
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
幸
福
」
の
取
り
扱
い

―
―
「
実
践
的
精
神
」
か
ら
「
客
観
的
精
神
」
へ
の
移
行
を
め
ぐ
っ
て
―
―

池
　
松
　
辰
　
男

は
じ
め
に

幸
福〔G

lückseligkeit

〕と
は
、た
ん
に
表
象
さ
れ
て
あ
る
限
り
で
の
、抽
象
的
な
内
容
の
普
遍
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、

存
在
す
る
と
と
も
に
廃
棄
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
〔
衝
動
に
駆
ら
れ
る
意
志
の
〕
特
殊
的
規
定
態
と
、
抽
象
的
個
別
性
―
―

幸
福
に
お
い
て
自
ら
の
う
ち
に
目
的
を
与
え
る
こ
と
も
与
え
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
選
択
意
志
〔W

illkühr

〕
―
―
と
を
巡

る
真
な
る
あ
り
か
た
と
は
、
自
己
自
身
に
即
し
て
あ
る
意
志
の
、
普
遍
的
規
定
態
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
意
志
の
自
己
規

定
そ
の
も
の
、〔
す
な
わ
ち
〕
自
由
で
あ
る
。（G

W
20, 475

1

）

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
哲
学
」
の
体
系
に
お
い
て
、「
主
観
的
精
神
」
と
「
客
観
的
精
神
」
の
位
置
付
け
の
区
別
、
あ
る
い
は
よ
り

厳
密
に
は
「
実
践
的
精
神
」
か
ら
「
客
観
的
精
神
」
へ
の
移
行
を
巡
る
問
題
は
、
い
く
ら
か
の
状
況
整
理
を
必
要
と
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
世
界
を
対
象
と
し
て
観
照
す
る
主
観
と
し
て
の
「
理テ
オ
レ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ェ

論
的
゠
観
照
的
精
神
（
知
性
）」
の
働

き
は
、
つ
ね
に
同
時
に
、
世
界
に
お
い
て
行
為
す
る
主
体
と
し
て
の
「
実
践
的
精
神
（
意
志
）」
と
し
て
の
働
き
を
併
せ
持
つ
も
の
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で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
が
対
象
を
概
念
に
お
い
て
把
握
す
る
と
き
、
そ
こ
で
実
際
に
働
き
言
葉
を
紡
ぐ
思
考
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え

に
つ
ね
に
す
で
に
、
言
語
の
も
と
で
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
対
象
に
関
係
し
て
い
る
。
世
界
は
そ
こ
で
は
、
私
に
と
っ
て
端
的

に
疎
遠
な
対
象
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
つ
ね
に
す
で
に
私
自
身
が
（
そ
の
口
と
舌
に
よ
る
声
の
分
節
化
の

働
き
を
通
じ
）
能
動
的
に
措
定
し
た
も
の
と
し
て
再
帰
的
に
関
係
さ
れ
て
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
精
神
は
そ
こ
で
は
「
も
っ
ぱ
ら
自

己
自
身
の
存
在
か
ら
出
発
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
自
身
の
規
定
と
関
係
し
て
い
る
」（G

W
20, 434

）。
そ
の
限
り
で
、
理
論
的
精
神

は
実
践
的
精
神
に
対
し
単
純
に
「
受
動
的
な
も
の
／
能
動
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」（G

W
20, 438

）。

理
論
的
精
神
も
実
践
的
精
神
も
、
同
じ
一
つ
の
精
神
―
―
「
産
み
出
す
も
の
〔hervorbringend

〕」（Ebd.

）
と
し
て
の
主
観
的
精

神
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
理
論
的
精
神
は
い
ま
ま
さ
に
見
た
通
り
自
ら
に
固
有
の
所
産
と
し
て
「
言
葉
〔W

ort

〕」
を
持
つ

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
実
践
的
精
神
が
「
享
楽
（G

enuß

）」
を
産
み
出
す
の
と
同
じ
働
き
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
そ
の
一
方
で
「
理
論
的
精
神
も
実
践
的
精
神
も
、
な
お

0

0

主
観
的
精
神
の
一
部
で
あ
る
」（Ebd.

）。
両
者
の
十
全
な
理
解

は
な
お

0

0

後
続
の
体
系
と
の
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
客
観
的
精
神

0

0

0

0

0

の
領
域
と
の
新
た
な
連
関
を
要
求
す
る
。
―
―
だ
が
、
い
ま
見
た
通
り
主

観
的
精
神
そ
れ
自
身
が
つ
ね
に
す
で
に
産
み
出
す
も
の
と
し
て
現
に
自
ら
の
所
産
を
持
つ
の
な
ら
、
精
神
に
は
な
ぜ
こ
の
う
え
さ
ら

に
、
客
観
的
精
神
の
領
域
を
巡
る
叙
述
が
固
有
の
も
の
と
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
主
観
的
精
神
の
う
ち
に
も
す
で
に
客
観
的
精
神
と
同
じ
存
在
様
式
、
す
な
わ
ち
「
第
二
の
自
然
〔zw

eite 

N
atur

〕」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
の
問
題
を
呼
ぶ
も
の
と
な
る
。
周
知
の
通
り
客
観
的
精
神
の
領
域
と
は
「
自
由
で

あ
る
限
り
で
の
意
志
」（G

W
14-1, 31

）
か
ら
産
み
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
そ
の
領
域
は
「
或
る
第
二
の
自

然
〔eine zw

eite N
atur

〕」（Ebd.

）、
す
な
わ
ち
所
与
の
自
然
で
は
な
く
、「
自
然
を
精
神
の
世
界
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
〔Setzen 

der N
atur als seiner W

elt

〕」
に
よ
り
新
た
に
生
成
し
た
「
自
立
し
た
自
然
〔selbstständige N

atur

〕」
と
い
う
様
式
に
与
る
も
の

で
あ
る
（G

W
20, 382

）。
同
じ
様
式
は
と
こ
ろ
で
、
主
観
的
精
神
の
領
域
に
お
い
て
も
、
す
く
な
く
と
も
（
身
体
に
か
か
わ
る
）
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習
慣
〔G

ew
ohnheit

〕
と
言
語
の
記
憶
〔G

edächtnis

〕
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
す
で
に
一
度
は
語
ら
れ
て
き
た
も
の
な
の
で

あ
っ
た2

。
習
慣
は
「
正
当
に
も
或
る
第
二
の
自
然

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
」（G

W
20, 416

）。
言
語
は
「
諸
々
の
感
覚
、
直
観
、
表
象
の
直

接
的
な
定
在
よ
り
も
高
次
な
、
或
る
第
二
の
定
在

0

0

0

0

0

」（G
W

20, 453

）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど

も
）
主
人
と
奴
隷
の
関
係
の
転
倒
を
通
じ
成
立
す
る
労
働
も
、
同
様
に
精
神
が
自
己
意
識
に
お
い
て
得
る
こ
と
に
な
る
〈
第
二
の
自

然
〉
の
様
式
の
一
つ
で
あ
ろ
う
（V

gl. G
W

20, §§434-436

）。
―
―
だ
が
そ
れ
で
は
、法
の
体
系
と
し
て
の
客
観
的
精
神
の
領
域
は
、

具
体
的
に
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
、
た
ん
に
主
観
的
精
神
の
領
域
に
お
い
て
産
み
出
さ
れ
た
の
と
は
ま
た
違
う
意
味
で
の
、
固
有

の
〈
第
二
の
自
然
〉
た
り
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

⁂

「
主
観
的
精
神
の
哲
学
」
と
「
客
観
的
精
神
の
哲
学
」
が
〈
第
二
の
自
然
〉
に
お
い
て
そ
の
存
在
様
式
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
、

な
ら
び
に
そ
こ
か
ら
く
る
諸
々
の
帰
結
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
先
行
す
る
拙
稿
に
お
い
て
、
す
で
に
一
定
程
度
見
届
け
て

き
た3

。
だ
が
当
時
の
そ
の
拙
論
の
な
か
で
は
、
ま
さ
に
同
じ
地
平
に
与
る
は
ず
の
両
者
が
い
か
に
し
て
―
―
「
実
践
的
精
神
」
か

ら
「
客
観
的
精
神
」
へ
と
至
る
過
程
の
只
中
で
具
体
的
に
問
わ
れ
て
い
る
事
柄
内
部
の
、
い
か
な
る
必
然
的
な
展
開
に
お
い
て
―
―

移
行
に
至
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

本
稿
は
、
そ
の
拙
論
へ
の
補
完
と
し
て
、
上
記
の
「
実
践
的
精
神
」
か
ら
「
客
観
的
精
神
」
へ
の
移
行
と
い
う
観
点
か
ら
、
と
り

わ
け
問
題
の
理
解
に
直
結
す
る
概
念
、
す
な
わ
ち
「
幸
福
」
を
巡
る
取
り
扱
い
の
転
換
と
そ
の
背
景
を
追
い
た
い
と
思
う
。
結
論
か

ら
言
う
な
ら
、
こ
の
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
全
体
か
ら
見
る
限
り
は
あ
く
ま
で
周
縁
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
え

そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
だ
が
、
こ
と
「
実
践
的
精
神
」
か
ら
「
客
観
的
精
神
」
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
は
、
同
じ
概
念
の
孕
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む
問
題
の
構
図
こ
そ
が
、
ま
さ
に
そ
の
移
行
の
核
心
を
厳
密
に
特
定
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
一
節
―
―
「
実

践
的
精
神
」
に
お
い
て
も
「
主
観
的
精
神
の
哲
学
」
全
体
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
末
尾
に
近
く
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
自
身
移
行
に
直
結
す
る

位
置
に
い
る
こ
の
一
節
が
指
し
示
す
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
核
心
の
所
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
ま
ず
、
問
題
の
一
節

