
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
良
心
」
概
念
に
お
け
る

「
内
面
」
の
意
味
と
そ
の
射
程

池
　
松
　
辰
　
男

二
〇
二
〇
年
三
月

　「倫
理
学
紀
要
」
第
二
十
七
輯

　抜
刷

04_池松氏-抜き刷り表紙.indd   1 2020/02/28   11:14:04





ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
良
心
」
概
念
に
お
け
る
「
内
面
」
の
意
味
と
そ
の
射
程

池
　
松
　
辰
　
男

一　

は
じ
め
に

「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」（
一
九
四
六
）
の
丸
山
眞
男
が
見
る
と
こ
ろ
、
一
般
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
国
家
」
は
「
真
理
と

か
道
徳
と
か
の
内
容
的
価
値
に
関
し
て
中
立
的
立
場
を
と
り
、
そ
う
し
た
価
値
の
選
択
と
判
断
は
も
っ
ぱ
ら
他
の
社
会
的
集
団
（
例

え
ば
教
会
）
乃
至
は
個
人
の
良
心
に
委
ね
、
国
家
主
権
の
基
礎
を
ば
、
か
か
る
内
容
的
価
値
か
ら
捨
象
さ
れ
た
純
粋
に
形
式
的
な
法

機
構
の
上
に
置
い
て
い
る1

」。
―
―
そ
れ
と
反
対
に
も
し
、
国
家
が
こ
の
形
式
／
外
面
と
内
容
／
内
面
と
の
相
互
の
敬
意
あ
る
分
離

を
踏
み
越
え
、「
自
ら
の
妥
当
根
拠
を
内
容
的

4

4

4

正
当
性
に
基
礎
付
け
る
こ
と
」
に
走
る
の
な
ら
、
す
な
わ
ち
「
国
家
的
秩
序
の
形
式

的
性
格
が
自
覚
さ
れ
な
い
場
合
」
に
は
、「
凡
そ
国
家
秩
序
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
な
い
私
的
領
域
と
い
う
も
の
は
本
来
一
切
存
在
し

な
い
こ
と
に
な
る2

」。

こ
こ
で
の
丸
山
自
身
の
意
図
は
、
ま
さ
に
そ
の
私
的
領
域
の
自
立
の
う
ち
に
「
悪
」
ま
た
は
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
以
上
の
も
の
を

認
め
な
い
と
い
う
限
り
で
「
我
が
国
で
は
私
的
な
も
の
が
端
的
に
私
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
が
未
だ
嘗
て
な
い
の
で
あ

る3

」
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
と
は
い
え
目
下
興
味
深
い
の
む
し
ろ
そ
の
手
前
、
そ
れ
と
の
対
比
と
し
て
「
主
観
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的
内
面
性
の
尊
重
」
を
謳
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

内
面
的
に
自
由
で
あ
り
、
主
体
の
う
ち
に
定
在
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
法
律
の
な
か
に
入
っ
て
来
て
は
な
ら
な
い4

。

い
わ
ゆ
る
ラ
ッ
ソ
ン
版
「
歴
史
哲
学
講
義
」
の
、
具
体
的
に
は
（
当
時
の
丸
山
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
興
味
深
か
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
）
中
国
の
歴
史
を
巡
る
箇
所
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
一
節
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
、
確
か
に
こ
の
丸
山
の
考
え
を
裏
付
け

る
か
の
よ
う
に
続
く
。

我
々
の
近
代
の
意
識
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔In unseren m
odernen B

ew
ußtsein

〕、
我
々
は
以
下
の
よ
う
な
表
象
を
い
だ
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
内
面
〔Innerlichkeit

〕
は
、
人
間
に
と
っ
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
こ
の
あ
り
か
た
が

か
か
わ
る
の
は
、
私
が
私
に
と
っ
て
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
巡
る
、
不
可
侵
の
圏
域
な
の
だ
。〔
…
…
〕
こ
れ
に
対
し
、
道
徳

的
に
私
を
超
え
出
る
よ
う
な
仕
方
で
統
治
が
な
さ
れ
る
な
ら
、
私
の
私
に
対
し
て
の
あ
り
か
た
は
尊
重
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
、〔
…
…
〕
私
の
内
面
か
ら
出
て
く
る
所
産
に
も
余
地
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る5

。

と
こ
ろ
で
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
と
っ
て
、
主
体
の
持
つ
こ
の
侵
し
難
い
「
内
面
」
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
念

頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
思
い
浮
か
ん
で
く
る
の
が
、（
ち
ょ
う
ど
丸
山
も
そ
の
概
念
に
言
及
し
て
い
る
）「
良

心〔G
ew

issen

〕」で
あ
る
。
上
記
の
引
用
に
よ
く
照
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る『
法
の
哲
学
』の
一
節
を
、実
際
に
確
認
し
て
み
た
い
。

4

良
心

4

4

〔G
ew

issen

〕が
表
現
し
て
い
る
の
は
、主
観
的
な
自
己
意
識
の
絶
対
的
な
権
限
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、自
己
の
う
ち
で

4

4

4

4

4

4

〔in 
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sich

〕、
ま
た
自
己
自
身
に
基
づ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

〔aus sich

〕、
な
に
が
法レ
ヒ
トで
あ
る
の
か
、
ま
た
義
務
で
あ
る
の
か
を
知
る
〔w

issen

〕
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
己
意
識
が
か
く
し
て
善
と
し
て
知
る
も
の
以
外
は
承
認
し
な
い
と
い
う
こ
と
―
―
自
己
意
識
が
か
く

し
て
知
り
意
志
す
る
も
の
こ
そ
真
に

4

4

法レ
ヒ
トで
あ
り
義
務
で
あ
る
の
だ
と
、
同
時
に
主
張
し
な
が
ら
―
―
で
あ
る
。
良
心
と
は
こ

う
し
た
、
主
観
的
な
知
と
自ア
ン
・
ウ
ン
ト
・
フ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

体
的
か
つ
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
も
の
と
の
統
一
と
し
て
、
神
聖
な
も
の
〔H

eiligthum

〕
な
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
は
冒
瀆
と
な
る
で
あ
ろ
う
。（G

W
14, 119 / §137 A

m
. 6

）

一
箇
の
主
体
と
し
て
の
自
己
意
識
に
は
、
お
の
れ
の
内
面
に
基
づ
い
て
所
与
の
規
範

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
一
切
に
つ
い
て
の
知
ま
た
は
確
信

〔G
ew

ißheit

〕
を
得
る
と
い
う
働
き
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
所
与
の
規
範
の
一
切
は
む
し
ろ
、
こ
の
主
体
の
働
き
の
う
ち
で
知4

ら
れ
た

4

4

4

も
の
と
し
て
の
み
、
そ
の
限
り
ま
た
主
体
と
一
体
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
み
、
真
な
る
も
の
と
し
て
存
立
す
る
。
こ

の
、
主
体
自
身
の
内
面
に
基
づ
い
た
知
の
働
き
と
し
て
の
良
心
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
え
神
聖
に
し
て
不
可
侵
な
も
の
で
あ
る
と
ま

で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
以
上
の
限
り
の
良
心
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
こ
の
「
内
面
〔Innerlichkeit

〕」、
あ
る
い
は
「
自
己
の
う
ち
に
〔in 

sich

〕」
と
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
権
利
で
も
っ
て
主
体
は
、
所
与
の

規
範
を
揺
さ
ぶ
り
取
り
込
む
ほ
ど
の
こ
の
働
き
に
与
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
も
曖
昧
さ
が
残
さ
れ
て

い
る
。

問
題
は
そ
の
う
え
、丸
山
に
と
っ
て
も
、ま
た
（
す
く
な
く
と
も
ラ
ッ
ソ
ン
版
「
歴
史
哲
学
講
義
」
に
見
ら
れ
る
限
り
で
の
）
ヘ
ー

ゲ
ル
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
先
行
す
る
戦
前
の
論
文
の
な
か
で
丸
山
は
、や
は
り
「
背
部
ア
ジ
ア
の
、

主
と
し
て
シ
ナ
帝
国
の
形
態
」
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
が
「
主
体

0

0

が
い
ま
だ
己
れ
の
権
利
に
到
達
せ
ず
、
む
し
ろ
直
接
的
な
、
法
律
な

き
人
倫
態
が
支
配
し
て
ゐ
る
如
き
国
家
」で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
箇
の「
持
続
の
帝
国

0

0

0

0

0

」で
あ
り「
歴
史
の
幼
年
時
代

0

0

0

0

0

0

0

」で
あ
る
と
す
る
、
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同
じ
ラ
ッ
ソ
ン
版
「
歴
史
哲
学
講
義
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
た7

。
だ
が
そ
れ
で
は
こ
れ
に
対
し
、
い
ま
も
し
良
心

と
い
う
働
き
に
お
い
て
お
の
れ
の
内
面
に
与
る
余
地
を
許
さ
れ
た
主
体
が
い
た
と
し
て
、
そ
れ
が
実
際
に
作
為
し
て
動
く
歴
史
の
動

態
と
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
―
―
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
観
点
を
も
射
程
に
収
め
つ
つ
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
「
良
心
」
概
念
に
お
け
る
「
内
面
」
の
意
味
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
考
の
脈
絡
内
部
に
具
体
的
に
位
置
付
け
直
す
こ
と
を

試
み
た
い
。

二　

背
景
の
整
理
―
―
良
心
と
そ
の
時
代
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
評
価

良
心
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
評
価
が
、
複
数
の
文
脈
を
背
景
と
す
る
複
層
的
か
つ
両
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
多
く
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
ま
ず
、
次
節
へ
の
接
続
の
た
め
に
も
、
そ
の
大
枠
を
一
度
確
認

し
て
お
き
た
い
。

も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
ロ
マ
ン
主
義
的
言
説
と
の
関
係
で
あ
ろ
う8

。
す
な
わ
ち
良
心
の
持
つ
上
記
の
性

格
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
は
或
る
極
端
に
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
、「
つ
い
に
は
主
観
的
な
私
見
〔M

einung

〕
が
、
正レ
ヒ
ト義
と
義
務

の
規
則
と
し
て
公
然
と
言
い
表
さ
れ
る
」（G

W
14, 128 / §140 A

m
.

）
に
ま
で
至
る
。
も
っ
ぱ
ら
「
信
念
と
い
う
原
理
」
あ
る
い

は
「
行
為
の
善
の
規
定
へ
の
包
摂
は
主
体

4

4

に
帰
属
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
」（Ebd.

