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『
法
の
哲
学
』

の
論
理
と
立
憲
君
主
制

岡

本

裕

朗

『
法
の
哲
監
の
へ

I
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
固
ま
反
動
的
思
想
家
」
で
あ
る
の
材
、

あ
る
の
料
。
長
い
閥
、
『
法
の
哲
学
』
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
行
な
わ
れ
て
き
た
叩
そ
の
決
着
は
現
在
で
も
つ
け
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乙
の
問
題
に
対
し
、
十
数
年
前
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
新
資
料
に
基
づ
い
て
注
目
す
べ
き
解
釈
を
う
ち
出
し
、
波
紋
を
投

げ
か
け
て
い
れ
「
へ

l
ゲ
ル
は
本
来
「
自
由
主
義
的
」
で
「
進
歩
的
」
で
あ
る
が
、
「
一
八
一
九
年
の
危
機
」
に
直
面
し
て
、
カ
ム
フ
ラ

ー
ジ
ュ
の
た
め
に
、
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
復
古
体
制
へ
の
順
応
」
を
示
す
、
は
。
し
か
し
、
乙
の
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
解
釈
に
よ
っ

て
問
題
が
解
決
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
我
々
は
再
び
出
発
点
に
戻
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
法
の
哲
学
』
が
そ
も
そ
も
「
復

古
体
制
へ
の
順
応
」
堂
示
す
の
か
ど
う
か
が
、
最
初
の
聞
い
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
（

μ。

『
法
の
哲
学
』
は
「
自
由
な
意
志
」
を
原
理
と
し
、
そ
の
展
開
を
追
求
す
る
。
乙
の
「
自
由
な
意
志
」
の
実
現
が
ま
さ
に
「
国
家
」
で

あ
る
。
乙
の
点
に
お
い
て
、
『
法
の
哲
学
』
の
「
進
歩
性
」
を
否
定
す
る
ひ
と
は
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
乙
の
「
国
家
」
が

「
立
憲
君
主
国
家
」
と
し
て
具
体
的
な
内
実
を
与
え
ら
れ
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
へ

l
ゲ
ル
の
「
進
歩
性
」
を
主
張
し
続
け
る
た
め

に
、
ひ
と
は
「
立
憲
君
主
制
」
を
完
全
に
無
視
す
ふ

μ、
あ
る
い
は
「
君
主
」
を
完
全
に
形
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
に
「
民
主

制
」
と
同
一
視
す
る
か
も
し
れ
な

mv
あ
る
い
は
、
乙
れ
が
不
可
能
と
見
る
や
、
ひ
と
は
「
君
主
制
」
を
へ

l
ゲ
ル
の
真
意
で
は
な
か
っ

た
と
断
定
す
る
か
も
し
れ
な
〈
円
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

そ
れ
と
も
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
哲
学
者
」
で

「
自
由
な
意
志
」
と
「
立
讃
君
主
制
」
は
両
立
し
え
な
い
矛
盾
と
考

七



七
四

え
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
ハ
イ
ム
の
へ

l
ゲ
ル
批
判
を
根
本
的
に
は
解
決
し

て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
我
々
は
「
立
憲
君
主
制
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

乙
の
問
題
を
我
々
は
本
稿
に
お
い
て
解
明
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
「
立
憲
君
主
制
」
H
「
反
動
的
な
復
古
主
義
」
と
い
う
通
念
を
打

破
す
る
と
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
我
々
は
『
法
の
哲
学
』
の
「
論
理
」
を
劇
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
立
憲
君
主
制
」
は
『
法

の
哲
学
』
の
「
論
理
」
か
ら
導
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
立
憲
君
主
制
」
を
ど
う
理
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
解
は
『
法
の
哲
学
』

の
「
論
理
こ
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
作
業
を
通
し
て
、
我
々
は
最
初
の
聞
い
に
対
し
て
、
一
つ
の
態
度
を
と
る
乙
と
が
で

き
る
と
思
う
。
乙
の
作
業
は
ま
た
、
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
法
の
哲
学
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
光
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る
で
あ
ろ