を
巡
る
文
脈
を
整
理
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
「
実
践
的
精
神
」
か
ら
「
客
観
的
精
神
」
へ
の
移
行
を
要
求
す
る
次
第
と

な
る
の
か
を
、
複
数
の
テ
ク
ス
ト
・
資
料
に
跨
が
っ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

一　

問
題
の
整
理 

―
―
「
実
践
的
精
神
」
に
お
け
る
幸
福
の
取
り
扱
い
・
再
考

す
で
に
別
稿
で
整
理
し
た
通
り4

、「
実
践
的
精
神
」
の
叙
述
に
お
い
て
中
心
に
な
る
の
は
、
意
志
が
い
か
に
し
て
「〔
傾
向

性
と
衝
動
の
〕
特
殊
性
な
ら
び
に
自
然
的
な
直
接
態
を
超
え
出
て
、
そ
の
内
容
に
理
性
性
と
客
観
性
〔Vernunftigkeit und 

O
bjectivität

〕
を
付
与
す
る
」（G

W
20, 472
）
よ
う
に
な
る
か
、
ま
た
そ
の
限
り
で
意
志
の
目
的
が
い
か
に
し
て
た
ん
に
個
別
的

な
も
の
か
ら
自
己
自
身
に
相
応
し
い
「
普
遍
的
な
内
容
」（G

W
20, 466

）
に
至
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
以
下
こ
れ
を
『
法

の
哲
学
』
の
用
法
に
な
ら
っ
て
「
衝
動
の
純
化
〔reinigen

〕」（V
gl. G

W
14-1, 41

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。
そ
の
埒
内
で
最
初

に
役
割
を
担
う
の
が
、
幸
福
と
い
う
目
的
の
設
定
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
た
ん
に
自
己
意
識
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
「
反
省
す
る
思
考
〔das reflectirende D

enken

〕」

（G
W

20, 475

）
は
、
幸
福
と
い
う
目
的
の
設
定
を
通
じ
は
じ
め
て
、
自
ら
の
抱
く
様
々
な
所
与
の
自
然
の
衝
動
の
内
容
と
具
体
的

に
関
係
す
る
よ
う
に
な
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
自
由
裁
量
で
―
―
そ
の
内
容
を
た
ん
に
自
ら
に
と
っ
て
非
実
在
的
／
非
自
立
的
な
契

機
（「
存
在
す
る
と
と
も
に
廃
棄
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
特
殊
的
規
定
態
」（Ebd.
））
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
―
―
具
体
的
に
選
択

す
る
も
の
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
。
一
般
に
幸
福
が
「
あ
ら
ゆ
る
衝
動
の
充
足
」（G

W
13, 222

）
で
あ
る
限
り
、
普
遍
的
な
も
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の
と
し
て
の
こ
の
幸
福
の
成
就
に
は
必
ず
や
、
個
別
の
諸
衝
動
間
で
の
取
捨
選
択
と
調
整
が
、
あ
る
い
は
幸
福
の
成
就
か
ら
み
て
有

用
な
限
り
で
の
衝
動
の
序
列
の
設
定
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
な
し
う
る
の
は
ま
さ
に
、
対
象
の
〈
あ
れ
か

－

こ
れ
か
〉
の
選
択
に
か
か
わ
る
選
択
意
志
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

反
省
す
る
思
考
を
通
じ
〔
衝
動
の
〕
普
遍
的
な
充
足
を
め
ぐ
っ
て
産
み
出
さ
れ
て
く
る
こ
の
表
象
〔
幸
福
〕
に
お
い
て
は
、諸
々

の
衝
動
は
、
そ
の
特
殊
性
か
ら
み
る
限
り
で
は
否
定
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。〔
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
衝
動
は
、
一
部

は
あ
の
目
的
〔
幸
福
〕
の
た
め
に
他
の
衝
動
へ
と
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
一
部
は
直
接
に
あ
の
目
的
に
全
体
的
／
部
分

的
に
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（G

W
20, 475

）

「
主
観
的
精
神
の
哲
学
」
の
テ
ク
ス
ト
・
講
義
の
成
立
過
程
に
お
け
る
、
こ
の
箇
所
で
の
幸
福
と
選
択
意
志
と
の
叙
述
の
先
後
関

係
を
巡
る
変
遷
に
つ
い
て
は
―
―
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
こ
の
箇
所
で
の
幸
福
の
位
置
付
け
を
巡
る
問
題
一
般
が
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身

の
明
確
な
問
題
意
識
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
詳
細
に
言
及
し
て
い
る
通
り
で
あ
る5

。

と
は
い
え
そ
れ
は
も
は
や
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
、
幸
福
が
い
っ
た
ん
は
意
志
を
し
て
選

択
意
志
と
し
て
の
具
体
的
な
働
き
の
形
成
な
ら
び
に
普
遍
的
な
も
の
へ
の
配
慮
へ
と
導
く
も
の
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
的
精
神

の
構
造
に
お
い
て
格
別
の
意
義
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
る
。「
自
由
な
精
神
」
は
そ
の
限
り
で
、
幸
福
を
、
そ
の
生

成
に
お
け
る
先
行
す
る
契
機
と
し
て
持
つ
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
文
脈
を
巡
る
『
法
の
哲
学
』
の
「
補
遺
」
を
参
考
に

し
て
ま
と
め
る
な
ら
、「
幸
福
の
う
ち
に
、
思
想
は
す
で
に
し
て
衝
動
の
、
自
然
の
暴
威
に
対
す
る
支
配
力
〔eine M

acht über die 

N
aturgew

alt

〕
を
そ
な
え
て
い
る
」（W

7, 71

）。
お
よ
そ
教
養
形
成
〔B

ildung
〕
が
「
普
遍
的
な
も
の
を
妥
当
さ
せ
る
」
も
の
で

あ
る
限
り
、「
幸
せ
〔G

lück

〕
と
い
う
一
箇
の
全
体
は
そ
の
限
り
で
教
養
形
成
と
連
関
し
て
い
る
」（Ebd.

）
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
も
う
一
つ
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
ま
で
の
箇
所
（『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
第
三
版
第
四
七
九
節

－

第

四
八
〇
節
）
に
相
当
す
る
、
第
一
版
（「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
」）
第
三
九
六
節

－

第
三
九
八
節
へ
の
講
義
メ

モ
の
な
か
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
ソ
ロ
ン
」
の
名
前
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る6

。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
限
り
、
い
ま
見
ら
れ

た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
は
、
お
そ
ら
く
は
古
代
の
「
幸
福
主
義
〔Eudäm
onism

us

〕」
を
巡
る
自
身
の
哲
学
史
的
認
識
と
事
柄
の
水
準

で
連
動
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、古
く
は
ま
さ
に
ク
ロ
イ
ソ
ス
と
ソ
ロ
ン
と
の
や
り
と
り
の
う
ち
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、

「
カ
ン
ト
哲
学
以
前
に
は
道
徳
〔M

oral

〕
は
幸
福
主
義
と
し
て
、
幸
福
を
巡
る
概
念
の
う
ち
に
構
築
さ
れ
て
き
た
」（W

18, 186

）。

そ
し
て
そ
こ
で
は
、

幸
福
は
、
状
態
の
全
体
へ
の
反
省
〔eine R

eflexion auf das G
anze des Zustandes

〕
を
含
む
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
享
楽
・

喜
び
の
原
理
だ
け
で
は
な
い
。
全
体
こ
そ
が
原
理
な
の
で
あ
る
。〔
そ
こ
で
は
〕
個
別
的
な
も
の
は
差
し
置
か
れ
る
。
幸
福
主

義
に
は
、
人
生
全
体
に
及
ぶ
状
態
と
し
て
の
幸
福
〔die G

lückselgkeit als Zustand für das ganze Leben

〕、
享
楽
の
総
体

と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（W

18, 186

）

古
代
の
幸
福
主
義
は
、
死
に
至
る
ま
で
の
私
の
人
生
の
総
体
へ
の
反
省
を
含
み
（「
だ
れ
も
死
ぬ
ま
で
は
幸
福
で
は
な
い
」）、
そ

れ
ゆ
え
普
遍
的
な
も
の
に
配
慮
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
そ
の
限
り
で
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
そ
の
つ
ど
の
衝
動
に
よ
る
個
別
の
享
楽

に
は
回
収
さ
れ
え
ず
、
む
し
ろ
「
そ
の
う
ち
に
す
で
に
し
て
普
遍
性
の
形
式
」（W

18, 187

）
を
そ
な
え
て
い
る
。
以
上
の
意
味
で
、

古
代
の
幸
福
主
義
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
的
認
識
は
、
実
践
的
精
神
の
構
造
の
枠
内
で
見
ら
れ
た
幸
福
の
当
面
の
意
義
と
、
確

か
に
一
致
を
見
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
試
み
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
目
下
の
文
脈
に
限
る
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
さ
に
カ0

ン
ト
哲
学
以
前

0

0

0

0

0

0

の
幸
福
主
義
の
理
論
的
な
再
生
に
も
近
い
も
の
を
含
む
の
で
あ
る
。
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⁂

そ
れ
で
は
、
幸
福
を
通
じ
選
択
意
志
が
具
体
的
な
選
択
を
行
い
つ
つ
普
遍
的
な
も
の
を
配
慮
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
そ
の
ま

ま
衝
動
の
純
化
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
冒
頭
に
引
用
し
た
一
節
で
言
わ
れ
て
い
る
通
り
幸
福
と
は
「
た
ん
に

表
象
さ
れ
て
あ
る
限
り
で
の
、
抽
象
的
な
内
容
の
普
遍
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」（G

W
20, 475

）
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に

そ
れ
に
代
わ
っ
て
、「
自
己
自
身
に
即
し
て
あ
る
意
志
の
、
普
遍
的
規
定
態
」（Ebd.