）
の
み
に
根
拠
を
置
く
こ
う
し
た
良
心
の
ふ

る
ま
い
か
た
は
、
と
は
い
え
ほ
と
ん
ど
一
箇
の
錯
乱

0

0

に
も
ひ
と
し
い
も
の
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
引
く
、
ひ
と
り
お
の
れ
の
信
念
の

み
に
基
づ
い
て
改
宗
し
た
人
物
を
巡
る
ホ
ル
マ
ー
伯
爵
宛
て
の
ヤ
コ
ー
ビ
の
手
紙
の
な
か
に
は
実
際
、
こ
の
ふ
る
ま
い
か
た
を
巡
る

或
る
典
型
が
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
か
れ
は
自
分
の
こ
と
を
す
っ
か
り
信
じ
て
い
る

4

4

4

4

4

と
感
じ
て
い
る
の
で
す
。〔
…
…
〕
こ
の
理

由
が
、
も
し
万
事
に
つ
け
弁
明
と
な
る
の
だ
と
す
る
な
ら
、
善
い
決
定
と
悪
い
決
定

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
正
し
い
決
定

4

4

4

4

4

と
正
し
く
な
い
決
定

4

4

4

4

4

4

4

、
尊
敬
す

4

4

4
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べ
き
決
定

4

4

4

4

と
軽
蔑
す
べ
き
決
定

4

4

4

4

4

4

4

を
巡
る
合
理
的
な
判
断

4

4

4

4

4

4

な
ど
、も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
錯
乱

4

4

〔W
ahn

〕
が
、

そ
の
と
き
に
は
理
性
と
同
じ
権
利
を
持
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。〔
…
…
〕
ひ
と
り
疑
わ
な
い
も
の
の
み
真
理
の
う
ち
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う

わ
け
な
の
で
す
！
」（G

W
14, 129-130 / §139 A

m
.

）。

以
上
の
限
り
で
の
同
時
代
的
な
良
心
の
ふ
る
ま
い
か
た
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
十
分
な
距
離
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。『
法
の
哲
学
』
で
取
り
扱
わ
れ
る
良
心
は
、
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
言
う
通
り
「
両
義
性
」

（G
W

14, 120 / §137
）
を
持
つ
。
そ
れ
は
確
か
に
神
聖
に
し
て
不
可
侵
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
の
言
う
よ

う
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
ん
ら
か
客
観
的
な
も
の
を
担
う
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
を
そ
れ
だ
け
で
押
し
通
す
こ
と
は
お
よ
そ

人
倫
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
国
家
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
良
心
を
そ
の
固
有
の
形
式
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
主4

観
的
な
知

4

4

4

4

と
し
て
は
、
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
学
に
お
い
て
主
観
的
な
私
見

4

4

と
か
、
主
観
的
な
私
見
に
つ
い
て
断4

言4

〔Versicherung

〕
し
た
り
参
照

4

4

〔Berufung

〕
し
た
り
す
る
こ
と
と
か
が
妥
当
で
は
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」（Ebd.

）。

た
だ
し
、
こ
こ
で
直
ち
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
良
心
を
巡
る
こ
の
状
況
と
そ
れ
へ
の
批
判
が
、
一

つ
の
時
代
に
限
定
し
て
見
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
近
世
の
初
め
に

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
立
場
か
ら
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
た
ち
と
論
争
を
展
開
し
て
い
た
パ
ス
カ
ル
が
直
面
し
て
い
た
の
も
、
こ
れ
と
よ
く
似

た
状
況
で
あ
っ
た
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
引
く
『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
』
の
な
か
で
は9

、
事
例
に
合
わ
せ
て
良
心
を
弄
び
、
い
か

な
る
事
柄
に
も
も
っ
と
も
ら
し
い
理
屈
と
赦
免
を
与
え
、結
果「
こ
う
し
た〝
親
切
で
同
調
し
や
す
い
〞〔
…
…
〕ご
指
導
の
お
か
げ
で
」

「
万
人
に
手
を
差
し
伸
べ
」「
味
方
は
だ
れ
も
失
わ
な
い
で
、い
か
な
る
敵
か
ら
も
防
ぎ
き
る
」10

、こ
の
時
代
の
決
疑
論
者
（casuiste

）

た
ち
の
さ
ま
が
痛
烈
な
皮
肉
と
と
も
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
ひ
と
り
決
疑
論
者
こ
そ
は
、
新
た
な
道
徳
の
規
則
を
好
き
勝
手
に

作
り
出
し
た
り
、
な
ん
で
も
お
気
の
召
す
ま
ま
教
会
を
導
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
す
ね
」11

。

重
要
な
の
は
、パ
ス
カ
ル
の
時
代
に
お
い
て
真
に
問
題
で
あ
っ
た
の
も
や
は
り
、既
存
の
規
範
の
体
系
を
巡
る
客
観
的
な
原
理
と
、
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主
体
自
身
の
主
観
的
な
知
と
の
乖
離
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
来
で
あ
れ
ば
、「
自
己
意
識
の
主
観
的
な
法レ
ヒ
トは

〔
…
…
〕
こ
の
規
定
を
巡
る
客
観
性
の
絶
対
的
な
法レ
ヒ
トと
―
―
両
者
が
互
い
に
分
離
可
能
で
ど
う
で
も
よ
い
も
の
、
偶
然
の
も
の
で
あ

る
か
の
よ
う
に
表
象
し
て
―
―
衝
突
す
る
も
の
と
思
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（G

W
14, 124 / §140 A

m
.

）。
―
―
だ
が
ま
さ
に
こ
の

乖
離
か
ら
く
る
間
隙
に
、
当
時
の
パ
ス
カ
ル
の
論
敵
た
ち
は
、
そ
の
良
心
を
弄
び
事
例
ご
と
に
規
則
を
作
り
出
す
と
い
う
放
埒
の
余

地
を
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
お
よ
そ
既
存
の
規
範
の
体
系
が
揺
動
し
て
主
体
と
の
距
離
が
発
生
す
る
よ
う
な
時
代
に
は

繰
り
返
し
、
主
体
の
良
心
へ
の
回
帰
が
現
わ
れ
る
。「
な
に
が
正
し
く
な
に
が
善
い
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
内
面
に
向
か
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

〔nach 
Innen

〕
自
己
の
う
ち
で
探
し
求
め
、
そ
し
て
自
己
に
基
づ
い
て
知
り
規
定
す
る
と
い
う
、
こ
の
方
向
は

0

0

0

0

0

、
歴
史
に
お
い
て
は
普
遍

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
な
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ス
ト
ア
主
義
等
々
）。〔
す
な
わ
ち
〕
正レ
ヒ
ト義
と
善
と
し
て
現
実
と
習
俗
の
う
ち
で
妥
当

す
る
も
の
が
、
よ
り
善
い
意
志
を
充
足
さ
せ
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
時
代

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
で
あ
る
」（G

W
14, 121 / §138 A

m
.

）。

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
代
の
境
界

0

0

0

0

0

を
彩
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
良
心
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
評
価
に
は
や

は
り
な
お
も
、
そ
の
時
代
の
境
界
の
只
中
で
主
体
の
内
面
と
、
な
ん
ら
か
新
た
な
歴
史
の
動
態
そ
の
も
の
を
開
始
す
る
も
の
と
を
結

び
合
わ
せ
る
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
視
点
が
、
含
ま
れ
て
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
解
さ
れ
る
限
り
で
の
良
心
を
も
っ
て
立
つ
人
物
の
典
型
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
と
同
時
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
通
り12

、
ル
タ
ー
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
「
思
想
を
つ
う
じ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
も
の
は
な
に
も
の
も
心
根
の
う
ち
で
承
認
し
よ
う
と
は
し
な

い
と
い
う
、
人
間
の
名
誉
を
な
す
こ
の
偉
大
な
我
意
〔Eigensinn

〕」
こ
そ
が
「
近
代
の
特
徴
を
な
す
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
場
合
、

近
世
に
お
い
て
そ
れ
を
「
感
情
と
精
神
の
証
言
の
う
ち
で
信
仰
と
し
て
」
ま
ず
創
始
し
た
の
は
「
ル
タ
ー
」
な
の
で
あ
る
（G

W
14, 

16

）。
か
れ
の
信
仰
と
運
動
の
根
底
に
あ
る
の
が
、「
人
間
の
敬
虔
と
、
そ
の
浄
福
へ
の
希
望
、
そ
し
て
す
べ
て
こ
れ
と
同
様
の
事
柄
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04_池松氏.indd   80 2020/03/04   14:16:18



が
要
求
す
る
の
は
、
人
間
の
心ヘ
ル
ツ、
人
間
の
内
奥
〔sein Innerstes

〕
が
そダ
ー
バ
イ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
」（W

20, 51

）
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
先
行
す
る
『
精
神
現
象
学
』
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
良
心
の
権
能
を
「
至
上
権
」
に
擬
え
、

そ
こ
に
お
け
る
創
造
の
働
き
を
「
道
徳
的
な
天
才
」
と
呼
び
、
そ
の
内
面
か
ら
来
る
「
声
」
を
そ
の
ま
ま
自ア
ン
・
ウ
ン
ト
・
フ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

体
的
か
つ
そ
れ
だ
け
で

存
在
す
る
よ
う
な
も
の
の
「
声
」
と
一
つ
に
重
ね
合
わ
せ
て
語
る
と
き
、
そ
の
念
頭
に
は
や
は
り
、
当
時
の
ロ
マ
ン
主
義
的
言
説
へ

の
た
ん
な
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
ど
に
は
留
ま
ら
ぬ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
含
み
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か13

。

良
心
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
崇
高
な
あ
り
か
た
の
持
つ
至
上
権
〔M

ajestät

〕
の
う
ち
で
、
規
定
さ
れ
て
あ
る
律ゲ
ゼ
ッ
ツ法
と
義
務
の

内
容
の
一
切
を
超
え
出
て
、
任
意
の
内
容
を
そ
の
知
と
意
欲
の
う
ち
に
置
く
。
良
心
と
は
、
道
徳
的
な
天
才
〔die m

oralische 

G
enialität

〕
な
の
で
あ
る
。
こ
の
天
才
は
、
お
の
れ
の
直
接
的
な
知
に
お
け
る
内
面
の
声
〔die innere Stim

m
e

〕
を
神
の

声
〔göttliche Stim

m
e

〕
と
し
て
知
る
の
で
あ
り
、
ま
た
―
―
そ
う
知
る
こ
と
に
お
い
て
、
直
接
的
に
現ダ

ー

ザ

イ

ン

に
存
在
す
る
あ
り

か
た
を
も
知
る
こ
と
に
な
る
以
上
―
―
お
の
れ
の
概
念
の
う
ち
で
生
き
生
き
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
神
的
な
創
造
力
〔die 

göttliche Schöpferkraft

〕
な
の
で
あ
る
。（G

W
9, 352-353

）

三　
〈
内
面
〉
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

か
く
し
て
同
時
代
人
た
ち
の
良
心
の
ふ
る
ま
い
に
は
慎
重
に
距
離
を
取
り
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
や
は
り
、
た
ん
に
「
律ゲ
ゼ
ッ
ツ法
と
事ザ
ッ
ヘ柄

を
め
ぐ
っ
て
思
う
ま
ま
に
戯
れ
、
こ
の
、
私
が
最
高
の
も
の
を
没
落
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
イ
ロ
ニ
ー
的
意
識
の
う
ち
で
、
ひ
た

4

4

す
ら
私
自
身
を
享
受
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（G
W

14, 134 / §140 A
m

.

