
に
非0

決
定

0

0

／
無
差
別

0

0

0

で
あ
り
う
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
意
志
の
こ
の
働
き
か
た
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
―
―
「
無
規
定
的
」
な
表
象
の
無
限
の

富
を
命
名
の
た
め
に
分
泌
し
続
け
る
知
性
と
同
様
に23
―
―
そ
れ
自
身
で
は
け
っ
し
て
一
つ
の
定
形
を
と
る
こ
と
が
な
い
。
恣
意
が

多
数
の
人
々
の
間
に
あ
っ
て
も
、
君
主
一
人
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
り24
、
そ
れ
ゆ
え
に
精
神
が
そ
れ
に
対

し
て
盲
目
で
あ
り
う
る
よ
う
な
自
然
が
、
す
ぐ
れ
て
そ
の
抵
抗
の
役
割
を
担
い
う
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
国
家
と
言
語
と
習
慣
と
を
同
列
の
も
と
に
置
く
た
め
に
は
、
な
お
慎
重
な
文
脈
の
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
に
よ

り
そ
れ
以
上
に
慎
重
に
な
る
べ
き
な
の
は
、
そ
の
自
然

0

0

の
意
味
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
る
決
定
的
な
差
異
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な

く
と
も
い
っ
た
ん
は
精
神
自
身
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
て
い
る
言
語
（「
第
二

0

0

の
定
在
」（G

W
20, 453

）25
）
も
し
く
は
習
慣
（「
第
二

0

0

の
自
然
」）
と
は
違
い
、
君
主
と
い
う
自
然

0

0

は
、
そ
も
そ
も
が
精
神
自
身
の
働
き
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

0

0

と
い
う
点

で
あ
る
。
君
主
と
は
、
繰
り
返
す
な
ら
、
端
的
に
第
一

0

0

の
自
然
の
残
滓
、「
た
ん
な
る
自
然
」
な
の
で
あ
る
。
―
―
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
や
は
り
別
に
十
分
な
補
足
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
も
と
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
い
く
つ
か
飛
び
越
さ
れ
て
い
る
論
点
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
す
で
に
た
と
え
ば
金
子
武
蔵
が
指

摘
し
て
い
た
通
り
、
そ
れ
な
ら
ば
本
来
だ
れ
も
が

0

0

0

0

君
主
に
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
う
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
想
定

さ
れ
て
い
る
の
が
本
当
は
「
単
な
る
自
然
性
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
一
定
の
文
化
的
、殊
に
宗
教
的
伝
統
を
背
負
っ

た
歴
史
的
自
然
で
あ
り
人
倫
的
自
然
」26
が
、
む
し
ろ
そ
れ
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
前
提
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
君
主
と
い
う
自
然
の
こ
の
側
面
は
、（
そ
の
直
接
の
歴
史
的
起
源
と
と
も
に
）
抹
消
さ
れ
、
あ
た
か
も

0

0

0

0
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た
だ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

仕
方
で
の
み
正
統
化
さ
れ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
国
家
体
制
そ
の

も
の
が
自
ら
を
正
統
化
す
る
仕
方
と
類
比
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
国
家
体
制
は
、
時
間
の
う
ち
で
起
こ
っ
て
き

た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
ん
ら
か
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（G

W
14-1, 229

）。
国
家
は
人
々
の

そ
の
つ
ど
の
恣
意
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
（
少
な
く
と
も
素
朴
な
）
社
会
契
約
の
た
ぐ
い
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
は
解
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
反
対
に
、す
で
に
い
っ
た
ん
確
立
し
た
人
倫
の
内
部
で
は
直
接
の
歴
史
的
起
源
を
忘
れ
ら
れ
、

あ
た
か
も
「
神
的
で
持
続
す
る
も
の
」「
作
り
出
さ
れ
る
も
の
と
い
う
圏
域
を
超
え
出
る
も
の
」（ebd.