）
が
―
―
新
た
に
客
観
的
精
神
を
産
み
出
す
も

の
と
し
て
の
「
自
由
な
精
神
」
に
直
結
す
る
意
志
の
あ
り
か
た
が
、
登
場
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
幸
福
で
は
不
足
な
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
の
文
脈
を
巡
る
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
内
部
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
明
は
い
さ
さ

か
短
す
ぎ
る
。
だ
が
先
述
の
古
代
の
幸
福
主
義
へ
の
言
及
を
振
り
返
る
限
り
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
背
景
に
は
、
も
う
少
し
奥
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
に
跨

が
っ
て
、
事
柄
の
水
準
で
辿
り
直
し
補
完
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

問
題
の
背
景 

―
― 

所
与
の
内
部
で
の
幸
福
と
そ
れ
を
巡
る
〈
あ
れ
か

－

こ
れ
か
〉
の
限
界

ひ
と
ま
ず
直
近
の
文
脈
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
な
に
が
幸
福
で
あ
る
か
は
、
そ
の
つ
ど
の
衝
動
の
内

容
と
、
そ
れ
に
関
係
す
る
主
観
自
身
の
思
い
な
し
に
つ
ね
に
依
存
し
て
い
る
。
確
か
に
、
ま
っ
た
く
特
定
の
衝
動
の
内
容
を
伴
わ
な

い
よ
う
な
幸
福
を
思
い
描
く
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
場
合
そ
の
衝
動
の
選
好
に
は
私
と
い
う
一
箇
の
主
観
が
つ
ね
に
随

伴
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
限
り
で
、
幸
福
は
様
々
な
衝
動
に
対
し
て
は
否
定
的

0

0

0

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
ら
に
対
し
て
は
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固
有
の
肯
定
的

0

0

0

な
内
容
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
幸
福
を
巡
る
も
う
一
つ
の
特
有
の
性
格
と
は
、

幸
福
は
そ
の
肯
定
的
な
内
容
〔ihre affi

rm
ativen Inhalt

〕
を
も
っ
ぱ
ら
諸
々
の
衝
動
で
の
み
得
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
幸

福
を
巡
る
決
定
も
、
そ
の
諸
々
の
衝
動
の
う
ち
で
の
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
に
幸
福
を
設
定
す
る
か
に
つ
い
て

判
定
を
下
す
の
は
、
主
観
的
な
感
情
と
好
み
〔das subjektive G

efühl und B
elieben

〕
な
の
で
あ
る
。（G

W
20, 475

）

幸
福
が
、「
た
ん
に
表
象
さ
れ
て
あ
る
限
り
で
の
、
抽
象
的
な
内
容
の
普
遍
性
」（Ebd.

）
と
見
ら
れ
る
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、幸
福
と
は
た
ん
に
「
あ
ら
ゆ
る
衝
動
の
充
足
」
な
の
で
は
な
く
、厳
密
に
は
そ
の
つ
ど
特
定
の
「
主

観
的
な
感
情
と
好
み
」
に
依
存
し
た
「
あ
ら
ゆ
る
衝
動
の
充
足
と
い
う
混
濁
し
た
表
象

0

0

0

0

0

0

〔die verw
orrene Vorstellung

〕」（G
W

13, 

222

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
同
じ
文
脈
を
巡
る
『
法
の
哲
学
』
の
「
補
遺
」
で
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
幸
福
の
内
容
が

各
人
の
主
観
性
と
感
覚
に
あ
る
限
り
で
、〔
幸
福
と
い
う
〕
普
遍
的

0

0

0

な
こ
の
目
的
は
そ
れ
自
身
特
殊
的

0

0

0

」（W
7, 71

）
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
畢
竟
「〔
特
定
の
〕
衝
動
へ
と
回
帰
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（Ebd.

）
の
で
あ
る
。

だ
が
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
幸
福
を
巡
る
決
定
は
こ
う
し
た
性
格
を
伴
う
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
い
の
は
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
、
こ
の
問
題
を
巡

る
そ
も
そ
も
の
前
提
の
ほ
う
で
あ
る
。

⁂

「
あ
ら
ゆ
る
衝
動
の
充
足
と
い
う
混
濁
し
た
表
象
」
と
い
う
こ
と
で
ま
ず
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ま
さ
に
古
代
の
幸
福

0

0

0

0

0
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主
義
の
あ
と
に
来
る

0

0

0

0

0

0

0

0

、
よ
く
知
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
一
般
に
「
幸
福
と
い
う
概
念
が
あ
ま
り
に
も
不
確
定
な
概

念
で
あ
る7

」
が
ゆ
え
に
、
幸
福
を
巡
る
い
か
な
る
命
令
も
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
も
と
で
は
け
っ
し
て
普
遍
妥
当
的
な
命
法

を
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
富
も
博
識
も
長
寿
も
健
康
も
、
お
よ
そ
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
抱
く
衝
動
の
内
容
は
つ
ね
に
同
時

に
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
無
縁
で
も
あ
り
え
た
よ
う
な
新
た
な
諸
悪
（
嫉
妬
、
不
安
、
悲
惨
な
境
遇
、
放
蕩
等
々
）
の
原
因
と
も
な
り

う
る
も
の
で
し
か
な
い
。
お
よ
そ
全
知
な
ら
ざ
る
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
人
生
行
路
に
お
い
て
は
そ
れ
ゆ
え
、「
自
ら
を
本
当
に

幸
福
に
す
る
の
が
な
ん
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
こ
と8

」、
ま
し
て
そ
れ
を
通
じ
「
よ
く
あ
る
こ
と
の
最
大
量
〔ein M

axim
um

 des 

W
ohlbefindens

〕9

」
を
成
就
す
る
こ
と
は
、
つ
い
に
か
な
わ
ぬ
さ
さ
や
か
な
一
箇
の
「
構
想
力
の
理
想10

」
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
幸
福
を
巡
る
真
の
問
題
は
む
し
ろ
、
こ
こ
で
幸
福
を
か
く
も
あ
や
ふ
や
で
成
就
し
が
た
い
も
の
と
し
て
い

る
そ
も
そ
も
の
前
提
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
は
逆
説
的
に
も
、
カ
ン
ト
の
言
う
よ

う
な
、
幸
福
に
よ
ら
な
い
で
純
粋
に
義
務
の
た
め
に
義
務
を
な
す
「
道
徳
的
意
識
〔das m

oralische B
ew

ußtsein

〕」
の
経
験
の
ほ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
道
徳
的
意
識
が
経
験
す
る
問
題
の
構
図
は
、
た
ん
に
幸
福
の
み
を
巡
る
よ
う
な
（
非
道
徳
的
）
意
識
が
直
面

す
る
で
あ
ろ
う
の
と
ま
さ
に
同
じ

0

0

と
こ
ろ
を
経
巡
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
そ
の
前
提
と
は
す
な
わ
ち
、
所
与
の

0

0

0

自
然
の
成
り

行
き
は
そ
も
そ
も
、
我
々
人
間
の
行
為
の
帰
結
の
良
し
悪
し
に
頓
着
な
ど
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
問

題
の
構
図
を
浮
き
彫
り
に
す
る
『
精
神
現
象
学
』
の
一
節
を
取
り
上
げ
た
い
。

道
徳
的
意
識
に
と
っ
て
〔
真
な
る
〕
実
在
〔W

esen

〕
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
の
は
義
務
〔Pflift

〕
で
あ
っ
て
、〔
こ
の
限
り
で
〕

道
徳
的
意
識
は
現
実
的
か
つ
活
動
的
〔tätig

〕
な
も
の
な
の
で
あ
り
、〔
す
な
わ
ち
〕
自
ら
の
現
実
態
と
所
行
〔Tat

〕
に
お
い

て
義
務
を
遂
行
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
方
、こ
の
限
り
で
の
道
徳
的
意
識
に
対
し
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
は
、自
然
の
、

前
提
と
さ
れ
て
あ
る〔
と
い
う
意
味
で
の
〕自
由
な
あ
り
か
た
で
あ
る
。
あ
る
い
は
道
徳
的
意
識
が
経
験
す
る
の
は
、自
ら
の〔
所
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行
の
〕
現
実
と
自
然
の
現
実
と
が
統
一
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
意
識
が
自
身
に
与
え
ら
れ
る
〔
か
ど
う
か
〕
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
自
然
が
頓
着
し
な
い
〔unbekünm

m
ert

〕
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
意
識
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
幸
福
〔V

ielleicht glücklich

〕
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
〔
許
さ
れ
て
い
るw

erden läßt

〕
の
か
も
し
れ
な
い
し
、ひ
ょ
っ

と
す
る
と
そ
う
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。（G

W
9, 325

）

道
徳
的
意
識
に
お
い
て
は
「
自
己
意
識
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
義
務
に
よ
っ
て
の
み
拘
束
さ
れ
て
い
て
、〔
義
務
と
い
う
〕
こ
の
実
体

こ
そ
が
自
己
意
識
自
身
の
純
粋
な
意
識
で
あ
る
」（G

W
9, 324

）。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
意
識
が
そ
の
あ
り
か
た
か
ら
し
て
他
在
と
し

て
の
対
象
を
前
提
と
し
て
い
る
に
し
て
も
、
当
該
の
他
在
は
、
自
己
意
識
が
義
務
の
た
め
の
義
務
と
距
離
を
と
ら
な
い
で
そ
こ
で
自

己
完
結
し
て
い
る
限
り
、た
ん
に
「
自
己
意
識
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
現
実
〔bedeutungslose W

irklichkeit

〕
で
あ
る
」

（G
W

9, 325

）。
か
く
し
て
道
徳
的
意
識
と
こ
の
現
実
、
す
な
わ
ち
自
然
の
成
り
行
き
と
は
、
こ
こ
で
は
端
的
に
没
交
渉
的
で
あ
る
。

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
と
い
う
こ
の
実
在
の
成
り
行
き
は
「
道
徳
的
意
識
が
自
然
に
頓
着
し
な
い
の
と
同
様
に
、
道
徳
的
意
識

の
こ
と
に
頓
着
し
な
い
」（Ebd.