）
こ
と
よ
り
も
以
上
の
働
き
を
、
良
心
の
う
ち
に
見
込
ん
で
い
た
と
思
わ
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れ
る
。
と
は
い
え
、
内
面
に
赴
き
そ
こ
で
お
の
れ
の
知
を
つ
う
じ
て
既
存
の
規
範
の
体
系
を
新
た
に
す
る
と
い
う
、
こ
の
働
き
そ
の

も
の
の
前
提
に
つ
い
て
は
、
な
お
判
明
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
こ
の
働
き
を
い
か
な
る
思
考
の
脈
絡
の
も
と
で
理
解
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
一
切
を
も
っ
ぱ
ら
お
の
れ
の
知
へ
の
参
照
に
基
づ
い
て
編
成
す
る
と
い
う

良
心
（conscientia

）
の
性
格
を
、
―
―
そ
れ
も
「
近
代
の
人
間
の
解
放
」
そ
の
も
の
に
対
応
す
る
よ
う
な
こ
の
性
格
を
、
ま
さ
に

一
切
を
（
自
己
）
意
識
の
眼
前
に
現
前
す
る

0

0

0

0

0

0

0

対
象
と
し
て
の
表
象
の
う
ち
に
取
り
込
む
働
き
の
帰
結
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
表
象
す

る
人
間
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
被
表
象
性
〔
眼
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
とVorgestelltheit

〕
か
ら
な
る
圏
域
の
う
ち

で
、
対
象
的
な
も
の
を
、
表
象
す
る
人
間
と
とミ

ッ

ト
も
に
表
象
す
る
編
成
〔
並
べ
置
きZusam

m
enstellung

〕」
と
い
う
意
味
で
のcon-

scientia

と
し
て
、
解
釈
す
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い14

。

だ
が
、
以
下
に
引
用
す
る
一
節
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
際
に
叙
述
し
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
そ
れ
と
は
異
質
な
事
態
な
の

で
あ
る
。

我
々
は
か
く
し
て
こ
こ
で
、
自
己
意
識
が
そ
の
内
奥
へ
と
還
帰
し
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
の
自
己
意
識
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
一
切
の

0

0

0

外
面
そ
の
も
の
が
消
失
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔verschw
inden

〕
―
―
自
我
＝
自
我
〔Ich=Ich

〕
と
い
う
直
観
へ
と
消
失
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
の
自
我
こ
そ
が
、
実ヴ
ェ
ー
ゼ
ン在と
定ダ
ー
ザ
イ
ン在の
一
切
な
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
こ
の
概
念

へ
と
沈
潜
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
自
己
意
識
が
そ
の
極
〔Extrem

e

〕
の
尖
端
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
、
諸
々
の
区
別

あ
る
契モ
メ
ン
ト機
が
―
―
自
己
意
識
は
こ
の
契モ
メ
ン
ト機
を
つ
う
じ
て
こ
そ
レ
ア
ー
ル
で
あ
り
、
あ
る
い
は
な
お
意
識
で
あ
っ
た
の
だ
が
―
―

我フ
ュ
ー
ル
・
ウ
ン
ス

々
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
仕
方
で
こ
の
純
粋
な
極
と
な
る
か
ら
、〔
す
な
わ
ち
〕
自
己
意
識
が
自フ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

己
に
対
し
て
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
、自
己
に
と
っ
て
あ
り
ま
た
自
己
に
と
っ
て
定ダ
ー
ザ
イ
ン在で

あ
る
も
の
が
、抽
象
へ
と
蒸
散
し
て
〔verflüchtigen

〕、
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な
ん
ら
の
支
え
も
実
体
も
、
も
は
や
意
識
そ
の
も
の
に
対
し
て
持
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
意
識
に
対
し
て
実
ヴ
ェ
ー
ゼ
ン在

で
あ
っ
た
一
切
が
、
こ
の
抽
象
の
う
ち
へ
と
還
帰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（G

W
9, 353-354

）

い
ま
見
た
「
道
徳
的
な
天
才
」
と
し
て
の
良
心
が
も
し
、
そ
の
行
為
の
う
ち
に
現
れ
出
て
い
る
と
い
う
自
己
自
身
の
あ
り
か
た
を

（
実
際
に
実
現
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
は
べ
つ
に
）
ひ
た
す
ら
相
互
の
「
断
言
」
の
う
ち
に
認
め
合
い
慶
び
合
う
と
い
う
よ
う
な
場

合
に
は
、
良
心
自
身
の
「
自
己
」
と
、
そ
の
自
己
の
向
か
っ
て
ゆ
く
「
現
前
す
る
実ヴ
ェ
ー
ゼ
ン在の
直
接
的
な
あ
り
か
た
」
と
は
、
そ
の
区
別

を
失
い
一
つ
と
な
る
（V

gl. G
W

9, 353

）。
―
―
ま
さ
に
そ
の
直
後
に
、
上
記
の
一
節
が
続
く
。
自
己
意
識
は
そ
こ
で
は
も
は
や
実

際
に
行
為
を
も
た
ら
す
こ
と
さ
え
必
要
と
せ
ず
、
か
く
し
て
ま
た
対
象
を
眼
前
に
顕
わ
に
保
つ
の
で
も
な
い
。
す
べ
て
対
象
と
し
て

意
識
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
そ
の
「
内
奥
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
意
識
の
う
ち
で
完
全
に
そ
の
自
立

と
区
別
を
失
い
、「
消
失
」
あ
る
い
は
「
蒸
散
」
し
て
い
る
。
事
態
は
そ
の
う
え
、
自
己
意
識
そ
れ
自
身
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

起
こ
っ
て
い
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
そ
の
限
り
で
、
そ
の
対
象
と
連
動
し
て
、
自
己
意
識
そ
れ
自
身
が
い
ま
や
こ
の
消
失
と
蒸
散

の
「
純
粋
な
極
」
と
な
り
、
お
の
れ
が
一
箇
の
意
識
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
見
失
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
こ
こ
で
は
自
己
意
識
は
行
為
に
至
る
こ
と
な
き
純
粋
な
「
観
想
」
の
も
と
で
、「
そ
の
観
想
の
持
つ
主
体
性
と
い
う
虚

無
〔le néant de sa subjectivité

〕
の
う
ち
に
沈
潜
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」15

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
沈
潜
す
る
よ
う
な
自
己
意
識
は

そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
り
直
ち
に
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
か
え
っ
て
「
も
っ
と
も
ま
ず
し
い
形
態
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
良
心
と
し
て
の
自
己
意
識
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
は
、
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

精
神
が
こ
う
し
た
特
異
な
あ
り
か
た
に
至
る
と
い
う
の
は
、『
精
神
現
象
学
』
の
な
か
で
は
必
ず
し
も
「
良
心
」
章
に
お
い
て
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だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
が
当
面
の
足
が
か
り
と
な
る16

。
す
な
わ
ち
こ
の
あ
と
「
宗
教
」
章
を
経
て
「
絶
対

知
」
章
に
到
達
し
た
精
神
は
、
対
象
の
一
切
を
自
己
自
身
の
も
の
と
し
て
知
る
ま
さ
に
そ
の
境
位
で
ま
た
し
て
も
、
そ
の
一
切
を

ま
ず
は
「
自
己
意
識
の
闇
夜
」
へ
と
取
り
込
む
も
の
と
し
て
働
き
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。「
こ
の
〔
精
神
の
実
体
を
〕
知
る
と
い
う

こ
と
は
、
精
神
が
自
己
の
う
ち
に
赴
く
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔Insichgehen

〕
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
で
精
神
は
自
ら
の
定ダ
ー
ザ
イ
ン在を
離
れ
、
自
ら
の
形

態
を
想
起
〔
内
化Erinnerung

〕
に
ゆ
だ
ね
る
」（G

W
9, 433

）。
そ
の
と
き
「
精
神
は
そ
の
自
己
意
識
の
闇
夜

0

0

0

0

0

0

0

〔N
acht seines 

Selbstbew
ußtseyns

〕
へ
と
沈
潜
し
て
い
る
」（Ebd.

）
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
精
神
に
と
っ
て
こ
の
働
き
が
必
須
な
の
は
、
そ
の
つ
ど
の
い
ま

0

0

の
連
続
と
し
て
の
時
間
の
経
過
の
う
ち
に

分
散
し
て
現
象
す
る
あ
り
か
た
を
超
え
出
て
、
自
己
を
自
己
そ
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
た
め
で
あ
る
。「
精
神
が
自
ら
の
純
粋
な

概
念
を
把
握
し
て
い
な
い
限
り
は
、
す
な
わ
ち
、
時
間
を
滅
ぼ
さ
ぬ
限
り
は
、
精
神
は
時
間
の
う
ち
に
現
象
す
る
」（G

W
9, 429

）。

こ
れ
に
対
し
精
神
が
想
起
の
過
程
で
「
自
己
意
識
の
闇
夜
」
に
与
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
時
間
の
う
ち
に
現
前
す
る
お
の
れ
の
あ
り

か
た
は
、
精
神
自
身
の
も
の
と
し
て
繋
ぎ
止
め
ら
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
精
神
の
消
失
し
た
定ダ
ー
ザ
イ
ン在は
こ
の
闇
夜
の
う
ち

に
保
存
さ
れ
て
い
て
、
こ
う
し
て
廃
棄
さ
れ
て
あ
る
定ダ
ー
ザ
イ
ン在が
〔
…
…
〕
新
た
な
定ダ
ー
ザ
イ
ン在と
な
り
、
新
た
な
世
界
に
し
て
新
た
な
精
神
の

形
態
と
な
る
」（G

W
9, 433

）。

か
く
し
て
「
絶
対
知
」
章
の
な
か
で
は
、「
自
己
の
う
ち
に
赴
く
こ
と
」
と
し
て
の
こ
の
働
き
は
、
自
己
を
知
る
精
神
の
成
立
そ

の
も
の
の
条
件
に
直
結
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
直
前
の
一
八
〇
五
／
〇
六
年
の
体
系
構
想
の
な
か
で
「
人
間
と

は
こ
の
闇
夜
〔N

acht

〕、
こ
の
虚
無
〔leere N

ichts

〕
で
あ
り
、
一
切
を
そ
れ
の
単
一
な
る
あ
り
か
た
の
う
ち
に
保
持
す
る
も
の

―
―
無
限
に
数
多
の
表
象
と
像
か
ら
な
る
領
野
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
人
間
に
じ
か
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」

（G
W

8, 186-187

）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
と
き
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
事
柄
の
連
関
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
与
ら
な
い

限
り
、
精
神
の
う
ち
に
お
よ
そ
「
時
間
の
自
由
」（G

W
8, 186

）
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
構
想
の
文
脈
の
な
か
で
直
接
提
示
し
て
い
た
の
は
あ
く
ま
で
、
か
く
し
て
「
闇
夜
」
に
取
り
込
ま
れ
た

対
象
（
形
象
）
を
想
起
の
う
ち
で
操
作
す
る
「
表
象
す
る
構
想
力
」（Ebd.