う

〈ー）

我
々
の
課
題
は
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
立
憲
君
主
制
」
の
意
味
を
解
明
す
る
と
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
の
予
備
作
業
と
し
て
、
我

々
は
『
法
の
哲
学
』
ま
で
の
「
国
家
」
論
の
展
開
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
乙
れ
は
、
へ

l
ゲ
ル
の
「
国
家
」
論
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国

家
」
を
念
頭
に
置
い
て
形
成
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

イ
エ
ナ
期
以
前
の
青
年
へ

l
ゲ
ル
が
理
想
的
な
共
和
主
聾
者
で
あ
っ
た
と
と
は
現
在
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
凡
却
。
へ

l
ゲ
ル
は

現
実
の
専
制
政
治
を
批
判
す
る
た
め
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
共
和
国
を
理
想
化
し
て
い
る
。
「
共
和
国
に
は
、
ひ
と
が
そ
の
た
め
に
生
き

る
理
念
が
あ
お
「
」
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
思
索
を
通
し
て
、
イ
エ
ナ
期
の
初
め
に
お
い
て
彼
は
共
和
国
と
い
う
「
理
想
」
が

現
実
的
に
は
「
不
可
能
」
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
童
話
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
へ

l
ゲ
ル
が
提
示
す
る
の
は
、
「
立
憲
君
主
制
」
で

あ
持
。
乙
れ
以
後
、
ヘ

l
ゲ
ル
の
構
想
す
る
国
家
が
「
立
憲
君
主
制
」
で
あ
る
と
と
は
、
基
本
的
に
は
変
枯
し
な
ザ

さ
て
、

し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
へ

l
ゲ
ル
の
「
国
家
」
論
が
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
「
人
倫
」
概
念
が
ほ
と
ん
ど
展
開
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さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
イ
エ
ナ
期
以
後
の
「
国
家
」
論
は
「
人
倫
」
概
念
の
展
開
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（げ）

我
々
は
そ
の
展
開
を
お
よ
そ
三
つ
の
時
期
に
区
分
で
き
る
と
思
う
。

第
一
に
、
イ
エ
ナ
前
期
に
お
い
弓
へ

l
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
「
道
徳
性
」
を
批
判
し
て
、
「
人
倫
」
を
そ
の
上
位
に
置

門知
V

く
。
「
道
徳
性
は
個
別
者
を
そ
の
原
理
と
す
ぬ
〕
の
に
対
し
て
、
「
人
倫
は
普
遍
者
で
あ
り
、
（
：
：
：
）
本
性
上
個
別
者
に
先
立
っ
て
い
る
。
」

し
か
し
、
乙
乙
で
の
「
人
倫
」
が
著
し
く
古
代
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ハ
イ
ム
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
乙
の
「
人
倫
」
概

念
は
も
は
や
維
持
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
古
代
の
「
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
。

そ
乙
で
第
二
に
、
「
人
倫
」
よ
り
も
「
道
徳
性
」
を
上
位
に
置
く
、
と
い
う
イ
エ
ナ
後
期
の
発
想
が
登
場
す
る
。
乙
の
発
想
に
へ

l
ゲ
ル

を
導
い
た
の
は
、
一
方
で
は
「
歴
史
」
に
対
す
る
自
覚
で
あ
り
、
他
方
で
は
「
絶
対
的
個
別
性
の
原
理
」
の
評
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

｛忽｝

ヘl
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
考
え
て
い
る
。
ー
ー
ま
ず
、
古
代
の
「
人
倫
国
家
」
で
は
、
「
各
人
が
習
俗
で
あ
り
、
普
遍
者

と
直
接
に
一
体
で
あ
る
こ
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
人
倫
国
家
」
で
は
、
「
絶
対
的
個
別
性
の
原
理
」
が
欠
け
て
い
る
。
そ
乙
で
次
に
、

「
教
養
形
成
」
が
開
始
さ
れ
、
「
よ
り
深
い
精
神
」
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
、
「
近
代
の
原
理
」
で
あ
り
、
「
個
別
者
が
絶
対
的
に
自
己
自
身