）。
―
―
自
然
の
成
り
行
き
は
、
道
徳
的
意
識
の
行
為
が
義
務
に
基
づ
こ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
等
し

並
み
に
没
交
渉
的
に
進
行
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
意
識
の
所
行
が
自
然
の
成
り
行
き
の
も
た
ら
す
現
実
と
一
致

す
る
か
ど
う
か
、ま
し
て
そ
の
さ
き
で
道
徳
的
意
識
が
そ
の
欲
求
を
満
た
し
て
幸
福
に
与
る
か
ど
う
か
は
、な
ん
ら
確
約
さ
れ
な
い
。

だ
が
裏
返
し
て
言
う
な
ら
、
そ
の
意
味
で
は
自
然
は
ま
た
非
道
徳
的
意
識
に
と
っ
て
も
平
等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
、
非
道
徳
的

意
識
の
ほ
う
が
見
届
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
お
の
れ
の
所
行
が
好
運
に
も

0

0

0

0

そ
う
し
た
幸
福
と
享
楽
に
恵
ま
れ
る
こ
と
、「
お
そ
ら

く
偶
然
な
仕
方
で
の
自
ら
〔
の
目
的
〕
の
実
現
」（Ebd.

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
程
度
は
、
道
徳
的
意
識
が
「〔
行
為
の
目
的
の
〕
成
就

に
よ
る
幸
福
と
、〔
行
為
の
〕
完
遂
に
よ
る
享
楽
に
自
ら
与
る
の
を
見
る
こ
と
が
な
い
」
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
限
り
で
の
道
徳
的
意
識
の
経
験
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
の
原
型
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
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た
も
の
で
あ
る
。
無
神
論
的
だ
が
誠
実
な
人
間
、
た
と
え
ば
「
ス
ピ
ノ
ザ
」
の
よ
う
な
人
物
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
彼
が
見
い
だ
す
そ

れ
以
外
の
い
か
な
る
誠
実
な
人
々
で
あ
れ
、
彼
ら
は
と
も
に
「
ま
っ
た
く
も
っ
て
幸
福
で
あ
る
こ
と
に
値
し
て
い
る
〔W

ürdigkeit 

glücklich zu sein

〕
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
顧
み
な
い
自
然
に
よ
っ
て
〔durch die N

atur, die darauf nicht 

achtet

〕、
困
窮
、
病
苦
、
不
慮
の
死
と
い
っ
た
災
厄
の
一
切
に
晒
さ
れ
て
い
る
。〔
そ
こ
で
は
彼
ら
誠
実
な
人
々
は
〕
地
上
の
ほ

か
の
動
物
た
ち
と
同
じ
な
の
で
あ
る11

」。
そ
し
て
そ
れ
は
不
断
に
、
死
と
い
う
「
大
い
な
る
墓
穴
」
が
彼
ら
を
呑
み
込
む
ま
で
続

き
、
自
然
は
そ
こ
で
は
あ
た
か
も
端
的
な
「
物
質
の
目
的
な
き
カ
オ
ス
と
い
う
深
淵
〔der A

bglund des zw
ecklosen C

haos der 

M
aterie

〕12

」
と
し
て
現
前
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
―
―
『
判
断
力
批
判
』
の
な
か
で
（「
創
造
の
究
極
目
的
」
と
の
関
連
で
）

語
ら
れ
る
こ
の
事
実
こ
そ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
の
ち
に
振
り
返
る
こ
と
に
な
る
道
徳
的
意
識
と
自
然
の
成
り
行
き
と
の

没
交
渉
的
な
対
立
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
幸
福
と
い
う
目
的
は
、
誠
実
な
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
し
て
た
ん

に
自
己
の
幸
福
の
み
を
希
求
す
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
同
等
の
資
格
で
も
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
う
る
も
の
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

⁂

自
己
意
識
に
と
っ
て
幸
福
が
つ
ね
に
確
約
さ
れ
え
ぬ
も
の
と
し
て
い
る
元
々
の
前
提
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
の
大
元
の
問
題
の
構
図

に
は
、
自
然
の
成
り
行
き
に
対
す
る
こ
の
没
交
渉
性
を
巡
る
問
い
が
あ
る
。
―
―
背
景
を
こ
う
見
定
め
る
こ
と
で
も
っ
て
同
時
に
浮

き
彫
り
と
な
る
の
は
、
幸
福
に
か
か
わ
る
選
択
意
志
の
働
き
が
抱
え
込
む
限
界
で
あ
る
。
そ
の
核
心
を
突
く
テ
ク
ス
ト
を
一
つ
、
今

度
は
『
法
の
哲
学
』
の
な
か
か
ら
挙
げ
た
い
。
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決
定
論
〔D

eterm
inism

us

〕
は
正
当
に
も
、〔
選
択
意
志
に
お
け
る
〕
抽
象
的
な
自
己
規
定
を
巡
る
あ
の
確
信
に
対
し
、
内
容

〔Inhalt

〕
を
対
置
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
容
と
い
う
の
は
、
眼
前
に
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
〔vorgefundener

〕
で
は
あ
っ

て
も
、あ
の
確
信
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
ゆ
え
外
部
に
〔von Außen

〕
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
選
択
意
志
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
の
は
、
か
く
し
て
た
ん
に
自
由
な
自
己
規
定
の
形
式
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
で
し
か

な
く
、
そ
の
一
方
で
も
う
一
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
〔
内
容
〕
は
、
選
択
意
志
に
と
っ
て
は
所
与
の
も
の
〔ein ihr gegebenes

〕

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
選
択
意
志
は
確
か
に
、そ
れ
が〔
そ
れ
だ
け
で
〕自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
な
ら
、欺
瞞
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。

（G
W

14-1, 39
）

す
で
に
見
た
通
り
、
意
志
は
選
択
意
志
と
し
て
、
様
々
な
衝
動
か
ら
な
る
諸
選
択
肢
に
つ
い
て
反
省
を
加
え
、〈
あ
れ
か

－

こ
れ

か
〉
を
選
択
す
る
も
の
と
し
て
働
く
。「
様
々
な
衝
動
に
か
か
わ
る
反
省
は
、そ
う
し
た
衝
動
を
表
象
し
、勘
定
し
、互
い
を
互
い
と
、

ま
た
そ
の
充
足
の
た
め
の
手
段・帰
結
等
々
と
、ま
た
充
足
の
一
箇
の
全
体
―
―
幸
福
―
―
と
比
較
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
〔
…
…
〕」

（G
W

14-1, 41

）。
そ
の
限
り
で
、
選
択
意
志
に
お
け
る
こ
の
反
省
の
働
き
に
は
す
で
に
一
箇
の
普
遍
的
な
あ
り
か
た
が
現
れ
出
て

い
て
、「
反
省
は
〔
衝
動
の
〕
そ
う
し
た
素
材
に
形
式
的
な
普
遍
性
を
も
た
ら
す
」（Ebd.

）。
だ
が
同
時
に
、
そ
れ
が
「
そ
う
し
た

素
材
の
剥
き
出
し
の
あ
り
か
た
、
野
蛮
な
あ
り
か
た
〔R

ohheit und B
arbery

〕
を
純
化
す
る
」
仕
方
は
、
こ
こ
で
は
な
お
あ
く
ま

で
「
外
的
な
仕
方
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
普
遍
性
は
な
お
「
形
式
的
」
で
あ
る
（W

7, 71

）。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
そ
も
そ
も
「
こ
の
内
容
と
い
う
の
は
、
眼
前
に
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
〔vorgefundener

〕
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
の
確
信
の

う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
外
部
に
〔von Außen

〕
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
」（G

W
14-1, 39

）。
選

択
意
志
が
行
う
の
は
た
ん
に
反
省
に
基
づ
い
た
選
択
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
さ
い
そ
れ
が
眼
前
に
見
い
だ
す
諸
選
択
肢
そ
の
も
の
は

あ
く
ま
で
所
与
の
も
の
、
す
な
わ
ち
選
択
意
志
自
身
の
外
部
か
ら
来
る
も
の
に
し
て
、（
自
然
の
）
な
ん
ら
か
決
定
論
的
な
あ
り
か
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た
を
通
じ
制
約
さ
れ
て
あ
る
よ
う
な
所
与
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
所
与
の
内
容
は
、
そ
れ
自
身
で
は
選
択
意
志
に
な
ん
ら
一
意
な
選
択
の
原
理
を
教
え
な
い
。
言
い
換

え
れ
ば
、
選
択
意
志
に
内
容
を
提
供
す
る
自
然
は
―
―
選
択
意
志
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
不
幸
に
も
―
―
当
の
そ
れ
を
巡
る
選
択
の
行

方
を
も
確
約
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
選
択
意
志
は
そ
の
端
的
に
所
与
で
あ
る
よ
う
な
内
容
を
め
ぐ
っ
て
取
捨
選
択

す
る
さ
い
、「
諸
々
の
衝
動
・
傾
向
が
互
い
に
妨
げ
あ
い
、〔
ま
た
〕
一
方
の
充
足
が
他
方
の
充
足
の
従
属
あ
る
い
は
犠
牲
を
必
要
と

す
る
と
い
っ
た
現
象
」
を
巡
る
諸
衝
動
間
の
「
弁
証
法
」
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（G

W
14-1, 39

）。
と
こ
ろ
が
そ
の
さ
い
、
選

択
意
志
が
同
時
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
衝
突
を
調
停
し
て
選
択
を
一
意
に
決
定
す
る
べ
き
原
理
が
、
選
択
意
志
自
身
の
う

ち
に
も
、
各
々
の
衝
動
の
内
部
に
も
（
衝
動
は
「
自
己
自
身
の
う
ち
尺
度
〔M

aß

〕
を
持
た
な
い
」（Ebd.