）
の
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
理
論
認
識
に
か
か
わ
る
働
き

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
は
い
え
こ
れ
と
構
造
に
お
い
て
ま
さ
に
相
似
す
る
よ
う
な
事
態
が
、
目
下
の
、
実
践
に
お
い
て
良
心
の
働
き

に
強
く
与
る
よ
う
な
自
己
意
識
の
う
ち
に
も
起
こ
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
そ
の

さ
ら
な
る
傍
証
と
な
る
の
が
、
一
連
の
良
心
の
ふ
る
ま
い
の
う
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
錯
乱
」（G

W
14, 129-130 / §139 A

m
.

）
に

限
り
な
く
近
い
も
の
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、自
己
意
識
が
も
し
そ
の
「
内
奥
」
に
あ
く
ま
で
と
ど
ま
り
つ
づ
け
て
、「
美
し
き
魂
」
で
あ
る
こ
と
に
固
執
す
る
な
ら
、

「
現
実
を
持
た
な
い
美
し
き
魂
は
、
そ
の
純
粋
な
自
己
と
、
そ
の
自
己
を
巡
る
必
然
性
―
―
お
の
れ
を
存
在
へ
と
外
化
し
て
、
現
実

へ
と
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
と
の
矛
盾
の
う
ち
に
あ
る
」（G

W
9, 360

）
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で

の
美
し
き
魂
が
、
そ
の
固
執
の
う
ち
で
お
の
れ
の
純
粋
な
あ
り
か
た
と
眼
前
と
の
現
実
と
の
整
合
に
直
面
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は

「
お
の
れ
の
和
解
さ
れ
ざ
る
直
接
的
な
あ
り
か
た
の
う
ち
に
あ
る
、
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
、
狂
気
〔Verrücktheit

〕

に
陥
り
、
憧
れ
ゆ
く
患
い
の
う
ち
で
溶
け
去
る
」（Ebd.
）
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

こ
こ
で
の
「
狂
気
」
な
い
し
「
錯
乱
」
を
巡
る
用
法
は
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ん
ら
か
の
も
の
を
「
現
実
的
・
本
質
的
」
で

あ
る
と
す
る
意
識
と
そ
れ
を
否
定
す
る
意
識
と
が
対
立
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
が
対
立
し
た
ま
ま
一
つ
の
意
識
の
う
ち
で
「
と
も

に
固
定
さ
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
も
の
は
一
般
に
錯
乱
〔W

ahnsinn
〕
で
あ
る
よ
う
な
統
一
と
な
る
」（G

W
9, 205

）
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
れ
ば
、
自
己
意
識
が
な
お
も
自
己
の
内
奥
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
な
か
で
現
実
と
の
矛

盾
の
固
定
、
す
な
わ
ち
広
義
の
妄
想
に
陥
る
と
き
、
そ
れ
を
（
今
度
は
よ
り
厳
密
な
術
語
と
し
て
）「
狂
気
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う17

。
―
―
お
の
れ
の
「
内
奥
」
に
固
執
す
る
な
か
で
現
実
と
の
矛
盾
に
陥
る
「
美
し
き
魂
」
は
、
か
く
し
て
確
か
に
、
ま

85

04_池松氏.indd   85 2020/03/04   14:16:19



さ
に
こ
の
狂
気
の
典
型
と
な
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
後
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
た
、こ
の
「
狂
気
」
を
語
る
な
か
で
、そ
の
意
義
を
こ
う
も
評
価
し
て
い
た
。

「
ひ
と
り
人
間
だ
け
が
、
自
我
の
あ
の
ま
っ
た
き
抽
象
に
お
い
て
自
ら
を
と
ら
え
る
に
至
る
。
ゆ
え
に
人
間
は
、
愚
行
と
錯
乱
を
巡

る
、
い
わ
ば
特
権
を
持
つ
の
だ
」（G

W
25-2, 1041 / §408 Zusatz.

）。
同
様
に
、
絶
対
知
と
し
て
の
精
神
が
ま
さ
に
そ
こ
へ
と
立

ち
戻
る
「
自
己
意
識
の
闇
夜
」
を
、
も
し
そ
れ
だ
け
で
固
定
し
て
観
察
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
帰
来
す
る
の
は
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
の
跋

扈
す
る
錯
乱
の
光
景
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
幻
灯
に
映
る
諸
々
の
表
象
の
う
ち
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
一
面
に
ひ
ろ
が
る
闇
夜
で
あ

る
。
こ
な
た
に
は
血
ま
み
れ
の
人
頭
が
俄
か
に
現
れ
、
か
な
た
で
は
ま
た
べ
つ
の
蒼
白
な
亡
霊
が
不
意
に
現
れ
て
は
ま
た
消
え
て
ゆ

く
。
闇
夜
の
う
ち
で
人
間
に
目
を
凝
ら
し
て
み
て
も
、目
に
見
え
る
は
こ
の
闇
夜
の
み
―
―
こ
の
闇
夜
が
、恐
る
べ
き
も
の
と
な
る
」

（G
W

8, 186-187

）。
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
狂
気
と
は
そ
も
そ
も
、
精
神
が
そ
の
固
有

0

0

の
契
機
と
し
て
内
面
へ
と
沈
潜
し

て
ゆ
く
さ
い
に
つ
ね
に
辿
り
う
る
固
有

0

0

の
可ポ

テ
ン
シ
ャ
ル

能
性
な
の
で
あ
り18

、
そ
の
限
り
で
、
良
心
と
し
て
の
自
己
意
識
が
そ
こ
へ
と
近
接
し

て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
、
そ
こ
で
同
じ
意
味
で
の

0

0

0

0

0

0

内
面
へ
の
沈
潜
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る
の
で
あ
る
。

四　

歴
史
哲
学
へ
の
接
続
―
―
英
雄
主
義
な
ら
ざ
る
主
体
と
歴
史
の
関
係
は
可
能
か

以
上
の
限
り
で
ま
た
同
時
に
指
し
示
さ
れ
た
の
は
、
自
己
意
識
が
な
ぜ
良
心
に
お
い
て
「
規
定
さ
れ
て
あ
る
律ゲ
ゼ
ッ
ツ法
と
義
務
の
内
容

の
一
切
を
超
え
出
て
、
任
意
の
内
容
を
そ
の
知
と
意
欲
の
う
ち
に
置
く
」（G

W
9, 352

）
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
、
そ

の
背
景
を
な
す
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
脈
絡
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
現
前
す
る
も
の
を
「
自
己
意
識
の
闇
夜
」
の
う
ち
に
繋
ぎ
止
め

保
存
す
る
と
は
、精
神
に
と
っ
て
、時
間
の
う
ち
で
た
だ
現
象
す
る
だ
け
の
お
の
れ
の
あ
り
か
た
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
所
与
の
も
の
は
い
っ
た
ん
消
え
つ
つ
「
知
に
基
づ
い
て
新
た
に
生
ま
れ
て
」
き
て
、そ
の
限
り
で
「
新
た
な
定ダ
ー
ザ
イ
ン在と

な
り
、
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新
た
な
世
界
に
し
て
新
た
な
精
神
の
形
態
と
な
る
」（G

W
9, 433

）。
―
―
「
自
己
の
う
ち
に
赴
く
こ
と
」
に
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、

所
与
の
も
の
を
取
り
込
み
つ
つ
そ
の
な
か
で
新
た
な
も
の
と
し
て
自
己
関
係
的
に
関
係
す
る
と
い
う
、
精
神
自
身
の
成
立
の
条
件
を

形
成
す
る
固
有
の
働
き
、
あ
る
い
は
精
神
に
お
け
る
主
体
の
は
じ
ま
り
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
も
し
、
良
心
に
与
る
こ
と
に
も
こ
れ
と
同
じ
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、
だ
が
そ
こ
に
は
具
体
的
に
い
か
な
る
射

程
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
お
い
て
は
そ
れ
を
改
め
て
、
以
上
の
限
り
で
の
良
心
の
指
し
示
す
主
体
の
内
面
の
あ
り

か
た
を
歴
史
の
動
態
そ
の
も
の
と
接
続
す
る
と
い
う
可
能
性
の
う
ち
に
、
見
定
め
て
み
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
良
心
」
概
念
、
と
り
わ
け
『
精
神
現
象
学
』
の
「
良
心
」
章
を
め
ぐ
っ
て
具
体
的
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
舞
台

を
歴
史

0

0

の
う
ち
に
見
定
め
る
と
い
う
、
先
程
か
ら
示
唆
し
て
き
た
解
釈
の
方
向
は
、
も
と
よ
り
早
く
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る19

。
ま
た
、
そ
の
方
向
を
推
し
す
す
め
る
場
合
に
は
、
時
代
の
境
界
に
良
心
を
も
っ
て
立
つ
人
物
の
典
型
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー

で
も
ル
タ
ー
で
も
な
く
、
む
し
ろ
「
人
間
の
創
造
的
な
可ポ
ッ
シ
ビ
リ
テ

能
性
を
人
間
に
開
示
し
た
行
為
す
る
人
間
」
と
し
て
の
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い20

。

だ
が
も
ち
ろ
ん
、『
精
神
現
象
学
』
に
せ
よ
『
法
の
哲
学
』
に
せ
よ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
そ
の
舞
台
を
歴
史
だ
と
明
言
し
て
い
る

わ
け
で
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
後
年
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
た
と
え
ば
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
尖
端
に
は
、
か
く
し
て
ま
た
あ
ら

ゆ
る
世
界
史
的
行
為
の
尖
端
に
は
、個
人
が
、実
体
的
な
も
の
を
実
現
す
る
主
体
の
あ
り
か
た
と
し
て
あ
る
」（G

W
14, 506 / §348

）

と
語
る
と
き
、
そ
こ
で
実
際
に
想
定
し
て
い
た
の
は
ま
ず
、
以
下
の
よ
う
な
「
情
熱
〔Leidenschaft

〕」
を
も
っ
て
動
く
個
人
（「
歴

史
的
個
人
」
あ
る
い
は
「
英
雄
」）
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る21