を
知
る
乙
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
原
理
だ
け
で
は
、
い
か
な
る
国
家
も
可
能
で
は
な
く
、
ア
ナ
ー
キ
ー
に
陥
る
ほ
か
な
い
。
そ
乙

で
へ

1
ゲ
ル
が
要
求
す
る
の
は
、
個
別
的
な
「
直
接
的
定
在
」
を
「
思
想
」
に
お
い
て
超
越
し
、
普
遍
者
と
合
一
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
道
徳
性
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

乙
の
国
家
は
近
代
的
な
「
道
徳
性
国
家
」
で
あ
る
。
ー
ー

し
か
し
第
三
に
、
「
道
徳
性
」
を
「
人
倫
」
の
上
位
に
置
く
と
い
う
発
想
は
、

（忽）

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
期
に
お
い
て
決
定
的
に
放
棄
さ
れ
る
。

『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ

l
』
に
お
い
て
、
我
々
は
「
法
」
↓
「
道
徳
性
」
↓
「
人
倫
」

き
る
。
し
か
し
、
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ

l
』
で
は
「
人
倫
」
概
念
は
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
乙
で
は
、
「
市

（

M
m
v
 

民
社
会
」
論
が
完
全
に
欠
落
し
、
そ
の
た
め
「
人
倫
」
の
内
的
編
成
が
完
成
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
一
七
年
の
冬
学

期
の
講
義
に
お
い
て
、
へ

l
ゲ
ル
は
「
人
倫
」
の
内
的
編
成
を
整
え
、
「
家
族
」
↓
「
市
民
社
会
」
↓
「
国
家
」
と
い
う
展
開
に
到
達
す
る
の
で

と
い
う
展
開
を
見
出
す
乙
と
が
で

七
五



七
六

円お）
あ
る
。
か
く
し
て
、

こ
と
に
我
々
は
『
法
の
哲
学
』
の
成
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
で
、
我
々
は
『
法
の
哲
学
』
ま
で
の
「
国
家
」
論
の
展
開
を
簡
単
に
見
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、

ら
か
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

乙
れ
に
よ
っ
て
我
々
に
何
が
明

我
々
は
ま
ず
、
「
立
憲
君
主
制
」
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
と
は
全
く
独
立
に
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
乙
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
へ

l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
哲
学
者
」
に
な
る
ず
っ
と
前
に
、
「
立
憲
君
主
制
」
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

F
a
F

、。

ゃ
ん
？
V

「
人
倫
」
概
念
の
展
開
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
と
結
び
つ
く
以
前
に
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

『
法
の
哲
学
』
の
構
想
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
赴
く
以
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
「
国
家
」
論
の
形
成
に
か
ん
し
て
、
我
々
は
へ

l
ゲ
ル
哲
学
と
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
と
の
関
係
を
認
め
る
乙
と
が
で
き

な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
へ

1
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
を
正
当
化
す
る
た
め
に
自
分
の
「
国
家
」
論
を
形
成
し
た
の

我
々
は
ま
た
、

で
は
断
じ
て
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

『
法
の
哲
学
』
の
時
期
に
は
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
哲
学
者
」
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乙
れ
は
い

っ
た
い
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

〈
祖
師
）

へ
l
ゲ
ル
は
一
八
一
五
年
以
降
の
「
改
革
注
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
乙
の
「
国
家
」
の
う

ち
に
、
へ

l
ゲ
ル
は
自
分
の
哲
学
の
基
盤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
「
国
家
」
論
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、

「
国
家
」
の
様
々
な
形
態
（
青
年
時
代
の
「
共
和
国
」
、
イ
エ
ナ
期
の
「
人
倫
国
家
」
や
「
道
徳
性
国
家
」
な
ど
）
を
構
想
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
実
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
や
は
じ
め
て
、
ヘ

l
ゲ
ル
は
自
分
の
構
想
す
る
「
国
家
」
の
現
実
性
に
到

達
し
た
の
で
あ
る
。
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
「
国
家
」
は
ま
さ
し
く
現
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
へ