）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―
―
そ
の
国
家
主
権
の
単
一
の
自
己
を
表
現
す
る
君
主
も
、か
く
し
て
や
は
り
、少
な
く
と
も
あ
た
か
も

0

0

0

0

「
た

ん
な
る
自
然
」
で
あ
る
こ
と
で
の
み
、そ
の
存
立
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（「
だ
れ
が
国
家
体
制
を
作
る
の
か
」（ebd.

）

と
い
う
問
い
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ
も
そ
も
問
題
で
は
な
い
）。

　

繰
り
返
す
通
り
、
本
当
に
こ
の
論
理
が
な
ん
ら
か
実
在
の
君
主
制
を
正
統
化
し
う
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
関
心
で

は
な
い
。
も
と
よ
り
、
た
ん
に
理
念
と
し
て
の
国
家
に
と
っ
て
の
必
然
か
ら
見
る
に
し
て
も
、
実
際
に
は
や
は
り
、
そ
れ
自
身
生
身

の
身
体
を
も
っ
て
存
在
す
る
自
然
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
「
自
然
の
欠
陥
」
に
よ
り
不
断
の
不
安
定
を
孕
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う

懸
念
を
つ
ね
に
残
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し27
、
国
家
体
制
内
部
の
特
定
の
部
分
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
そ
の
も
の
が
恣
意
的

0

0

0

に
利
用
さ

れ
う
る
可
能
性
は
当
然
な
お
排
除
し
き
れ
て
い
な
い28
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
立
ち
返
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
、
マ
ル
ク
ス
以
降
繰
り

返
し
論
争
の
的
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
箇
所
の
問
題
の
本
質
で
あ
る
。
君
主
と
い
う
「
自
然
の
最
後
の
残
滓
」
へ
の
視
線
は
、
少
な
く

と
も
お
そ
ら
く
た
ん
な
る
体
系
的
な
矛
盾
で
は
な
い
し
、
君
主
制
の
正
統
化
の
た
め
だ
け

0

0

に
持
ち
出
さ
れ
る
よ
う
な
議
論
で
さ
え
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
「
教
養
形
成
と
い
う
形
式
を
経
た
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
知
り
意
志
す
る
よ
う
な
精
神
」（G

W
14-1, 213

）

と
し
て
の
、
人
倫
の
体
系
一
般
の
構
造
に
内
在
的
な
問
題
な
の
で
あ
り
、
―
―
言
い
換
え
れ
ば
一
般
に
精
神
が
第
二
の
自
然

0

0

0

0

0

と
し
て
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展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
つ
ね
に
孕
む
端
的
な
自
然

0

0

0

0

0

と
の
関
係
を
巡
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
精
神
哲
学
に
特
有
の
思
考
様
式
か
ら
の
、
一
つ
の

派
生
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４　

終
わ
り
に

人
間
は
、
自
己
自
身
の
主
人
と
な
る
ま
で
は
、
自
然
の
主
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
然
は
自
体
的
に
は
精
神
へ
の
生

成
で
あ
る
。
―
―
こ
の
自
体
が
現
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
精
神
は
自
己
自
身
で
概
念
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。（G

W
8, 287, A

m
 R

ande

）

　

イ
エ
ナ
期
以
降
、
自
然
と
精
神
と
の
対
立
の
超
克
は
終
始
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
続
け
た
。
精
神
自
身
が
、

具
体
的
に
は
「
世
界
史
」
の
場
に
お
い
て
「
自
ら
に
統
一
を
産
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（G

W
8, 287

）。
そ
こ
で
初
め
て
「
自

然
と
精
神
と
が
た
だ
自
体
的
に
の
み
一
箇
の
本
質
〔W

esen

〕
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
廃
棄
さ
れ
る
―
―
精
神
が
自
然
の
知
と
な
る

の
で
あ
る
」（ebd.