。

歴
史
的
個
人
は
か
く
し
て
、
普
遍
的
な
も
の
を
と
ら
え
て
、
そ
の
普
遍
的
な
も
の
を
或
る
源
泉
―
―
そ
の
内
容
が
未
だ
意
識

さ
れ
う
る
定ダ
ー
ザ
イ
ン在と
し
て
は
現
前
し
て
い
な
い
よ
う
な
源
泉
か
ら
汲
み
出
す
。
そ
れ
は
、〔
か
れ
が
〕
普
遍
的
な
も
の
を
か
れ
自

87

04_池松氏.indd   87 2020/03/04   14:16:19



身
か
ら
、
か
れ
自
身
の
内
面
に
あ
る
も
の
か
ら
汲
み
出
す
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
的
個
人
は
、
そ
の
普
遍

的
な
も
の
を
所タ
ー
ト行
と
し
て
も
た
ら
し
、
新
た
な
世
界
関
係
を
産
み
出
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
単
純
に
、
か
れ
自

身
の
目
的
、
か
れ
自
身
の
被
規
定
態
、
か
れ
自
身
の
情
熱

0

0

0

0

0

0

0

で
し
か
な
い
よ
う
に
、
見
え
る
の
だ22

。

以
上
の
限
り
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
構
想
内
部
に
、
い
ま
「
良
心
」
概
念
を
引
き
込
む
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の

思
考
の
脈
絡
に
お
い
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
可
能
だ
と
し
て
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
―
―

そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
も
、
以
下
は
ま
ず
、
上
記
の
一
節
に
語
ら
れ
て
い
る
主
体
の
あ
り
か
た
と
そ
の
課
題
を
検
証
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
め
た
い
。

直
ち
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
歴
史
に
お
い
て
「
普
遍
的
な
も
の
」
の
あ
り
か
た
を
更
新
す
る
こ
の
主
体
の
あ
り

か
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
あ
き
ら
か
に
通
常

0

0

の
そ
れ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
主
体
は
そ
こ
で
、
情
熱

0

0

に
駆
ら
れ
る
只
中
で
、普
遍
的
な
も
の
を
「
そ
の
内
容
が
未
だ
意
識
さ
れ
う
る
定
在
と
し
て
は
現
前
し
て
い
な
い
よ
う
な
源
泉

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

か
ら
、

あ
る
い
は
「
か
れ
自
身
の
内
面
に
あ
る
も
の
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
汲
み
出
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
柄
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
歴
史
哲
学
と
時
期
的
に
も
事
柄

的
に
も
関
連
す
る
「
主
観
的
精
神
の
哲
学
」
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、こ
こ
に
は
ま
さ
に
あ
の
「
自

己
意
識
の
闇
夜
」
と
同
じ
も
の
が
、
す
な
わ
ち
所
与
の
対
象
を
非
現
前
的
な
仕
方
で
保
存
す
る
と
い
う
限
り
で
の
「
た
ん
に
単
一
な

る
も
の
―
―
こ
う
し
た
も
の
の
一
切
を
現
実
に
存
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
そ
の
う
ち
に
保
存
し
て
お
く
、規
定
な
き
竪
坑
〔Schacht

〕」

（G
W

20, 401 / §403 A
m

.

）
の
働
き
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

情
熱
を
も
っ
て
動
く
個
人
が
、
な
ぜ
こ
の
「
竪
坑
」
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
般
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
或
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る
一
点
に
取
り
憑
か
れ
て
あ
る
意
志
の
あ
り
か
た
と
し
て
の
情
熱
の
も
と
で
は23

、
意
識

0

0

と
知
性

0

0

と
に
与
る
主
体
の
通
常

0

0

の
あ
り
か

た
が
端
的
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
我
々
は
我
々
の
外
部
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
自
我
が
そ
の
総
体

の
一
つ
の
側
面
に
沈
潜
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
し
そ
の
と
き
に
自
我
は
自
己
の
も
と
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
〔
そ
こ
で
は
〕
自
我
は
或
る
特
殊
な
規
定
の
あ
り
か
た
、
或
る
制
限
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」（G

W
25-2, 705

）。
情
熱
の
ふ
る
ま

い
は
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
現
実
に
対
し
お
の
れ
の
特
定
の
内
容
を
固
定
・
対
置
す
る
あ
の
「
狂
気
」
の
そ
れ
と
同
型
の
も
の
と
も
な

る24

。だ
が
ま
さ
に
そ
の
限
り
で
、
情
熱
を
抱
く
よ
う
な
主
体
は
ま
た
同
時
に
、
あ
の
意
識
さ
れ
ざ
る

0

0

0

0

0

0

内
面
に
揺
り
戻
さ
れ
る
余
地
に
、

か
え
っ
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
も
と
よ
り
、
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
限
り
、
意
識
の
手
前
に
あ
る
こ
の

内
面
の
深
さ
は
、
意
識
に
よ
る
自
由
な
引
き
出
し
の
権
能
を
し
ば
し
ば
超
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
人
間
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
知
識

を
―
―
た
と
え
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
に
せ
よ
―
―
実
際
に
お
の
れ
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

0

0

そ
な
え
て
い
る
の
か
、
け
っ
し
て
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
。〔
…
…
〕
こ
う
し
た
単
一
な
る
内
面
が
、
意
識
の
一
切
の
被
規
定
態
と
媒
介
の
う
ち
で
、
個
体
の
あ
り
か
た
と
し
て
在
り
、

ま
た
在
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
」（Ebd.

）。
―
―
こ
の
脈
絡
の
う
ち
に
、「
歴
史
的
個
人
」
が
「
か
れ
自
身
の
情
熱
」
を
つ
う
じ
て
「
普

遍
的
な
も
の
」
を
「
そ
の
内
容
が
未
だ
意
識
さ
れ
う
る
定
在
と
し
て
は
現
前
し
て
い
な
い
よ
う
な
源
泉
」
か
ら
汲
み
出
し
う
る
こ
と

を
説
明
す
る
糸
口
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
情
熱
を
抱
く
限
り
で
の
主
体
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
主
観
的
精
神

の
哲
学
」
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―
そ
し
て
イ
エ
ナ
期
以
降
「（
自
己
意
識
の
）
闇
夜
」
へ
の
視
線
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も

の
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―
情
熱
を
つ
う
じ
た
主
体
の
内
面
へ
の
沈
潜
の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
な
意

義
が
あ
る
。も
と
よ
り「
普
通
は
計
画
な
ど
な
い
人
々
の
行
為
の
集
積

4

4

を
、す
く
な
く
と
も
ま
と
め
て
一
つ
の
体
系

4

4

と
し
て
叙
述
す
る
」

89

04_池松氏.indd   89 2020/03/04   14:16:20



こ
と
そ
れ
自
体
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
そ
の
集
積
を
一
つ
の
体
系
へ
と
ま
と
め
る
さ
い
に

一
箇
の
理
念
と
し
て
で
あ
れ
「
自
然

0

0

の
計
画
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
さ
え
な
い25

。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
特
徴
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
、
た
と
え
情
熱
と
い
う
甚
だ
特
異
な
形
態
と
し
て
で
あ
れ
―
―
す
で
に
丸
山
の

示
唆
に
見
た
通
り
―
―
精
神

0

0

そ
の
も
の
ま
た
は
主
体
自
身
の
内
面
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
歴
史
の
動
態
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
と

い
う
方
向
を
喚
起
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
そ
れ
で
も
な
お
、
以
上
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
そ
の
も
の
は
、
主
体
が
な
ん
ら
か
新
た
な
あ
り
か
た
の

余
地
へ
と
開
か
れ
て
あ
る
さ
ま
を
指
し
示
す
き
っ
か
け
と
は
な
れ
、
け
っ
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ん
ら
か
具

体
的
な
実
践
の
原
理
を
直
ち
に
導
く
原
理
た
り
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
も
し
こ
う
し
た
主
体
の
内
面

に
照
ら
し
て
英
雄
の
到
来
を
俟
つ
こ
と
が
そ
れ
だ
け
で
自
立
し
た
原
理
と
な
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言

う
「
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
」
―
―
一
切
を
原
理
た
る
主
体
に
と
っ
て
機
会
的
・
偶
然
的
な
も
の
と
見
る
「
主
観
化
さ
れ
た
機
会
原
因

論26

」
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
一
切
は
「
実
体
も
、
働
き
に
か
か
わ
る
拘
束
も
、
確
乎
と
し
た
導
き
も
、

結
論
も
定
義
も
、
決
断
も
、
最
後
の
審
判
も
な
い
ま
ま
、
ひ
た
す
ら
〔
主
体
に
と
っ
て
の
〕
機
会
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
・
ハ
ン
ド
に
導

か
れ
て
限
り
な
く
進
行
し
て
ゆ
く27

」こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、「
美
し
い
王
妃
が
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で〔
封
建
〕

国
家
を
礼
讃
す
る
こ
と
も
、
革
命
の
英
雄
た
ち
を
「
巨
人
〔kolossalische M

enschen

〕」
と
み
な
し
て
感
動
す
る
こ
と
も
、
と
も

0

0

に0

ロ
マ
ン
主
義
的
な
の
で
あ
る28

」。

だ
が
こ
の
課
題
に
対
し
、こ
こ
で
も
し
、「
良
心
」
概
念
を
同
じ
歴
史
と
い
う
舞
台
に
引
き
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

様
相
は
ま
た
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

い
ま
見
た
通
り
、
情
熱
は
そ
の
一
点
へ
の
執
心
を
つ
う
じ
て
通
常
の
自
我
の
構
造
を
動
揺
さ
せ
、
ま
た
狂
気
と
見
ま
ご
う
も
の
と
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な
り
、
だ
が
結
果
と
し
て
か
え
っ
て
主
体
を
そ
の
意
識
さ
れ
ざ
る
内
面
へ
と
揺
り
戻
す
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
一
方
、
良
心
も
そ

の
働
き
が
先
鋭
に
な
る
に
つ
れ
、
ひ
と
は
「
自
己
意
識
が
そ
の
内
奥
へ
と
還
帰
し
て
い
る
の
を
見
る
」（G

W
9, 353

）
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
そ
の
ふ
る
ま
い
が
狂
気
ま
た
は
錯
乱
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
、
両
者
は
そ
の
構
造
を
ひ
と

し
く
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
構
造
の
一
致
は
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
示
唆
し
て
き
た
通
り
、
両
者
の
働
き
は
む
し
ろ
い
ず
れ
も
、

「
自
己
意
識
の
闇
夜
」
あ
る
い
は
「
規
定
な
き
竪
坑
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
眼
前
に
置