1
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
反
動
的
思
想
家
」
へ
と
転
向
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
れ

に
答
え
る
た
め
に
は
、
『
法
の
哲
学
』
の
主
題
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。



ニ

我
々
は
今
や
『
法
の
哲
学
』
そ
の
も
の
を
主
題
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
で

へ
l
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
の
序
文
に
お
い
て
言
っ
て
い
る
。

あ
ろ
う
か
。

「
本
書
の
全
体
と
そ
の
分
肢
の
形
成
展
開
は
論
理
的
な
精
神

に
基
づ
い
て
い
る
。
（
：
：
：
）
そ
れ
故
、
私
は
こ
の
側
面
か
ら
本
稿
が
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
る
と
と
を
望
み
た
い
。
」
（
初
句
F
ω
・
H
N
同・）

そ
れ
故
、
窪
の
哲
学
』
を
考
察
す
る
場
合
、
我
々
は
そ
の
論
理
を
何
よ
り
も
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
崎
。
し
か
も
、
乙
の
『
法

の
哲
学
』
の
論
理
は
、
「
立
憲
君
主
制
」
の
意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
、
何
よ
り
も
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
立
憲
君
主

制
」
は
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
か
ら
で
は
な
く
、
却
っ
て
外
的
要
因
〈
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
復
古
主
義
〉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
、

『法の哲学』の論理と立憲君主制

と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
通
念
の
批
判
を
我
々
は
め
ぎ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
乙
れ
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
今
日
ま
で
あ
ま
り
進
展
し
て
お
ら
ず
、
共
通
の
見
解

が
あ
る
わ
け
で
は
な
｛
刊
。
そ
れ
故
、
我
々
は
ま
ず
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
そ
の
も
の
を
劉
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
我

々
は
緒
論
由
巳

a
Z口
問
に
お
け
る
「
自
由
な
意
志
」
論
を
検
討
す
る
乙
と
に
し
よ
う
。

き
て
、
へ

1
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
の
対
象
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
哲
学
的
法
学
が
対
象
と
す
る
の
は
、
法
の
理
念
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
法
の
概
念
と
そ
の
実
現
で
あ
る
。
」
（
同
2
r
m
H）
で
は
、
「
法
の
概
念
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
・
自
由
な
意
志
」

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
法
の
体
系
」
は
「
自
由
な
意
志
」
の
実
現
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
自
由
な
意
志
」
の
理
解
と
そ
が
、
『
法
の

哲
学
』
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
我
々
は
「
，
自
由
な
意
志
」
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

へ
1
ゲ
ル
は
「
，
自
由
な
意
志
」
を
三
つ
の
契
機
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

、
川
「
意
志
は
純
粋
な
無
規
定
性
、
す
な
わ
ち
自
我
の
純
粋
な
自
己
内
反
省
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
を
含
む
。
乙
の
自
己
内
反
省
に
お
い
て

は
二
切
の
制
限
（
：
：
：
）
は
解
消
し
て
い
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
抽
象
、
す
な
わ
ち
骨
骨
骨
の
制
限
な
き
無
限
性
で
あ
る
。
」
（
同
一

3
・
m
h）
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「
同
様
に
、
自
我
は
区
別
な
き
無
規
定
性
か
ら
区
別
へ
の
移
行
で
あ
り
、
規
定
す
る
乙
と
へ
の
、
そ
し
て
あ
る
規
定
性
を
内
容
と
対

ra

、

象
と
し
て
措
定
す
る
乙
と
へ
の
移
行
で
あ
る
。
（
：
：
：
）
自
我
は
こ
の
よ
う
に
自
己
自
身
を
あ
る
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
措
定
す
る
乙

と
に
よ
っ
て
、
現
存
在
ロ
虫
色
ロ
一
般
へ
と
歩
み
入
る
。
｜
｜
乙
れ
は
自
我
の
有
限
性
、
つ
ま
り
特
殊
化
と
い
う
絶
対
的
な
契
機
で
あ