）。

　

け
れ
ど
も
、
世
界
史
に
お
い
て
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
あ
の
自
由
の
現
実
態
と
し
て
の
人
倫
は
、
た
だ
た
ん
に
自

然
と
い
わ
ば
端
的
に
縁
を
切
り
続
け
て
ゆ
く
と
い
う
仕
方
で
生
成
し
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
精
神
の
展
開
す
る
過
程
の
只
中
で
、

「
無
力
」
な
自
然
は
繰
り
返
し
回
帰
し
、
残
滓
と
し
て
最
後
ま
で
残
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
自
然
が
す

ぐ
れ
て
そ
の
問
題

0

0

た
る
こ
と
を
露
わ
に
す
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
総
じ
て
精
神
は

つ
ね
に
、
そ
れ
自
身
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
―
―
た
と
え
そ
の
至
高
の
地
位
（
国
家
）
に
あ
っ
て
さ
え
も
―
―
自
ら
の
主
人

0

0

と
し
て

の
地
位
を
不
断
に
揺
る
が
さ
れ
問
い
質
さ
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
に
い
る
と
言
え
よ
う
。
―
―
精
神
の
措
定
す
る
世
界
は
、
一
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面
で
は
そ
れ
自
身
自
然
に
よ
る
媒
介
を
不
可
欠
と
す
る
一
方
で
、
他
面
で
は
（
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
）
自
然
的

0

0

0

な
、
あ
の
「
日
常
の

散
文
的
世
界
」
の
様
相
に
揺
り
戻
さ
れ
る
こ
と
と
終
始
隣
り
合
わ
せ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
自
然
的
必
然
性
か
ら
の
解
放

か
ら
な
る
欲
求
の
体
系
が
、
そ
れ
自
身
、
人
々
を
端
的
に
制
約
し
始
め
再
び
自
然
の
も
と
に
晒
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
従
前
の
拙
論
で
は
市
民
社
会
の
一
部
に
留
ま
っ
て
い
た
問
題
の
射
程
が
、
実
際
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
人
倫
の
哲
学
全
般

―
―
「
市
民
社
会
」
の
全
域
な
ら
び
に
「
国
家
」
の
頂
点
―
―
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
問
題
の
掘
り
下
げ
の
た
め
に
必
要
な
、一
連
の
議
論
の
さ
ら
な
る
背
景
と
な
る
論
理
学
的
見
地
と
、い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
精
神
」

以
外
の
領
域
に
お
い
て
同
じ
議
論
が
成
立
可
能
か
ど
う
か
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
立
ち
入
る
暇
が
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を

今
後
の
検
討
に
期
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
の
結
び
に
代
え
た
い
と
思
う
。

註

1　

以
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
原
則
「
大
全
集
版
」（G

esam
m

elte W
erke. In Verbindung m

it der 

D
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Ｗ
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付
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の
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美
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／
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Ｗ
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本
文
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太
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文
の
強
調
、
傍
点
は
筆
者
の
強
調
を
表
す
。

2　

V
gl. W

13, 254-255.　
「
一
般
に
現
在
〔
近
代
〕
の
私
た
ち
の
時
代
状
況
に
お
い
て
、
主
体
は
確
か
に
、
あ
れ
こ
れ
の
側
面
に
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つ
い
て
、
自
己
自
身
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
、
一
人
一
人
の
個
人
は
、
ど
う
に
も

な
ら
な
い
ほ
ど
に
現
存
す
る
社
会
の
秩
序
に
帰
属
し
て
い
て
、
自
立
的
・
全
体
的
な
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
同
時
に

そ
の
社
会
そ
の
も
の
の
う
ち
で
個
体
的
か
つ
生
動
的
な
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
制
限
を
受
け
た
一
員
と
し
て

し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
」。
こ
の
箇
所
は
編
者
に
よ
り
「
現
在
の
散
文
的
状
況
」
と
題
さ
れ
て
い
る
（W

13, 253

）。
な
お
、
複

数
の
講
義
録
を
継
ぎ
合
わ
せ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
て
こ
の
叙
述
が
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
説
明
に
ど
れ
だ
け
即
し
て

い
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
現
状
十
分
な
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
本
文
で
も
別
の
講
義
録
の
引
用
で
明
ら