））、
そ
し
て
そ
の
内
容

を
与
え
て
い
る
当
の
自
然
一
般
の
成
り
行
き
の
う
ち
に
も
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
―
―
そ
の
選
択
が
結
局
「
偶
然
な

決
定
」（Ebd.

）
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
選
択
意
志
に
よ
る
選
択
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
必
然
性
を
欠
く
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。「
選
択
意
志
は
、
意
志

と
し
て
あ
る
限
り
、
偶
然
性
〔Zufälligkeit

〕
で
あ
る
」（G

W
14-1, 38

）。
選
択
意
志
の
選
択
は
そ
こ
で
は
―
―
非
道
徳
的
意
識
と

同
様
―
―
好
運
に
も

0

0

0

0

な
ん
ら
か
の
成
果
の
あ
る
こ
と
へ
の
期
待
と
実
質
的
に
等
価
な
も
の
に
接
近
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
選

択
意
志
が
幸
福
と
い
う
或
る
普
遍
的
な
目
的
を
設
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、選
択
意
志
は
そ
こ
で
も
結
局「
主

観
的
な
感
情
と
好
み
」（G

W
20, 475

）
に
依
存
し
て
（
特
定
の
衝
動
の
内
容
に
の
み
そ
の
肯
定
的
な
内
容
を
持
つ
）「
幸
福
を
巡
る

決
定
」
を
下
す
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
実
践
的
精
神
が
そ
の
展
開
に
お
い
て
最
初
に
獲
得
す
る
純
化
の
仕
方
は
、
幸
福
と
い
う
目
的
そ
の
も
の
の
ほ
う
か
ら

み
て
も
、
ま
た
そ
の
た
め
の
取
捨
選
択
を
行
う
選
択
意
志
と
い
う
働
き
の
ほ
う
か
ら
み
て
も
、
そ
の
選
択
意
志
が
か
か
わ
る
内
容
そ

の
も
の
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
限
界
を
持
ち
、
そ
の
う
え
そ
れ
が
獲
得
し
た
普
遍
的
な
あ
り
か
た
を
そ
の
つ
ど
直
ち
に
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無
効
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
自
然
の
成
り
行
き
に
対
す
る
没
交
渉
性
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
―
―
実
質
的

に
た
ん
な
る
好
運
へ
の
期
待
と
等
価
の
―
―
偶
然
の
決
定
と
い
う
、
こ
の
土
俵
の
う
え
で
は
、
た
と
え
選
択
意
志
が
い
か
に
一
見
巧

み
に
〈
あ
れ
か

－

こ
れ
か
〉
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
つ
ど
の
損
得
勘
定
を
繰
り
広
げ
よ
う
と
も
、
そ
の
諸
選
択
肢
の
与
え
ら
れ
か
た
と
、

そ
れ
へ
の
選
択
意
志
自
身
の
関
係
の
仕
方
か
ら
し
て
、
働
き
の
十
全
な
実
現
に
よ
る
幸
福
の
成
就
は
、
最
初
か
ら
確
約
さ
れ
て
い
な

い
。
古
代
の
幸
福
主
義
に
せ
よ
幸
福
を
目
的
に
設
定
す
る
実
践
的
精
神
一
般
に
せ
よ
、
そ
れ
が
か
か
わ
る
内
容
が
到
達
し
う
る
の
は

せ
い
ぜ
い
、「
意
志
を
ま
だ
そ
の
自
由
に
お
い
て
は
把
握
せ
ず
、
自
然
の
所
与
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
そ
の
内
容
を
巡
る
反
省
す
る
思
考

の
立
場
」（G

W
14-1, 109

）
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
産
み
出
す
も
の
」（G

W
20, 438

）
と
し
て
の
主
観
的
精
神
に
お
い
て
、実
践
的
精
神
が
産
み
出
す
べ
き
な
の
は
本
来
、様
々

な
衝
動
の
充
足
に
伴
う
享
楽
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
ま
ま
さ
に
見
ら
れ
た
通
り
、
も
し
こ
の
産
出
が
、
ま
さ
に
そ
の

実
践
的
精
神
内
部
で
は
十
分
に
回
収
さ
れ
え
ぬ
こ
と
を
そ
の
本
性
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
限
り
で
、
実
践
的
精
神

か
ら
の
な
ん
ら
か
新
た
な
移
行
が
、
す
な
わ
ち
実
践
的
精
神
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
産
み
出
す
の
と
は
違
う
新
た
な
産
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
い
ま

や
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　

問
題
の
転
換 

―
― 

徳
福
一
致
か
ら
人
倫
的
実レ
ア
リ
テ
ー
ト

在
性
の
形
成
へ

ス
ト
ア
主
義
の
道
徳
の
原
理
は
そ
れ
ゆ
え
、精
神
の
自
己
自
身
と
の
合
致〔Zusam

m
enstim

m
en

〕で
あ
る
。け
れ
ど
も
問
題
は
、

そ
れ
は
た
ん
に
形
式
的
な
も
の
の
ま
ま
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
直
ち
に
、
自
己
の
う

ち
に
合
致
し
た
も
の
と
、
も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
も
の
、〔
あ
る
い
は
〕
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
対
立
が
発
生

す
る
。
人
間
は
自
由
で
あ
っ
て
、
ま
た
他
な
る
も
の
と
関
係
を
持
つ
、
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
〔
実
際
に
は
〕
そ
の
関
係
の
も
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と
で
は
人
間
は
自
由
で
は
な
く
、他
な
る
も
の
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
〔
他
な
る
も
の
に
相
当
す
る
〕
側
面
に
は
、

幸
福
も
含
ま
れ
て
い
る
。
私
の
非
依
存
性
〔U

nabhängigkeit

〕
は
た
ん
に
一
つ
の
側
面
で
し
か
な
く
、
も
う
一
つ
の
、
私
の

現
実
存
在
か
ら
な
る
特
殊
的
な
側
面
は
、
そ
れ
ゆ
え
ま
だ
こ
の
非
依
存
性
の
側
面
と
は
相
応
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
徳

と
幸
福
と
の
調
和
〔H

arm
onie von Tugend und G

lückseligkeit

〕
と
い
う
問
題
こ
そ
は
ま
さ
に
、
こ
の
時
代
に
出
て
き
た

古
い
問
題
な
の
で
あ
る
。（W

19, 284

）

問
題
へ
の
通
路
を
見
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
当
該
の
事
態
の
行
方
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
史
的
認
識
を
、
手
短
で
は

あ
る
が
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
見
ら
れ
た
通
り
、
実
践
的
精
神
の
枠
内
に
お
け
る
幸
福
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
は
、
古
代

の
幸
福
主
義
を
巡
る
そ
れ
と
連
動
し
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
か
た
を
確
認
す
る
う
え
で
、
そ
の
古
代
の
幸

福
主
義
の
行
方
を
巡
る
彼
の
理
解
に
い
ま
一
度
立
ち
戻
る
こ
と
は
、
十
分
有
効
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
た
と
え
所
与
の
状
況
に
お
い
て
選
択
の
余
地
が
限
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
一
般
に
適
切
な
選
択
を
可
能
と
す
る
卓

越
し
た
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
な
お
十
分
に
目
的
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
、
す
ぐ
れ
た
将

軍
で
あ
れ
ば
数
少
な
い
手
勢
か
ら
で
も
状
況
を
覆
し
、
す
ぐ
れ
た
職
人
で
あ
れ
ば
限
ら
れ
た
材
料
か
ら
で
も
良
い
靴
を
作
る
で
あ
ろ

う
か
ら
で
あ
る13

。
と
は
い
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
そ
の
つ
ど
の
選
択
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
巡
る
す
ぐ
れ
て
適
切
な
認
識

か
ら
な
る
も
の
と
し
て
の
、
古
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
に
お
け
る
「
徳
〔Tugend

〕」
の
も
と
で
は
、
上
記
の
問
題
の
構
図

は
な
お
必
ず
し
も
解
消
さ
れ
な
い
。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
と
で
は
一
般
に
、
個
人
が
そ
の
行
為
に
お

い
て
抱
く
「
情
念
（
傾
向
性
）〔Leidenschaft （N

eigung

）〕
が
、
理
性
が
命
令
す
る
こ
と
を
行
う
と
い
う
仕
方
で
理
性
と
関
係
す

る
と
き
、我
々
は
そ
れ
を
徳
と
呼
ぶ
」（W

19, 223

）。
そ
の
限
り
で
「
私
が
私
の
行
為
に
お
い
て
私
を
方
向
づ
け
て
い
る
当
の
も
の
」

と
は
同
時
に
ま
た
、
当
該
の
理
性
に
聴
従
す
る
傾
向
性
と
し
て
の
情
念
の
う
ち
に
現
れ
出
る
「
習
慣

0

0

へ
と
生
成
し
た
〔
…
…
〕
私
の
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意
志
〔m

eine W
ille, [...] die der zur G

ew
ohnheit gew

orden ist

〕」（W
19, 284

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
個0

人
の
習
慣
が
作
り
出
す
情
念
の
も
と
で
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〈
第
二
の
自
然

0

0

0

0

0

〉
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
お
意
味
を
な
さ
な
い
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

徳
に
さ
し
あ
た
っ
て
な
お
欠
如
し
て
い
る
の
は
、
今
日
の
我
々

0

0

0

0

0

が
「
徳
に
代
わ
っ
て
話
題
に
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
道
徳
性

〔M
oralität

〕」（Ebd.