る。」（
mHvv・

け
「
意
志
は
こ
の
両
契
機
の
一
体
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
内
へ
と
反
省
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
性
へ
と
導
き
帰
さ
れ
た
特
殊

性
で
あ
る
。

1
1そ
れ
は
骨
砂
骨
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
自
我
が
自
己
を
自
己
自
身
の
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
規
定
さ
れ
た
も
の

と
し
て
措
定
し
な
が
ら
、
し
か
も
自
己
の
も
と
に
、
つ
ま
り
自
己
と
の
同
一
性
と
普
遍
性
の
内
に
留
ま
り
、
し
た
が
っ
て
規
定
に
お
い
て

m
u）

 

自
己
を
た
だ
自
己
自
身
と
の
み
連
結
す
る
と
い
う
、
自
我
の
自
己
規
定
で
あ
る
。
」
（
同
盟
γ

や吋）

そ
れ
で
は
、
「
自
由
な
意
志
」
の
三
契
機
を
我
々
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
乙
乙
で
直
ち
に
気
づ
く
こ
と
は
、
「
自
由
な

｛

mv 

意
志
」
が
「
概
念
」
の
諸
契
機
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
「
概
念
」
の
展
開
が

「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
で
は
、
各
々
の
契
機
は
何
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

り
が
「
普
遍
性
」
で
あ
る
の
は
、
「
自
由
な
意
志
」
が
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
を
捨
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
「
意
志
」
が
個
別
的
な

「
自
己
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
」
乙
と
を
意
味
す
る
。
と
す
れ
ば
、
「
普
遍
性
」
と
い
う
の
は
、
「
意
志
」
の
「
個
別
性
」
と

「
普
遍
性
」
と
の
直
接
的
な
一
体
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
個
別
的
な
意
志
」
は
一
切
の
規
定
性
を
捨
象
す
る
が
故
に
、
直
接
に
「
普

遍
的
な
意
志
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
の
は
、
「
自
由
な
意
志
」
が
規
定
性
を
措
定
す
る
が
故
に
、
「
特
殊
性
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
意
志
」
は
個
別
的

な
自
己
を
「
普
遍
的
な
も
の
」
と
対
立
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
乙
乙
で
は
「
意
志
」
の
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」

と
の
対
立
が
生
じ
て
い
る
。
「
個
別
的
な
意
志
」
は
規
定
性
を
措
定
す
る
が
故
に
、
「
普
遍
的
な
意
士
山
」
と
対
立
す
る
の
で
あ
る
。



と
す
れ
ば
、

U
の
「
個
別
性
」
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
自
由
な
意
志
」
は
規
定
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
規
定
さ
れ
る
乙
と
の
止

つ
ま
り
、
「
意
志
」
の
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
対
立
が
廃
棄
さ
れ
、
両
者
の
媒
介
さ
れ
た
一
体
性
が
確
立
す
る
の

揚
で
あ
る
。

で
あ
る
。

『法の哲学』の論理と立憲君主制

か
く
し
て
、
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
の
展
開
に
つ
い
て
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
自
由
な
意
志
」
は
「
個

別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
直
接
的
な
一
体
性
か
ら
出
立
し
て
、
両
者
の
対
立
・
分
裂
へ
と
移
行
し
、
最
後
に
両
者
の
媒
介
さ
れ
た
一
体

性
へ
と
還
帰
す
る
、
と
。
そ
れ
故
、
乙
の
展
開
は
自
己
へ
と
還
帰
す
る
円
環
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
こ
乙
で
展
開
さ
れ
た
「
自
由
な
意
志
」
の
展
開
は
、
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
、
「
自
由
な
意
志
」
の
展
開
が
『
論
理
学
』
の
「
絶
対
的
理
念
」
に
お
い
て
「
方
法
」
と
し
て
示
注
れ
て
い
る
も
の
と
対
応
す

る
、
と
い
う
ζ

と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
へ

l
ゲ
ル
は
、
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
と
い
う

｛

mv 

「
自
由
な
意
志
」
の
展
開
を
「
否
定
性
」
に
即
し
て
捉
え
直
し
、
「
個
別
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
乙
の
思
弁
の
最
内