く
こ
と
な
く
保
存
す
る
限
り
で
の
、
あ
の
主
体
の
内
面
そ
の
も
の
の
持
つ
意
識
さ
れ
ざ
る
境エ
レ
メ
ン
ト位に
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か

く
し
て
、
良
心
を
も
っ
て
立
つ
人
物
と
情
熱
を
も
っ
て
動
く
人
物
と
を
―
―
た
と
え
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン

0

0

0

0

0

の
よ
う
に
―
―
歴
史
と
い
う
舞

台
で
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
解
釈
の
方
向
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
思
考
の
脈
絡
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
確
か
に
相
応
に
有
効
で
あ
り

う
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。「
良
心
」
概
念
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
は
、
情
熱
を
も
っ
て
動
く
個
人
を
巡
る
そ
れ
の
な
か
で

は
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
視
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
良
心
の
ふ
る
ま
い
は
そ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
言
葉
を
媒
介
と
し
て
他
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
承
認
関
係
に
も
与
り
う
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
み
、
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

良
心
は
、
純
粋
な
義
務
あ
る
い
は
抽
象
的
に
自ア
ン
・
ジ
ッ
ヒ

体
的
な
も
の
を
破
棄
し
た
の
で
は
な
い
。
純
粋
な
義
務
は
、
他
者
に
対
し
関

係
す
る
と
い
う
普
遍
的
な
あ
り
か
た
で
あ
る
限
り
で
の
、
本
質
的
な
契モ
メ
ン
ト機
な
の
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
な
義
務
が
、
諸
々
の
自

己
意
識
の
共
通
の
境エ
レ
メ
ン
ト位と
な
り
、
そ
し
て
こ
の
境
位
が
、
所タ
ー
ト行
が
そ
の
存
立
と
現
実
の
あ
り
か
た
を
得
る
さ
い
の
実
体
と
な

る
―
―〔
す
な
わ
ち
〕他
者
に
よ
り
承
認
さ
れ
て
あ
る〔Anerkanntw

edens von den andern

〕と
い
う
契モ

メ
ン
ト機

で
あ
る
。（G

W
9, 

344-345

）
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た
と
え
良
心
が
ど
れ
だ
け
「
い
ま
や
律ゲ
ゼ
ッ
ツ法
が
自
己
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
律ゲ
ゼ
ッ
ツ法
の
た
め
に
自
己
が
あ
る
の
で
は
な
い
」

（G
W

9, 344

）
と
嘯
く
と
し
て
も
、
良
心
が
そ
の
自
己
を
存
在
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
良
心
は
お
の
れ
を
他

者
の
眼
前
に
も
同
時
に
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
、「
他
者
に
対
し
て
あ
る
存
在

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

〔Sein für anderes

〕」（Ebd.

）
と
し
て
示
す
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
良
心
に
と
っ
て
は
そ
の
限
り
、
現
実
の
行
為
を
つ
う
じ
て
ま
さ
に
そ
の
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
で
普
遍
的
に

あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
に
よ
り
承
認

0

0

さ
れ
て
あ
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
な
お
「
義
務
」
と
し
て
課
さ
れ

て
い
る
。
―
―
こ
の
承
認
は
そ
の
う
え
、
行
為
に
さ
い
し
て
そ
れ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
を
表
明
す
る
よ
う
な
言
葉

0

0

を
媒
介
と
す
る

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

言
葉

4

4

〔Sprache

〕
こ
そ
が
精
神
の
定ダ
ー
ザ
イ
ン在で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
こ
こ
で
ま
た
し
て
も
見
て
と
る
。
言
葉
と
は
、
他4

者
に
対
し
て

4

4

4

4

4

存
在
す
る
自
己
意
識
―
―
そ
の
他
者
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

直
接
的
に
眼
前
に
存
在
し
て
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
な

お
か
つ
こ
の

4

4

自
己
意
識
と
し
て
普
遍
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
よ
う
な
、
自
己
意
識
な
の
で
あ
る
。（G

W
9, 351

）

も
と
よ
り
イ
エ
ナ
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
構
想
力
の
所
産
と
し
て
の
言
葉
の
成
立
は
、
そ
れ
自
体
、
内
面
に
沈
潜
す
る
精
神

の
過
剰
な
働
き
に
安
定
を
も
た
ら
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
言
葉
を
形
成
す
る
音
声
記
号
と
し
て
の
名
前
の
系
列
が
固
定
し
た
形

態
を
と
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。「〔
名
前
の
よ
う
な
〕
存
在
と
は
固
定
し
た
対
象
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
我
と
は
純
粋

な
不
安
定
さ
〔U

nruhe

〕
と
い
う
形
式
、
運
動
、
消
失
と
い
う
闇
夜
〔N

acht des Verschw
indens

〕
で
あ
る
〔
…
…
〕
自
我
の
不

安
定
さ
は
、
お
の
れ
を
固
持
す
る
も
の
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
お
の
れ
を
不
安
定
さ
と
し
て
は
、
純
粋
な
運
動
と
し
て
は

廃
棄
す
る
よ
う
な
運
動
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（G

W
8, 192, Am

 Rande.
）。

そ
の
う
え
、
発
さ
れ
る
と
同
時
に
消
失
す
る
音
声
記
号
と
し
て
の
言
葉
は
、
行
為
と
同
様
、「
も
っ
ぱ
ら
そ
の
存
在
を
廃
棄
す
る
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限
り
で
の
み
存
在
す
る
よ
う
な
否
定
的

4

4

4

な
実ヴ
ェ
ー
ゼ
ン
在
」（G

W
9, 176

）
と
し
て
精
神
そ
の
も
の
を
表
す29

。
精
神
は
そ
こ
で
は
も
は
や
、

外
部
の
静
的
な
記
号
（
た
と
え
ば
人
相
）
を
つ
う
じ
て
代
理
的
に
表
さ
れ
る
の
を
た
だ
俟
つ
だ
け
の
実
体
的
・
内
面
的
な
指
示
対
象

で
は
な
い
。
む
し
ろ
言
葉
の
も
と
で
は
「
自
己
意
識
の
そフ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

れ
だ
け
で
存
在
す
る
個
別
的
な
あ
り
か
た
が
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て

現エ
グ
ジ
ス
テ
ン
ツ

実
存
在
へ
と
出
来
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
あ
り
か
た
は
他フ
ュ
ー
ル
・
ア
ン
デ
レ

者
に
対
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
自
我
が
純
粋
な
自
我
と
し

て
現ダ

ー

ザ

イ

ン

に
存
在
す
る
の
は
、〔
言
葉
に
お
い
て
〕
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
」（G

W
9, 276

）。

「
良
心
」
概
念
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
は
そ
れ
ゆ
え
、
情
熱
を
も
っ
て
動
く
個
人
を
巡
る
議
論
と
は
違
い
―
―
そ
こ
で
は
た

た
だ
ん
に
、
主
体
の
そ
の
内
面
へ
の
沈
潜
の
う
ち
で
普
遍
的
な
も
の
を
汲
み
出
す
経
路
の
み

0

0

が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
―
―
、
そ
の
同

じ
沈
潜
が
再
び
安
定
と
表
出
の
な
か
で
他
者
た
ち
と
の
承
認
関
係
を
つ
う
じ
て
客
観
的
な
も
の
・
人
倫
的
な
も
の
と
し
て
結
び
直
さ

れ
る
経
路
ま
で
も
が
、
具
体
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
も
し
、「
良
心
」
概
念
を
引
き
込
み
つ
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
の

歴
史
哲
学
の
構
想
を
読
み
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
主
体
の
内
面
と
歴
史
の
動
態
と
の
接
続
の
仕
方
を
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
た
ん
な
る
抽
象
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
英
雄
主
義
と
は
べ
つ
の
仕
方
で
再
考
す
る
こ
と
を
も
、
同
時
に
ま

た
可
能
に
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

五　

結
論
と
展
望

た
だ
し
周
知
の
通
り
、『
精
神
現
象
学
』
の
「
良
心
」
章
で
説
か
れ
る
良
心
を
巡
る
承
認
の
過
程
は
、
お
よ
そ
円
滑
に
は
ほ
ど
遠

い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
限
り
で
の
極
端
な
内
面
へ
の
沈
潜
が
再
び
表
出
へ
と
、
ま
し
て

承
認
へ
と
至
る
こ
と
の
困
難
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
な
ん
ら
か
透
明
な
―
―
す
で
に
既
存
の
規
範
の
体
系
が
確

立
し
た
な
か
で
の
出
来
合
い
の
主
体
相
互
の
関
係
に
よ
る
―
―
討
議
な
い
し
熟
議
の
た
ぐ
い
と
は
あ
き
ら
か
に
異
質
の
も
の
が
含
ま
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
最
後
に
や
や
駆
け
足
気
味
と
は
な
る
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
実
際
に
提
示
し
て
い
る
そ
の
構

造
と
そ
の
帰
結
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
は
い
え
、
良
心
が
行
う
と
こ
ろ
の
こ
の
正レ
ヒ
トが
同
時
に
他
者
に
対
し
て
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
か
ら
、
良
心
に

は
或
る
不
等
性
〔U

ngleichheit

〕
が
到
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〔
…
…
〕
存
在
の
う
ち
で
は
、
区
別
は
存
立
す
る
よ
う
な

仕
方
で
措
定
さ
れ
、
行
為
は
一
つ
の
規
定
さ
れ
た

4

4

4

4

4

、
万
人
の
自
己
意
識
の
境エ
レ
メ
ン
ト位に
と
っ
て
は
不
等
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ゆ

え
必
ず
し
も
承
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
す
る
良
心
と
、
そ
の
行
為
を
義
務
と
し
て
承
認
す
る
普
遍

的
な
良
心
〔
評
価
す
る
良
心
〕
は
、
こ
う
し
た
行ト
ゥ
ー
ンい
の
被
規
定
態
か
ら
ひ
と
し
く
自
由
で
あ
る
。
こ
の
自
由
の
た
め
に
、〔
両

者
の
〕
連
関
か
ら
な
る
共
通
の
媒
体
の
う
ち
で
の
〔
両
者
の
〕
関
係
は
、
か
え
っ
て
ま
っ
た
く
不
等
な
関
わ
り
方
と
な
る
の

で
あ
る
。（G

W
9, 350

）

も
と
よ
り
良
心
は
普
遍
的
な
原
理
そ
の
も
の
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
個
別
の
状
況
な
い
し
事
例
に
適
用

0

0

し
て
判
断

0

0

す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
活
動
の
余
地
を
得
て
い
る30

。「
眼
前
に
、
行
為
に
か
か
わ
る
一
つ
の
事
例
〔Fall

〕
が
あ
る
。
こ
の
事
例
が
、

一
つ
の
対
象
的
な
現
実
と
し
て
知
る
意
識
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
良
心
と
し
て
の
そ
の
知
る
意
識
は
、
こ
の
事
例
を
直
接
的
・

具
体
的
な
仕
方
で
知
っ
て
い
て
、
同
時
に
こ
の
事
例
は
も
っ
ぱ
ら
、
意
識
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
通
り
の
仕
方
で
の
み
、
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
」（G

W
9, 342

）。

だ
が
そ
の
限
り
、
同
時
に
他フ
ュ
ー
ル
・
ア
ン
デ
レ

者
に
対
し
て
あ
る
限
り
で
存
在
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
良
心
は
不
断
に
眼
前
の
個
別
の
状
況
に
含
ま

れ
る
諸
々
の
差
異
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
一
つ
の
良
心
が
自
己
自
身
の
特
定
の
観
点
と
状
況
か
ら
行
為
し
た
こ
と
が
、
他
者

の
良
心
に
、
ま
し
て
万
人
に
共
有
可
能
な
自
己
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
と
い
う
保
証
は
、
そ
の
場
合
ど
こ
に
も
な
い
。
あ
る
い
は
他
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者
は
つ
ね
に
「〔
行
為
す
る
〕
良
心
を
悪
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
」（Ebd.