）
に
お
い
て
は
じ
め
て
明
確
に
登
場
す
る
概
念
、
す
な
わ
ち
普
遍
妥
当
的
な
義
務
を
巡
る
普
遍
的
な
も
の
と

し
て
の
「
私
の
主
観
的
な
反
省
〔m

eine subjektive R
eflexion

〕」（Ebd.

）
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
あ
と
、
ス
ト

ア
主
義
の
時
代
に
な
お
「
形
式
的
な
も
の
」
と
し
て
で
あ
れ
孕
ま
れ
て
い
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
主
観
の
反
省
に
お
け
る
「
自
己
意

識
の
自
由
」（W

19, 295
）
な
の
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
外
界
の
対
象
と
は
別
様
に
存
在
す
る
自
己
を
自
覚
す
る
ス
ト
ア
主
義
に
と
っ
て
は
、
現
に
存
在
す
る
そ
の
つ
ど
の
個

別
的
な
も
の
の
う
ち
に
幸
福
は
生
じ
え
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
た
ん
に
個
人
の
幸
福
と
の
み
結
び
つ
く
よ
う
な
徳
も
実
際
に
は
存

在
し
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。「
個
人
と
し
て
の
個
人
と
幸
福
と
は
合
致
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、〔
幸
福
は
〕
た
ん
に
普
遍
的
な
人
間

と
し
て
の
彼
と
の
み
合
致
す
る
の
で
あ
る
」（W

19, 288

）。
そ
の
場
合
、
幸
福
に
お
い
て
得
る
べ
き
享
楽
と
は
む
し
ろ
「
自
己
と

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
の
自
己
自
身
と
の
合
致〔eine Zusam

m
enstim

m
ung seiner m

it selbst als eines A
llgem

einen

〕」（Ebd.

）

で
あ
っ
て
、「
そ
こ
に
は
た
ん
に
概
念
あ
る
い
は
主
観
的
な
人
倫
性
〔die subjektive Sittlichkeit

〕
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
。
だ

が
主
観
的
で
あ
る
限
り
で
そ
れ
は
人
倫
性
の
真
な
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
幸
福
と
は
、
自
ら
の
う
ち
に
安
ら
い
で
、
対
象
に
依
存
す

る
こ
と
な
く
享
楽
す
る
と
い
う
こ
の
自
由
〔diese Freiheit des in sich ruhenden und sich unabhängig von den G

egenständen 

genießenden B
ew

ußtsein

〕
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」（Ebd.

）。

と
は
い
え
、
ス
ト
ア
主
義
が
か
く
し
て
「
理
性
的
な
自
己
保
存
」（die vernünftige Selbsterhaltung

）」（W
19, 287

）
を
徳
に

掲
げ
、
そ
こ
で
も
っ
ぱ
ら
そ
の
端
的
な
自
己
確
信
と
し
て
の
「
精
神
の
自
己
自
身
と
の
合
致
」（W

19, 284

）
の
う
ち
に
自
ら
の
幸
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福
を
見
定
め
る
場
合
に
は
、
問
題
の
構
図
は
や
は
り
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
そ
こ
で
実
際
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
る
の
は
、
自
己
確
信
か
ら
排
除
さ
れ
て
あ
る
他
在
と
の
、
あ
る
い
は
「
こ
の
非
依
存
性
の
側
面
」
と
「
私
の
現
実
存
在
か
ら
な
る

特
殊
的
な
側
面
」と
の
没
交
渉
的
対
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ト
ア
主
義
が
こ
こ
で
直
面
す
る
事
態
が
、「
道
徳
的
意
識
」

が
そ
の
他
在
と
の
間
で
直
面
す
る
事
態
の
原
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
と
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ

え
に
、
徳
福
一
致
の
問
題
は
、
古
代
以
降
「
こ
の
時
代
」（Ebd.

）
ま
で
延
々
と
問
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

⁂

と
こ
ろ
で
い
ま
見
た
通
り
、
ス
ト
ア
主
義
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
課
題
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
「
精
神
と
自
己
自
身
と

の
合
致
」
の
み
を
問
題
に
し
て
、「
理
性
性
と
現
実
存
在
、
現
存
在
と
の
実レ
ア
ー
ル

在
的
な
調
和
」（W

19, 294

）
に
は
至
ら
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
そ
こ
で
は
、

人
倫
的
実レ
ア
リ
テ
ー
ト

在
性
は
、
持
続
的
な
も
の
、
産
み
出
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
つ
ね
に
自
ら
を
産
み
出
す
よ
う
な
作
品
〔das 

bleibende, hervorgebrachte und sich im
m

er hevorbringende W
erk

〕
と
し
て
は
、
言
い
表
さ
れ
て
い
な
い
。〔
だ
が
〕
人

倫
的
実レ
ア
リ
テ
ー
ト

在
性
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
が
持
続
的
な
存
在
す
る
体
系
で
あ
る
の
と

同
様
に
、
精
神
的
な
も
の
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
体
系
と
し
て
、
対
象
的
な
世
界
〔eine gegenständliche W

elt

〕
と
な
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
実レ
ア
リ
テ
ー
ト

在
性
こ
そ
は
ス
ト
ア
主
義
が
到
達
し
て
い
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。（W

19, 287-288

）

精
神
自
身
が
、
あ
た
か
も
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
一
箇
の
対
象
的
な
世
界
と
し
て
、
そ
れ
も
不
断
に
自
ら
を
産
み
出
し
続
け
、
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そ
の
限
り
で
持
続
的
に
存
在
す
る
も
の
と
な
る
と
い
う
、
こ
の
精
神
の
新
た
な
展
開
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
す
る
ス
ト
ア
主
義

か
ら
な
お
欠
落
し
て
い
る
視
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
方
ま
た
そ
う
し
た
世
界
と
い
う
一
箇
の
総
体

0

0

こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

場
合
に
は
、「
個
人
の
人
倫
的
実
在
性
」「
個
人
の
性
質
」（W

19, 288

）
と
し
て
語
ら
れ
る
限
り
で
の
、
た
ん
に
個
人

0

0

の
性
格
と
し

て
の
徳
に
よ
る
幸
福
へ
の
実
践
一
般
も
、
同
様
に
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
ま
さ
に
こ
の
、
徳
福
一
致

の
問
題
を
巡
る
哲
学
史
的
背
景
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
定
の
仕
方
こ
そ
は
、
実
践
的
精
神
か
ら
客
観
的
精
神
へ
の
移
行
の
核
心
と
一
致

を
見
て
い
る
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

〔
精
神
は
〕
精
神
自
身
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
べ
き
、
か
つ
産
み
出
さ
れ
た
世
界
と
し
て
の
実
在
性
〔Realität als einer 

von ihm
 hervorzubringenden, und hervorgebrachten W

elt

〕
と
い
う
形
式
に
お
い
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
は
自
由
は
現
存

す
る
必
然
性
〔vorhandene N

othw
endigkeit

〕
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
〔
こ
れ
が
〕
客
観
的
精
神
〔
で
あ

る
〕。（G

W
20, 383

）

幸
福
に
代
わ
っ
て
登
場
す
る
意
志
の
「
真
な
る
あ
り
か
た
」
と
は
、「
自
己
自
身
に
即
し
て
あ
る
意
志
の
、普
遍
的
規
定
態
で
あ
り
、

言
い
換
え
れ
ば
意
志
の
自
己
規
定
〔Selbstbestim

m
en

〕
そ
の
も
の
、〔
す
な
わ
ち
〕
自
由
」（G

W
20, 475

）
で
あ
っ
た
。
と
は
い

え
も
し
、
そ
の
自
由
に
お
け
る
普
遍
妥
当
的
な
自
己
規
定
が
、
た
ん
に
純
粋
に
義
務
の
た
め
に
義
務
を
な
す
「
道
徳
的
意
識
」
に
お

け
る
狭
義
の
自
律

0

0

に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
結
局
、幸
福
と
選
択
意
志
が
直
面
し
て
い
た
の
と
同
じ
あ
の

0

0

0

0

問
題
の
構
図
を
、

実
質
的
に
は
な
ん
ら
解
消
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
認
定
に
お
い
て
は
、
古
代
の
幸
福
主
義
も
ス
ト
ア
主
義
も
、
そ

れ
ゆ
え
道
徳
的
意
識
も
、
と
も
に
所
与
の
自
然
の
成
り
行
き
が
こ
の
自
己
意
識
的
な
反
省
に
と
っ
て
没
交
渉
的
で
あ
る
と
い
う
問
題

の
構
図
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
同
じ
資
格
で
問
い
質
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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自
由
は
そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
、
そ
の
所
与
の
自
然
の
成
り
行
き
そ
の
も
の
を
置
き
換
え
、
そ
の
限
り
で
「
主
観
的
な
感
情
と
好
み
」

の
介
在
す
る
余
地
を
も
不
要
と
す
る
よ
う
な
「
現
存
す
る
必
然
性

0

0

0

0

0

0

0

」（G
W

20, 383

）
そ
の
も
の
と
し
て
、
現
に
対
象
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

存
在

す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
意
志
が
幸
福
に
代
わ
っ
て
持
つ
真
に
「
普
遍
的
な
内
容
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
限
り
で
の
自
由
の

現
実
存
在
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
「〔
傾
向
性
と
衝
動
の
〕
特
殊
性
な
ら
び
に
自
然
的
な
直
接
態

を
超
え
出
て
、
そ
の
内
容
に
理
性
性
と
客
観
性
を
付
与
す
る
」
こ
と
の
帰
結
が
具
体
的
に
指
し
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

〔
傾
向
性
と
衝
動
の
〕
特
殊
性
な
ら
び
に
自
然
的
な
直
接
態
を
超
え
出
て
、
そ
の
内
容
に
理
性
性
と
客
観
性
を
付
与
す
る
こ
と