か
に
し
た
通
り
、
散
文
の
規
定
そ
の
も
の
は
確
実
に
存
在
す
る
。

3　

た
と
え
ば
周
知
の
通
り
、
カ
ン
ト
の
見
る
限
り
人
間
は
、
た
と
え
幸
福
を
目
指
そ
う
と
幸
福
で
あ
る
に
値
す
る
こ
と
を
目

指
そ
う
と
、
自
然
の
持
つ
あ
の
端
的
な
暴
威
か
ら
は
等
し
く
逃
れ
ら
れ
な
い
。
実
際
人
間
の
生
は
そ
も
そ
も
そ
の
始
め
か

ら
終
わ
り
ま
で
、
自
然
が
不
意
に
も
た
ら
す
様
々
な
災
厄
と
死
に
よ
っ
て
、
自
然
に
お
け
る
あ
の
「
物
質
の
目
的
な
き
カ

オ
ス
と
い
う
深
淵
〔Schlund des zw

ecklosen C
haos der M

aterie

〕」
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
そ
の
ひ

と
が
「
幸
福
で
あ
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
値
し
て
い
る
」
に
し
て
も
、
こ
の
自
然
は
「
そ
こ
に
は
頓
着
を
し
な
い
」
の
で
あ

る
（Im

m
anuel K

ant, K
ritik der U

rteilskraft, in  K
ant's gesam

m
elte Schriften. hrsg. v. der K

öniglich Preußischen 

Akadem
ie der W

issenschaften, R
eim

er, B
d. 5, S. 452.　

な
お
熊
野
純
彦
『
カ
ン
ト　

美
と
倫
理
の
は
ざ
ま
で
』、
講
談
社
、

二
〇
一
七
、二
七
七
頁
以
下
）
を
参
照
。

4　
「
習エ
ト
ス慣
と
は
す
で
に
あ
た
か
も
自ピ

ュ

シ

ス

然
本
性
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
記
憶
と
想
起
に
つ
い
て
』452a

）。

5　

熊
野
が
指
摘
す
る
通
り
、た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
場
合
、目
的
と
意
図
を
欠
い
て
い
る
限
り
で
の
「
自
然
は
価
値
を
分
泌
し
な
い
」

（
熊
野
、
前
掲
書
、
二
七
八
頁
）。

6　

博
士
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
「
主
観
的
精
神
論
」
研
究
―
―
精
神
に
お
け
る
主
体
の
生
成
と
条
件
―
―
」（
東
京
大
学
、

203



二
〇
一
七
）、
一
一
四
頁
以
下
。
ま
た
「
精
神
と
機
械　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
精
神
の
〈
第
二
の
自
然
〉」、『
倫
理
学
紀
要
』

第
二
十
一
輯
、
八
五
‐
一
〇
八
頁
も
参
照
。

7　

以
下
で
は
大
枠
の
提
示
の
み
と
な
る
が
、
欲
求
の
体
系
が
自
然
的
必
然
性
に
対
す
る
自
律
を
得
る
場
と
な
る
こ
と
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
拙
論
「
市
民
社
会
に
お
け
る
欲
求
と
世
界
史
に
お
け
る
情
熱
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
「
客
観
的
精
神
の
哲
学
」
の
動
態
を

め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
倫
理
学
年
報
』
第
六
十
七
集
、
二
〇
一
八
年
三
月
刊
行
予
定
）
を
参
照
。

8　

件
の
多
様
化
・
拡
張
の
傾
向
そ
の
も
の
の
前
提
は
、
欲
求
の
体
系
が
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
承
認
関
係
で
あ
る
。「
こ
の
契
機

〔
欲
求
を
社
会
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
〕
に
は
ま
た
た
だ
ち
に
、
他
者
と
の
同
等
性
へ
の
要
求
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
で
は

こ
う
し
た
同
等
性
へ
の
欲
求
、
同
等
化
、
摸
倣
が
あ
る
の
だ
が
、
他
方
で
は
こ
の
契
機
の
う
ち
に
は
同
様
に
ま
た
、
際
立
た