）。「
前
者
〔
行
為
す
る
良
心
〕
を
つ
う
じ
て
は
た
だ
、
一0

人0

の
他
者
に
と
っ
て
の
自
己
が
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
者
自
身

0

0

の
自
己
は
表
さ
れ
て
い
な
い
」（Ebd.

）
か
ら
で
あ
る
。
か
く

し
て
同
等
性
な
い
し
一
致

0

0

に
お
い
て
相
互
の
う
ち
に
自
己
を
認
め
よ
う
と
す
る
運
動
を
、
良
心
と
い
う
自
己
を
巡
る
こ
の
不
等
性
な

い
し
不
一
致

0

0

0

が
、
不
断
に
揺
さ
ぶ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
か
く
対
立
す
る
二
つ
の
良
心
の
あ
り
か
た
の
う
ち
で
「
真
な
る
、
す
な
わ
ち
自
己
意
識
的

4

4

4

4

4

か
つ
現
に
存
在
す
る

4

4

4

4

4

4

よ
う
な
仕

方
で
同
等
に
な
る
こ
と
〔A

usgleichung

〕」（G
W

9, 360

）
が
成
就
す
る
の
は
、
行
為
す
る
良
心
が
そ
の
悪
を
「
告
白
」
へ
と
も

た
ら
す
の
と
同
時
に
、
相
手
の
特
殊
な
あ
り
か
た
を
も
っ
て
そ
の
是
非
を
論
断
す
る
評
価
す
る
良
心
の
性
根
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に

ひ
と
し
く
「
下
劣

4

4

」（G
W

9, 359
）
で
あ
る
こ
と
が
顕
わ
に
な
る
と
き
で
あ
る
。「
従
僕
に
英
雄
な
し
。〔
…
…
〕
評
価
に
と
っ
て
は
、

個
体
の
あ
り
か
た
の
持
つ
個
別
の
あ
り
か
た
の
側
面
が
、
行
為
の
普
遍
的
な
側
面
と
対
置
さ
れ
な
い
よ
う
な
行
為
、
ま
た
行
為
す
る

も
の
に
対
し
道モ
ラ
リ
テ
ー
ト

徳
性
の
従
僕
と
な
ら
な
い
よ
う
な
行
為
な
ど
な
い
の
で
あ
る
」（G

W
9, 358-359

）。

か
く
し
て
行
為
す
る
良
心
と
の
ひ
と
し
さ
が
逆
説
的
に
示
さ
れ
た
評
価
す
る
良
心
は
、「
分
割
す
る
考
え
か
た
と
、
そ
の
考
え
か

た
に
固
執
す
る
自フ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

己
に
対
し
て
あ
る
あ
り
か
た
の
頑
な
さ
」
の
断
念
へ
と
導
か
れ
る
。
評
価
す
る
良
心
が
そ
の
う
え
で
「
赦
し
」
の

言
葉
に
至
る
の
は
、
い
ま
や
悪
の
告
白
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
の
あ
り
か
た
を
捨
て
去
り
、「
こ
の
も
の

4

4

4

4

」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
眼

前
の
行
為
す
る
良
心
の
う
ち
に
「
自
己
自
身
を
直
観
す
る
」
か
ら
で
あ
る
（G

W
9, 361

）。
そ
れ
は
評
価
す
る
良
心
に
と
っ
て
同
時

に
「
自
己
を
、
お
の
れ
の
非
現
実
的

4

4

4

4

な
本ヴ
ェ
ー
ゼ
ン質を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
普
遍
的
意
識
〔
評
価
す
る
良
心
〕
は
、
こ
の
本ヴ
ェ
ー
ゼ
ン質を
あ
の

他
者
と
〔
…
…
〕
等
置
し
て
〔gleichsetzen

〕、〔
…
…
〕
悪
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
、善
と
し
て
承
認
す
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、

規
定
さ
れ
た
思
想
の
持
つ
区
別
と
、
自フ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

己
に
対
し
て
あ
る
規
定
さ
れ
た
判
断
を
、
放
棄
す
る
の
で
あ
る
」（Ebd.

）。

以
上
の
限
り
で
の
「
絶
対
的
精
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
相
互
の
承
認
」
を
巡
る
一
連
の
構
造
が
い
か
に
し
て
具
体
的
に
有
効
な
も
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の
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
疑
問
を
呈
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し31

、
ま
た
そ
れ
が
さ
ら
に
歴
史
の

動
態
内
部
に
置
か
れ
る
場
合
に
い
か
な
る
形
態
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
残
さ
れ
た
紙
幅
で
は
十
分
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
は
い
え
、
主
体
が
そ
の
内
面
に
沈
潜
す
る
只
中
で
同
時
に
主
体
相
互
の
動
的
な
構
造
を
つ
う
じ
て
新
た
な
承
認
な
い
し
和
解

の
関
係
を
獲
得
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
こ
の
主
体
の
内
面
の
辿
る
過
程
へ
の
視
線
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
そ
れ
の
歴
史
哲
学

と
の
接
続
の
可
能
性
と
と
も
に
、
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
見
て
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
通
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
良
心
が
問
わ
れ
る
の
は
「
正レ
ヒ
ト義
と
善
と
し
て
現
実
と
習
俗
の
う
ち
で
妥
当
す
る
も
の
が
、

よ
り
善
い
意
志
を
充
足
さ
せ
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
時
代
」（G

W
14, 121 / §138 A

m
.

）、
そ
れ
自
体
が
歴
史
の
動
態
を
新
た
に
求

め
ま
た
実
際
に
晒
さ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
か
ら
み
る
な
ら
、
良
心
は
実
際
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
帰
結
と
し
て
一

方
で
は
普
遍
的
な
原
理
が
極
度
に
抽
象
的
か
つ
外
在
的
と
な
り
、
他
方
で
は
そ
れ
に
対
応
し
て
善
を
巡
る
表
象
が
も
は
や
そ
の
具
体

性
と
客
観
性
を
喪
失
し
た
時
代
の
只
中
に
、
そ
の
「
善
の
抽
象
的
な
性
質
」（G

W
14, 119 / §136

）
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
再

び
現
わ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
た
の
は
、
良
心
の
ふ
る
ま
い
が
不
断
に
示
す
そ
の
両
義
性

0

0

0

そ
の
も
の
に
お
い
て
こ
そ
す
ぐ
れ
て
働
き

は
じ
め
る
、精
神
固
有
の
機
能
な
の
で
あ
っ
た
。
愚
行
と
錯
乱
が
か
え
っ
て
精
神
に
固
有
の
可ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

能
性
と
し
て
あ
る
よ
う
に
、良
心
も
、

「
端
的
に
形
式
的
な
主
観
の
あ
り
か
た
と
し
て
、
こ
う
し
て
悪4

〔Böse

〕
に
転
倒
し
て
ゆ
く
こ
と
へ
と
ま
さ
に
飛
躍
し
か
け
て
い
る
。

そフ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

れ
だ
け
で
在
り
ま
た
そフ
ュ
ー
ル
・
ジ
ッ
ヒ

れ
だ
け
で
知
り
裁
量
す
る
よ
う
な
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
確
信
に
お
い
て
、道
徳
性
と
悪
の
い
ず
れ
も
が
、

共
通
の
根
幹
を
持
つ
の
で
あ
る
」（G

W
14, 121 / §138 A

m
.

）。

本
稿
は
、
そ
の
両
義
性
を
持
つ
限
り
で
の
良
心
に
定
位
す
る
主
体
の
働
き
を
、
具
体
的
に
は
歴
史
の
動
態
の
う
ち
に
見
定
め
る

と
と
も
に
、
言
葉
を
つ
う
じ
て
新
た
な
承
認
な
い
し
和
解
の
関
係
に
至
り
う
る
過
程
の
う
ち
に
、
そ
の
射
程
の
ひ
ろ
が
り
を
確
認
し

た
。
そ
れ
は
、た
ん
に
情
熱
を
も
っ
て
動
く
英
雄
の
行
為
内
部
で
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
を
補
完
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
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―
―
主
体
が
そ
の
内
面
に
定
位
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
歴
史
の
幼
年
時
代
」
を
駆
け
抜
け
出
て
ゆ
く
さ
ま
を
、
よ
り
確
か
な
実
践
的
な
方
向
付

け
と
と
も
に
指
し
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
よ
り
具
体
的
に
取
り
出
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
形
成
と
と
も

に
丁
寧
に
実
証
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
了
）

文
末
脚
注

1　

丸
山
眞
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」（『
丸
山
眞
男
集　

第
三
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）、
二
〇
頁
。

2　

同
書
、
二
二
頁
。

3　

同
上
。

4　

“In den G
esetzen sollte nichts auftreten dürfen, w

as innerlich frei ist und sein D
asein in dem

 Subjekte hat.”

（G
. W

. 

F. H
egel, Vorlesung über die Philosophie der W

eltgeschichte, Bd. II-IV: D
ie orientalische W

elt, D
ie griechische und 

die röm
ishe W

elt, D
ie germ

anische W
elt, herausgegeben von G

eorg Lasson, Philosophische B
ibliothek, B

d. 171b-d, 

H
am

burg: F. M
einer, 1976, S. 302.

）　

な
お
周
知
の
通
り
、
ラ
ッ
ソ
ン
版
「
歴
史
哲
学
講
義
」
は
、
現
在
は
そ
の
編
纂
の
正

確
さ
に
疑
義
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
問
題
と
し
な
い
。

5　

Ebd.

6　

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 

Forschungsgem
einschaft, herausgegeben von der R

heinisch-W
estfälischen A

kadem
ie der W

issenschaften (später: 
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von der N
ordrhein-W

estfälischen A
kadem

ie der W
issenschaften), H

am
burg: F. M

einer, 1968f.