が
、
精
神
自
身
に
内
在
し
た
反
省
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
傾
向
性
と
衝
動
は
必
然
的
な
関
係
〔Verhältnisse

〕、
諸
々
の
法
゠

権
利
な
ら
び
に
義
務
と
な
る
。〔
必
然
的
な
関
係
に
お
け
る
〕
こ
う
し
た
客
観
化
こ
そ
は
、
傾
向
性
と
衝
動
の
内
実
な
ら
び
に

両
者
相
互
の
関
係
、〔
そ
し
て
〕
一
般
に
そ
の
真
な
る
あ
り
か
た
を
提
示
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。（G

W
20, 472

）

意
志
が
こ
こ
で
実
際
に
提
供
す
べ
き
な
の
は
な
ん
ら
か
新
た
な
一
箇
の
存
在
者
で
は
な
く
、
意
志
の
規
定
の
か
か
わ
る
存
在
者
間

の
連
関
を
巡
る
様
相

0

0

そ
の
も
の
の
更
新
で
あ
る
。
精
神
は
そ
れ
を
通
じ
、
互
い
が
互
い
に
頓
着
し
な
い
よ
う
な
自
然
と
の
偶
然
に
依

存
し
た
没
交
渉
的
関
係
を
超
え
出
て
、
自
ら
の
所
産
と
し
て
の
諸
々
の
関
係
内
部
で
生
起
す
る
必
然
性
に
導
か
れ
て
意
志
の
内
容
を

決
め
、
そ
の
限
り
で
自
己
関
係
的
に
行
為
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
践
的
精
神
に
至
る
ま
で
の
主
観
的
精
神
の
過
程
に
お

い
て
産
み
出
さ
れ
て
く
る
も
の
―
―
身
体
の
習
慣
、
労
働
、
言
語
―
―
も
確
か
に
、
精
神
の
主
体
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
そ
の
つ
ど

新
た
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
へ
と
か
か
わ
る
こ
と
が
そ
の
つ
ど
新
た
な
自
己
関
係
の
生
起
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
意
志
の
内

容
の
必
然
性
を
伴
う
こ
の
高
次
の
統
制
を
経
た
必
然
的
自
己
関
係

0

0

0

0

0

0

0

の
境
位
は
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
既
存
の
所
産
を
た
ん
に
そ
れ
そ
の

も
の
だ
け
で
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
な
お
も
十
分
に
は
説
明
さ
れ
え
な
か
っ
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
客
観
的
精
神
の
規
定
そ
の
も
の
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
そ
れ
以
上
細

か
に
そ
の
分
析
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
提
示
し
た
の
は
む
し
ろ
、
客
観
的
精
神
が
（
同
様
に
産
み
出
す
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

は
ず
の
）
実
践
的
精
神
と
具
体
的
に
い
か
な
る
点
に
お
い
て
区
別
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
問
題
の
構
図
の
乗
り
越
え
を
目

指
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
へ
の
通
路
に
つ
い
て
は
、
幸
福
主
義
的
享
楽
か
ら
「
現
存
す
る
必
然
性
」
と
し
て
の
自
由
へ
の
移
行
の

過
程
と
そ
の
背
景
の
う
ち
で
の
み
理
解
さ
れ
う
る
、
と
い
う
次
第
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
―
―
幸
福
の
問
題
は
（
そ
し
て
選
択
意
志
の

問
題
も
）
実
際
、ま
さ
に
こ
れ
を
転
機
に
、客
観
的
精
神
の
展
開
が
進
む
に
つ
れ
背
後
と
周
縁
へ
と
退
き
、（「
道
徳
性
」
に
お
け
る
「
福

祉
〔W

ohl

〕」
の
問
題
を
除
き
）
問
題
と
さ
れ
な
く
な
る
。
だ
が
同
じ
そ
の
転
機
こ
そ
は
、
実
践
的
精
神
全
体
の
、
そ
し
て
実
質
的

に
は
主
観
的
精
神
そ
の
も
の
の
転
機
と
し
て
、
客
観
的
精
神
と
し
て
産
み
出
さ
れ
た
第
二
の
自
然
に
特
有
の
性
格
と
そ
の
背
景
に
あ

る
問
題
意
識
を
厳
密
に
確
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

む
す
び
に 

―
― 

近
代
に
お
け
る
「
幸
福
」
の
思
考
の
行
方

今
日
の
人
間
は
幸
福
に
つ
い
て
殆
ど
考
へ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
試
み
に
近
年
現
は
れ
た
倫
理
学
書
、
と
り
わ
け
我
が
国
で
書

か
れ
た
倫
理
の
本
を
開
い
て
見
た
ま
へ
。
只
の
一
個
所
も
幸
福
の
問
題
を
取
り
扱
つ
て
ゐ
な
い
書
物
を
発
見
す
る
こ
と
は
諸

君
に
と
つ
て
甚
だ
容
易
で
あ
ら
う
。
か
や
う
な
書
物
を
倫
理
の
本
と
信
じ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
そ
の
著
者
を
倫
理
学
者
と

認
め
る
べ
き
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
疑
ひ
な
く
確
か
な
こ
と
は
、
過
去
の
す
べ
て
の
時
代
に
お
い
て

つ
ね
に
幸
福
が
倫
理
の
中
心
問
題
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕
幸
福
に
つ
い
て
考
へ
な
い
こ
と
は
今
日
の
人
間

の
特
徴
で
あ
る
。14
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今
日
、
様
々
な
「
倫
理
の
混
乱
」
が
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
過
去
の
「
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
な
倫
理
学
」「
ス
ト
ア
の
厳
粛

主
義
」「
キ
リ
ス
ト
教
」「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
」「
パ
ス
カ
ル
」
な
ど
と
は
違
い
、
今
日
の
人
々
が
幸
福
に
つ
い
て
議
論
せ
ず
、
そ

れ
ゆ
え
ま
た
「
倫
理
の
本
か
ら
幸
福
論
が
喪
失
し
た
と
い
ふ
こ
と
」
こ
そ
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
よ
く
象
徴
す
る
事
実
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
―
―
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
三
木
清
は
、
近
代
（
日
本
）
に
お
け
る
幸
福
の
思
考
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
う
認
定
し
て
い

た
（
三
木
の
な
か
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
人
物
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
そ
の
批
評
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
人
物
と
し

て
は
、
具
体
的
に
は
和
辻
哲
郎
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う15

）。
そ
こ
へ
さ
ら
に
附
言
し
て
、
も
し
幸
福
に
つ
い
て
の
思
考
が
ま
た
徳0

に
つ
い
て
の
思
考
を
も
要
求
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア16

に
な
ら
っ
て
、
同
じ
今
日
の
人
間
か
ら
は
ま
た
「
諸
徳

に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
え
を
中
心
と
す
る
道
徳
伝
統
」
も
失
わ
れ
て
い
る
と
、
こ
う
論
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

と
は
い
え
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
そ
も
そ
も
、
近
代
に
お
い
て
主
体
が
定
位
す
る
〈
第
二
の
自
然
〉
は
ま
さ
に
、
幸
福
と
い
う
普

遍
的
な
も
の
へ
の
配
慮
の
な
か
に
胚
胎
さ
れ
、
だ
が
同
時
に
そ
の
幸
福
を
し
て
背
後
に
退
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
固
有

の
あ
り
か
た
に
お
い
て
現
れ
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
実
践
的
精
神
か
ら
客
観
的
精
神
へ
と
至
る
過
程
は
ま
さ
に
、

こ
の

0

0

世
界
の
な
か
で
い
か
に
幸
福
に
与
る
か
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
が
前
提
と
す
る
問
題
の
構
図
と
と
も
に
相
対
化
さ
れ

て
ゆ
く
過
程
と
重
な
っ
て
い
る
。
上
記
の
よ
く
知
ら
れ
た
論
評
に
対
し
て
は
そ
れ
ゆ
え
、
幸
福
を
問
う
こ
と
が
積
極
的
に
意
味
を
な

さ
な
く
な
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
近
代
の
「
人
倫
的
実レ
ア
リ
テ
ー
ト

在
性
」
の
生
成
に
お
い
て
は
正
当
な
事
態
な
の
で
あ
る
、
と
返
す
こ
と
も
で

き
よ
う
。
―
―
た
と
え
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
〈
第
二
の
自
然
〉
へ
の
定
位
そ
の
も
の
が
は
た
し
て
新
た
な
自
然

0

0

の
問
題
を
そ
れ
自
身

の
う
ち
に
内
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が
執
拗
に
残
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
で
あ
る17

。

そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
幸
福
／
福
祉
と
の
連
関
の
も
と
で
登
場
す
る
「
善
〔G

ut

〕」
の
概
念
の
位
置
付

け
の
再
考
と
と
も
に
―
―
ま
た
べ
つ
の
機
会
に
問
い
直
し
た
い
と
思
う
。
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註

1 
以
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
原
則
「
大
全
集
版
」（G

esam
m

elte W
erke. In Verbindung m

it der D
eutschen For-

schungsgem
einschaft, hg. von der R

heinisch-W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften （später: von der N
or-

drhein-W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften

）, H
am

burg: Felix M
einer, 1968f.