せ
に
よ
る
自
己
顕
示
と
い
う
特
殊
性
へ
の
欲
求
も
あ
る
。〔
こ
の
両
者
が
〕
そ
れ
自
身
で
、
欲
求
の
多
様
化
と
そ
の
拡
大
と
の

現
実
的
な
源
泉
と
な
る
」（G

W
14-1, 167

）。
他
者
の
う
ち
に
自
己
を
認
識
す
る
承
認
は
、
他
者
が
ま
っ
た
く
異
な
る

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で

あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
も
成
り
立
た
な
い
。
他
者
と
の
同
等
性
・
差
異
化
は
、
少
な
く
と
も
商
品
交
換

の
過
程
に
お
い
て
は
絶
え
ざ
る
交
替
を
被
り
、
結
果
、
欲
求
そ
の
も
の
も
不
断
に
多
様
化
さ
れ
拡
張
さ
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
（
な
お
前
掲
「
市
民
社
会
に
お
け
る
欲
求
と
世
界
史
に
お
け
る
情
熱
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
「
客
観
的
精
神
の
哲
学
」

の
動
態
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
も
参
照
）。

9　
「
動
物
は
諸
々
の
欲
求
の
充
足
の
た
め
の
手
段
と
方
法
に
つ
い
て
、
欲
求

0

0

〔
そ
の
も
の
〕
に
つ
い
て
と
同
様
に

0

0

0

0

0

0

0

0

範
囲
を
制
限
さ

れ
て
い
る
」（G

W
14-1, 166

）。
ち
な
み
に
、ほ
ぼ
同
様
の
理
解
は
、冒
頭
に
引
用
し
た
「
美
学
講
義
」
で
も
、「
自
然
の
欠
陥
」

の
一
つ
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（V

gl. W
13, 196-197

）。

10　

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
思
想
史
的
背
景
な
ら
び
に
当
時
の
状
況
の
解
説
を
も
含
む
古
典
的
研
究
で
あ
るFranz R

osenzw
eig, 

H
egel und der Staat, Scientia Verlag, 1982, B

d. 2, S. 123f.

を
参
照
。
な
お
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
ま
た
、
こ
の
社
会
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の
悲
惨
の
も
う
一
つ
の
要
因
が
機
械
制
労
働
へ
の
移
行
に
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
―
―
労
働
の
機
械
化
も
や
は
り
精

神
の
機
械
制
と
し
て
の
習
慣
の
固
定
の
帰
結
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
前
掲
「
精
神
と
機
械　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
精
神
の
〈
第

二
の
自
然
〉」
八
十
八
頁
以
下
参
照
）、
精
神
は
こ
こ
で
、
窮
乏
の
問
題
と
合
わ
せ
て
、
自
ら
の
措
定
す
る
第
二
の
自
然
へ
の

媒
介
の
只
中
で
或
る
種
の
二
重
の
転
倒

0

0

0

0

0

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
も
言
え
よ
う
。

11　

類
似
の
叙
述
は
一
八
二
一
年
の
ア
ッ
シ
ェ
ベ
ル
ク
の
講
義
録
で
も
確
認
で
き
る
（V

gl. G
W

28-1, 36

）。

12　

さ
ら
に
言
う
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
所
有
制
度
も
ま
た
あ
た
か
も
一
箇
の
自
然
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
所
有
権
は
も
と
も
と
そ
れ
自
体
で
実
体
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、「
こ
の
権
利
が
定
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ま
さ
に
、

〔
市
民
社
会
の
〕
教
養
形
成
と
し
て
の
こ
の
相
関
の
圏
域
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
」（G

W
14-1, 175

）。
だ
が
他
者
の
「
自
由

意
志
に
よ
る
所
有
」
を
巡
る
制
度
が
ひ
と
た
び
確
立
し
た
と
き
に
は
、「
依
存
と
窮
乏
」
の
問
題
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
無
限
の

抵
抗
を
な
す
物
質
〔[der] unendliche W

iderstand leistenden M
aterie

〕」（G
W

14-1, 168

）
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

13　

M
anfred R

iedel, »Freiheitsgesetz und H
errschaft der N

atur. D
ichotom

ien der R
echts Philosophie«, in System

 und 

G
eschichte. Studien zum

 historischen Standort von H
egels Philosophie, Suhrkam

p, 1973, S.121.