）
に
拠
る
が
、
一
部
は

「
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
」（W

erke in zw
anzig Bänden, Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1968f.

）
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
、
黒
マ
ル
の
傍
点
は
原
文
の
、
黒
ゴ
マ
の
傍
点
は
筆
者
の
強
調
を
そ
れ

ぞ
れ
表
す
。

7　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
二
版
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
、二
二
六
頁
。

8　
「
良
心
」
概
念
を
議
論
す
る
さ
い
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
（
直
接
に
は
『
精
神
現
象
学
』
の
「
良
心
」
章
を
巡
る
）
ロ
マ
ン
テ
ィ

カ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Jean H

yppolite, G
enèse et structure de la phénom

énologie de l'esprit de H
egel, Paris: 

A
ubier, 1946, pp. 495-500.

を
参
照
。
ま
た
、（
と
り
わ
け
「
内
面
」
と
の
関
連
に
お
け
る
）「
良
心
」
概
念
一
般
の
系
譜
に

つ
い
て
は
、
渡
邊
二
郎
「「
良
心
」G

ew
issen

の
問
題　

特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
し
て
」（『
渡
邊
二
郎
著
作
集　

８　

ド
イ
ツ
古
典
哲
学
２
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
、三
五
七
―
三
九
三
頁
）、
三
五
七
―
三
六
〇
頁
を
参
照
。

9　

V
gl. G

W
14, 123-124 / §140 A

m
.　

な
お
、
当
該
箇
所
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
直
接
参
照
し
て
い
る
の
は
「
第
四
の
手
紙
」
と
「
第

五
の
手
紙
」
で
あ
る
。

10　

B
laise Pascal, Œ

uvres com
plètes, édition présentée, établie et annotée par M

ichel Le G
uern, N

ouv. éd, Paris: 

G
allim

ard, 1998, tom
e 1, p. 626.

11　

Ibid., p. 639.　

な
お
、
相
異
な
る
義
務
同
士
の
衝
突
等
か
ら
発
生
す
る
い
わ
ゆ
る
「
良
心
問
題
（casus conscientiae

）」
を

取
り
扱
う
も
の
と
し
て
の
決
疑
論
（casuitry

）
の
、
中
世
か
ら
ル
タ
ー
ま
で
の
歴
史
の
大
枠
に
つ
い
て
は
、D

ictionary 

of the H
istory of Ideas, Studies of Selected Pivotal Ideas, Philip P. W

iener, editor in chief, N
ew

 York : Scribner, 

1973f., v. 1, pp. 258-262.

を
参
照
。
こ
の
思
考
様
式
は
普
遍
的
な
原
理
の
事
例
に
合
わ
せ
た
適
用
に
か
か
わ
る
良
心
特
有
の

働
き
か
ら
帰
結
す
る
わ
け
だ
が
、
中
世
以
降
、「
社
会
の
制
御
と
日
常
生
活
の
道
徳
化
に
と
っ
て
本
質
と
な
る
一
般
規
則
を
巡
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る
特
殊
化
と
特
殊
な
適
用
〔application

〕
は
、
こ
の
一
般
規
則
の
解
体
へ
と
転
倒
」
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
（p. 261

）。

12　

以
下
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
良
心
概
念
と
ル
タ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、江
口
再
起
「
良
心
の
弁
証
法　

ル
タ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
」（『
ル

タ
ー
研
究
』、
第
八
号
、
三
一
―
四
七
頁
）、
三
三
頁
以
下
を
参
照
。

13　

以
下
の
一
節
に
お
け
る
「
道
徳
的
な
天
才
」
へ
の
言
及
の
背
景
と
し
て
通
常
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、ヤ
コ
ー
ビ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、H

yppolite, op. cit., pp. 487-488.

を
参
照
。
一
方
、「
内
面
の
声
」
と
「
神
の
声
」
と
の
対
応
を
巡
る
宗
教
、
と

り
わ
け
ル
タ
ー
と
の
関
連
か
ら
み
た
解
釈
の
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
は
、
江
口
、
前
掲
論
文
、
四
〇
頁
以
下
を
参
照
。

14　

M
artin H

eidegger, »D
ie Zeit des W

eltbildes«, in H
olzw

ege, Frankfurt am
 M

ain: V
ittorio K

losterm
ann, 1950, S. 

102.　
「
近
代
の
人
間
の
解
放
はego cogito ergo sum

と
と
も
に
は
じ
ま
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学

と
は
、
こ
の
自
由
に
も
っ
ぱ
ら
あ
と
か
ら
納
入
さ
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
外
側
か
ら
増
設
さ
れ
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う

意
味
で
の
形
而
上
学
で
は
な
い
。co-agitatio

の
う
ち
で
、
表
象
作
用
は
対
象
的
な
も
の
の
一
切
を
被
表
象
性
か
ら
な
る
ま
と

ま
り
〔Zusam

m
en

〕
の
う
ち
に
と
り
あ
つ
め
る
〔versam

m
eln
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のego

は
、
い
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や
自
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を
確
証
し
な
が
ら
被

表
象
性
を
そ
ろ
え
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と
〔sich sichernden B

eisam
m

en der Vergestelltheit

〕
の
う
ち
に
、con-scientia

の
う
ち
に
、
こ

の
被
表
象
性
の
本
質
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
のcon-scientia

と
は
、
こ
の
表
象
す
る
人
間
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る

〔verw
ahrten

〕
限
り
で
の
被
表
象
性
〔Vorgestteltheit
〕
か
ら
な
る
圏
域
の
う
ち
で
、
対
象
的
な
も
の
を
表
象
す
る
人
間
と

と
も
に
表
象
す
る
よ
う
な
編
成
で
あ
る
。」　

な
お
、
こ
の
論
点
な
ら
び
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
「
良
心
」
概
念
の
比
較
に
つ
い

て
は
、
渡
邊
、
前
掲
論
文
、
三
六
二
―
三
六
三
頁
、
三
六
四
―
三
六
七
頁
を
参
照
。

15　

H
yppolite, op. cit., pp. 494-495.

16　

以
下
、
イ
エ
ナ
期
以
降
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
こ
の
境
位
の
取
り
扱
い
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
池
松
辰
男
『
ヘ
ー
ゲ
ル
「
主
観

的
精
神
の
哲
学
」　

精
神
に
お
け
る
主
体
の
生
成
と
そ
の
条
件
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
、八
五
―
九
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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な
お
、「
良
心
」
章
を
含
む
『
精
神
現
象
学
』
全
体
の
展
開
を
「
外
化
」
と
「
内
化
」
の
往
還
と
の
関
連
の
う
ち
に
読
む
解
釈

の
方
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と
し
て
は
、
す
で
に
小
島
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子
『
ヘ
ー
ゲ
ル
精
神
の
深
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『
精
神
現
象
学
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に
お
け
る
「
外
化
」
と
「
内
化
」』、
知

泉
書
館
、
二
〇
一
一
が
あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
を
参
照
。

17　
「
か
く
し
て
、
主
体
は
、
自
ら
の
意
識
に
お
い
て
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盾
の
状
態
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
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の
体
系
化
さ
れ
て
あ
る
総
体
性
と
、

そ
の
総
体
性
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お
い
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流
動
も
配
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従
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し
て
い
な
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よ
う
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特
殊
な
被
規
定
態
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
が
狂
気

で
あ
る
。」（G

W
20, 412 / §409

）

18　

こ
の
論
点
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
変
遷
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
池
松
、
前
掲
書
、
九
六
―
一
〇
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

19　

H
yppolite, op. cit., p. 479.

20　

H
yppolite, op. cit., p. 478.

21　

以
下
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
と
「
情
熱
」
概
念
と
の
関
連
の
詳
細
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つ
い
て
は
、
池
松
、
前
掲
書
、
一
九
二
―
二
〇
九
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
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G
. W

. F. H
egel, Vorlesungen über die Philosophie der W
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achschriften von 

K
arl G
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, H
einrich G

ustav H
otho und Friedrich C
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ehler, 
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arl H

einz Ilting, K
arl B

rehm
er und H
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 Seelm
ann, H

am
burg: F. M

einer, 1996, S. 68.
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「
実
践
的
精
神
〔
意
志
〕
の
全
体
が
、（
対
立
一
般
と
と
も
に
措
定
さ
れ
た
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複
数
の
制
限
さ
れ
た
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4

4

4

4

4

4

4

被
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定
態
に
つ
い
て
、
そ
の

う
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の
個
別
の
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に
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し
て
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置
か
れ
る
よ
う
な
場
合
、〔
意
志
は
〕
情
熱
と
な
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。」（G

W
20, 470 / §473

）

24　

こ
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論
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な
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文
献
学
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細
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い
て
は
、
池
松
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前
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書
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一
八
九
―
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〇
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た
い
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25　
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遍
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史
を
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ぐ
っ
て
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4

4

4

4

4

4

4
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、
人
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に
お
け
る
完
全
な
る
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民
の
連
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へ
と
至
る
或
る
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の
計
画
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4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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〔Plane der N
atur
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と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
取
り
扱
う
よ
う
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哲
学
的
な
試
み
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

4

4
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あ
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、
な
お
か
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意
図

4

4

〔N
aturabsicht

〕
を
促
進
す
る
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。〔
…
…
〕
こ
の
理
念
は
、
普
通
は
計
画
な

ど
な
い
人
々
の
行
為
の
集
積

4

4

を
、
す
く
な
く
と
も
ま
と
め
て
一
つ
の
体
系

4

4

と
し
て
叙
述
す
る
う
え
で
の
手
引
と
し
て
は
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役

立
っ
て
よ
い
。」（Im

m
anuel K

ant, Idee zu einer allgem
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ants W
erke. 
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erlin: W
. de G

ruyter, 1968 (=A
), B

d. 8, S. 29
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な
お
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こ
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問
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在
の
詳
細
に
つ
い
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は
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松
、
前
掲
書
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二
頁
を
参
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さ
れ
た
い
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26　

C
arl Schm

itt, Politische Rom
antik, 4. A

ufl, B
erlin: D

uncker &
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um
blot, 1982, S. 23.

27　

Schm
itt, op. cit., S. 25.

28　

Schm
itt, op. cit., S. 14.

29　

精
神
に
と
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て
言
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固
有
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イ
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あ
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い
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池
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掲
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四
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V
gl. Thom

as A
quinas, D

e Veritate, q. 17, a.1, in Q
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arietti, 1949. p. 328.
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い
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い
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或
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あ
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5, S. 400.

「
良
心
と
は
人
間
に
対
し
、
或
る
法
則
の
そ
れ
ぞ
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あ
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あ
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問
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マ
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ア
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け
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ま
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ヘ
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ゲ
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い
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お
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