）
に
拠
る
が
、一
部
は
「
ズ
ー

ア
カ
ン
プ
版
」（W

erke in zw
anzig Bänden, B

d. 7, Frankfurt am
 M

ain : Suhrkam
p, 1970

）
に
拠
る
。
い
ず
れ
も
、
略

号
（G

W
/W

）
と
と
も
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
な
お
、
以
下
、
太
字
は
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
ま
た
は
イ
タ
リ
ッ
ク
（
本

稿
で
は
い
ず
れ
も
イ
タ
リ
ッ
ク
に
変
換
し
て
い
る
）、
圏
点
は
筆
者
の
強
調
を
表
す
。

2 

拙
稿
「
ヘ
ー
ゲ
ル
「
主
観
的
精
神
論
」
研
究　

精
神
に
お
け
る
主
体
の
生
成
と
そ
の
条
件
」（
東
京
大
学
・
二
〇
一
七
年
）、

九
九–

一
〇
三
頁
を
参
照
。

3 

同
書
参
照
。

4 

拙
論
「
ヘ
ー
ゲ
ル
「
精
神
哲
学
」
に
お
け
る
「
実
践
的
精
神
」
の
構
造　
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
」

を
読
み
直
す
意
味
を
め
ぐ
っ
て
」（『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
八–

一
二
〇
頁
）
を
参
照
。

5 

同
上
。V
gl. A

driaan Theodoor Peperzak, H
egels praktische Philosophie. Ein Kom

m
entar zur enzyklopädischen D

arstel-

lung der m
enschlichen Freiheit und ihrer objektiven Verw

irklichun, Stuttgart-B
ad C

annstatt: From
-m

ann-H
olz-

boog, 1991, S. 68f; D
irk Stederoth, H

egels Philosophie des subjektiven G
eistes. Ein kom

paratorischer K
om

m
entar, 

B
erlin: A

kadem
ie Verlag, 2001, S. 389f.

6 

『
法
の
哲
学
』
第
一
二
三
節
の
な
か
で
も
同
様
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
様
の
幸
福
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
「
た
と
え
ば
ク
ロ
イ
ソ
ス
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と
ソ
ロ
ン
の
時
代
の
よ
う
に
」（G

W
14-1, 109

）
と
例
示
し
て
い
る
。

7 
IV, 418.　

以
下
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
はK

ant's gesam
m

elte Schriften, hg. von der K
öniglich Preußischen A

kadem
ie 

der W
issenschaften, B

erlin: G
. R

eim
er, 1911f.

に
拠
り
、
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
示
す
。

8 
Ebd.

9 
Ebd.

10 
IV, 419.　

な
お
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
以
上
の
カ
ン
ト
自
身
に
お
け
る
幸
福
概
念
の
規
定
を
巡
る
様
々
な
錯
綜

に
つ
い
て
は
、
小
谷
英
生
「
道
徳
と
〈
幸
福
で
あ
る
に
値
す
る
こ
と
〉　

カ
ン
ト
は
幸
福
に
い
か
な
る
価
値
を
認
め
た
の
か
」

（
カ
ン
ト
研
究
会
（
編
）『
現
代
カ
ン
ト
研
究
一
四　

哲
学
の
体
系
性
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
八
、八
六

－

一
〇
九
頁
所
収
）、

八
六

－

八
八
頁
を
参
照
。

11 
V, 452.

12 
Ebd.

13 

「
も
し
、
人
間
の
生
が
そ
の
活エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
な
ら
、
幸
福
な
人
間
は
け
っ
し
て
悲
惨
な
境
遇
に
は
陥
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
け
っ
し
て
、
厭
う
べ
き
こ
と
、
忌
む
べ
き
こ
と
を
行
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
に
善
き
者
、
ま
た

思
慮
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
運
テ
ュ
ケ
ーに
よ
く
耐
え
抜
き
、〔
現
に
置
か
れ
て
い
る
〕
状
況
の
う
ち
で
も
っ
と
も
す
ぐ

れ
た
行
為
を
す
る
〔
…
…
〕
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
よ
き
将
軍
が
そ
の
手
勢
を
も
っ
と
も
有
効
に
用
い
、
よ
き
靴
職
人
が
手
元

の
皮
革
か
ら
見
事
な
靴
を
作
る
の
と
同
じ
で
あ
る
」（Eth. N

ic., 1100b.33-1101a.5.

）　

な
お
、
引
用
は
下
記
に
拠
る
。The 

ethics of Aristotle. Edited w
ith an introduction and notes by John B

urnet, N
ew

 York : A
rno Press, 1973.　

訳
文
は

以
下
を
参
照
。『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
一
五
巻
）、
神
崎
繁
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
。

14 

三
木
清
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』（『
三
木
清
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）、
二
〇
四
頁
。
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15 

近
代
日
本
に
お
け
る
客
観
的
精
神
／
人
倫
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
変
奏
と
し
て
ま
ず
筆
頭
に
置
か
れ
る
の
は
、
や
は
り

和
辻
倫
理
学
で
あ
ろ
う
。
そ
の
和
辻
倫
理
学
は
ま
た
、
お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
以
上
に
徹
底
し
て
、
自
ら
の
体
系
の
な
か
か
ら

幸
福
の
問
題
を
排
除
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
―
―
た
と
え
ば
、『
倫
理
学
』
に
お
い
て
和
辻
哲
郎
が
「
倫
理
学
の

根
本
問
題
」
と
呼
ぶ
も
の
の
う
ち
に
は
（「
良
心
、
自
由
、
善
悪
」
は
含
ま
れ
て
も
）
幸
福
は
含
ま
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。『
倫
理
学
』

に
お
い
て
は
実
際
、
た
ん
な
る
言
葉
と
し
て
す
ら
「
幸
福
」
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

そ
の
数
少
な
い
言
及
の
事
例
も
、
お
お
む
ね
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
和
辻
の
見
る
限
り
、
日
本
語
に
お

け
る
「
善
」
は
ド
イ
ツ
語
のgut

と
は
違
い
「
福
」
の
意
味
を
含
ま
な
い
。
た
と
え
仏
教
が
「
善
行
の
果
報
」
の
う
ち
に
「
幸
福
」

を
も
想
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
こ
の
用
法
は
人
倫
関
係
に
お
け
る
善
の
概
念
に
は
浸
み
こ
ん
で
来
な
か
っ
た
。
地
上
の
生

活
に
か
ん
す
る
限
り
、
幸
福
は
善
で
は
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
行
為
の
善
悪
は
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
よ
う
に
）「
行

為
が
幸
福
と
い
う
目
的
に
い
か
に
役
立
つ
か
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
決
定
さ
れ
え
ず
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
道
徳
の
命
令

は
「
幸
福
へ
の
顧
慮
と
は
無
関
係
に
絶
対
的
で
あ
っ
た
」（
和
辻
哲
郎
『
倫
理
学　
（
二
）』、岩
波
文
庫
、五
〇
頁
）
の
で
あ
る
。

　
　
　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
べ
つ
の
箇
所
で
の
幸
福
へ
の
言
及
が
示
唆
し
て
い
る
。『
倫
理
学
』
の
な
か
で
和
辻
が
実
際
に

想
定
し
て
い
た
幸
福
は
、
第
一
義
的
に
は
お
そ
ら
く
快
楽
主
義
的
／
功
利
主
義
的
な
、「
快
楽
に
還
元
せ
し
め
ら
れ
る
幸
福
」

で
あ
る
限
り
で
の
「
個
人
の
幸
福
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
限
り
で
、
国
家
を
頂
点
と
す
る
人
倫
的
組
織
に

お
い
て
は
、「
究
極
の
目
的
は
人
倫
の
道
で
あ
っ
て
個
人
の
幸
福
で
は
な
い
」（
和
辻
哲
郎
『
倫
理
学　
（
三
）』、
岩
波
文
庫
、

五
六
頁
）。

　
　
　

そ
し
て
も
し
そ
う
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
あ
え
て
幸
福
と
い
う
こ
と
に
な
ん
ら
か
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
持
た

せ
る
と
す
る
な
ら
、
和
辻
に
と
っ
て
は
人
倫
の
道
に
与
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
幸
福

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。「
足
り
な
さ
を
充
た
す
の
が

幸
福
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
倫
的
結
合
は
常
に
幸
福
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
飲
食
の
楽
し
み
も
単
に
舌
に
あ
る
の
で
は
な
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く
し
て
味
を
と
も
に
す
る
伴
侶
に
あ
り
、
健
康
の
幸
福
も
孤
独
の
身
に
と
っ
て
は
幸
福
と
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
幸
福
を

求
め
る
行
為
も
ま
た
人
間
関
係
を
形
成
す
る
動
き
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
言
い
得
ら
れ
る
〔
傍
点
筆
者
〕」（
和
辻
哲
郎
『
倫
理
学　

（
一
）』、
岩
波
文
庫
、
三
七
三
頁
）。
―
―
人
倫
的
結
合
が
つ
ね
に
、
そ
れ
ゆ
え
直
ち
に
幸
福
と
な
る
限
り
で
、
ま
さ
に
そ
の

人
倫
的
結
合
に
内
在
し
た
視
点
か
ら
見
て
、
幸
福
が
そ
れ
自
体
と
し
て
殊
更
に
問
題
と
な
る
余
地
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
和
辻
倫
理
学
は
そ
も
そ
も
そ
の
内
部
で
幸
福
を
問
う
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
成
立
す
る

の
で
あ
る
。

16 
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am
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niversity of N
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e 

Press, 2007, p. 257.

17 

近
年
の
新
た
な
問
題
提
起
と
し
て
は
た
と
え
ば
、
社
会
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
「
野
蛮
化
」
が
資
本
主
義
的
市
民
社
会
内
部
に

構
造
的
に
内
在
す
る
「
自
然
状
態
」
の
回
帰
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
、
斎
藤
幸
平
「
貧
者
は
承
認
さ
れ
う
る
の
か
？　

資

本
主
義
に
お
け
る
承
認
の
野
蛮
化
を
め
ぐ
っ
て
」（『
思
想
』
第
一
一
三
七
号
、二
〇
一
九
年
、一
二
三

－

一
三
九
頁
）
を
参
照
。

ま
た
、
拙
稿
「
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
」（『
倫

理
学
紀
要
』
第
二
五
輯
、
二
〇
一
八
年
、
一
八
四

－

二
〇
七
頁
）
も
参
照
。
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