14　

Ebd.

15　

Ebd.

16　

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
著
者
問
題
を
含
む
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。V

gl. W
alter Jaeschke, H

egel-

H
andbuch. Leben-W

erk-Schule, M
etzler, 2003, S. 76f.

17　

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
寄
川
条
路
『
体
系
へ
の
道　

初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
』、
創
土
社
、
二
〇
〇
〇
、一
七
三
頁
を
参
照
。

18　

た
と
え
ば
ヘ
ス
レ
の
ま
と
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
世
襲
君
主
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
意
見
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
然
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の
直
接
性
に
対
す
る
こ
の
意
見
は
、
最
終
的
に
も
直
接
に
も
、
彼
の
体
系
と
矛
盾
す
る
」（V

ittorio H
ösle, H

egels System
. 

der Idealism
us der Subjektivität und das Problem

 der Intersubjektivität, M
einer, 1987, B

d. 2, S. 571

）。
な
お
神
山

伸
弘
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
学
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
、一
七
五
頁
も
参
照
。

19　

K
ahl M

arx, K
ritik des H

egelschen Staatsrechts, in M
arx-Engels-W

erke, B
d. 1, D

ietz, 1964, S. 235.

20　
『
法
の
哲
学
』
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
講
義
で
の
実
態
に
反
し
君
主
主
義
的
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
イ

ル
テ
ィ
ン
グ
・
テ
ー
ゼ
」
と
も
密
接
に
絡
む
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
研
究
動
向
も
踏
ま
え
た
神
山
伸
弘
に
よ
る
要

約
を
参
照
（
神
山
伸
弘
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
学
』、
前
掲
書
、
六
頁
以
下
）。

21　

金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
』、
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
、三
八
二
頁
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
は
ベ
ル
リ
ン
以
前
に
既
に

出
来
て
居
た
も
の
で
あ
る
が
、
君
主
権
の
場
合
は
そ
の
よ
き
実
例
の
一
で
あ
る
」。
神
山
も
指
摘
す
る
通
り
、
少
な
く
と
も
こ

の
論
点
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
反
動
体
制
を
前
に
し
て
の
保
身
と
い
う
理
解
は
当
て
は
ま
ら
な
い
（
神
山
伸
弘
『
ヘ
ー
ゲ

ル
国
家
学
』、
前
掲
書
、
一
九
三
頁
）。

22　

以
上
ま
で
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
ヘ
ー
ゲ
ル
「
主
観
的
精
神
論
」
研
究
―
―
精
神
に
お
け
る
主
体
の
生
成
と
条

件
―
―
」、
一
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

23　

V
gl. G

W
20, 401, 466.

24　

自
然
が
君
主
自
身
の
恣
意
を
も
排
除
す
る
と
い
う
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
神
山
伸
弘
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
学
』、
前
掲
書
、

一
九
二
頁
以
下
を
参
照
。

25　

た
だ
し
少
な
く
と
も
言
語
の
場
合
、
そ
の
媒
体
と
な
る
「
音
〔Ton
〕」
は
、
い
っ
た
ん
発
さ
れ
た
の
ち
は
当
の
発
話
者
か
ら

切
り
離
さ
れ
て
作
用
す
る
と
い
う
点
に
そ
の
特
徴
を
持
つ
（V

gl. G
W

20, 

§459f.

）。

26　

金
子
武
蔵
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
観
』、
前
掲
書
、
三
八
九
‐
三
九
〇
頁
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27　

註
二
十
四
を
参
照
。

28　

濱
良
祐
「
合
評
会
Ⅱ　

神
山
伸
弘
『
ヘ
ー
ゲ
ル
国
家
学
』　

評
論
二
」、『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
』
第
二
十
三
号
、
一
二
〇
頁
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