奥
の
も
の
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
否
定
性
と
し
て
の
無
限
性
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
と
生
と
意
識
と
の
乙
の
究
極
の
源
泉
点
、

1
1
乙
れ
の

証
明
お
よ
び
も
っ
と
く
わ
し
い
解
明
は
純
粋
に
思
弁
的
な
哲
学
と
し
て
の
論
理
学
に
属
し
て
い
る
。
」
（
河
司
戸
仰
叶
）
そ
し
て
、
『
論
理
学
』

の
「
絶
対
的
理
念
」
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
考
察
さ
れ
た
否
定
性
は
概
念
の
運
動
の
転
換
点
を
な
す
。
こ
の
否
定
性
は
否
定

的
な
自
己
へ
の
関
係
の
単
一
な
一
点
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
、
す
な
わ
ち
生
命
的
な
自
己
運
動
と
精
神
的
な
自
己
運
動
と
の
最
内
奥
の
源

泉
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
真
な
る
も
の
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
持
ち
、
ま
た
真
な
る
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
真
で
あ
る
と
乙
ろ
の
弁
証

法
的
魂
で
あ
る
。
」
と
す
れ
ば
、
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
の
展
開
が
『
論
理
学
』
の
「
方
法
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
ろ
為
こ
の
「
方
法
」
に
か
ん
し
て
、
『
怯
の
哲
学
』
は
「
哲
学
的
論
理
学
か
ら
前
提
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
（
河

3
・

か
く
し
て
、
我
々
は
、
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
の
展
開
が
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
、
そ
れ
は
本
当
に
『
法
の
哲
学
』
を
導
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
次
に
、
内
容
に
即
し
て
考
察
す
る
乙
と
に
し
よ
う
。

七
九
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我
々
は
、
「
自
由
な
意
志
」
に
即
し
て
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
を
割
出
す
る
乙
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個

別
性
」
と
い
う
展
開
で
あ
り
、
論
理
学
的
な
「
方
法
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
オ
ッ
ト
マ

（お｝

ン
は
序
論
の
「
方
法
」
が
本
論
の
展
開
と
不
整
合
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
『
法
の
哲
学
』
の
読
み
は
完

全
に
失
敗
し
た
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
本
論
の
展
開
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
と
乙
で
、
①
全
体
の
展
開
（
「
抽
象
法
」
↓
「
道
徳
性
」
↓
「
人
倫
b
と
②
「
人
倫
」
内
部
の
展
開
（
「
家
族
」
↓
「
市
民
社
会
」
↓

「
国
家
」
）
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
乙
れ
は
へ

l
ゲ
ル
自
身
の
意
向
に
従
っ
て
い
持
。

① 

「
抽
象
法
」
↓
「
道
徳
性
」
↓
「
人
倫
」

－
三
版
）

さ
て
、
我
々
は
全
体
の
展
開
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
れ
に
つ
い
て
、
へ

1
ゲ
ル
は
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

l
』
（
第
二

｛お）

の
「
客
観
的
精
神
」
論
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
区
分
を
提
示
し
て
い
る
。

「
自
由
な
意
志
は
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。

A 

自
由
な
意
志
は
そ
れ
自
身
ま
ず
直
接
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
個
別
的
意
志
と
し
て
寄
在
す
る
、
す
な
わ
ち
人
格
で
あ
る
。

人
格
が
自
分
の
自
由
に
対
し
て
与
え
る
現
帯
在
は
所
有
で
あ
る
。
法
そ
の
も
の
は
形
式
的
抽
象
的
な
法
で
あ
る
。

自
由
な
意
志
は
自
己
内
へ
と
反
省
し
、
そ
の
結
果
自
分
の
現
寄
在
を
自
己
の
内
部
に
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
特
殊

な
官
立
停
ロ
】
骨
意
志
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
が
道
徳
性
で
あ
る
。

自
由
な
意
志
は
、
主
観
に
お
い
て
自
分
の
概
念
に
適
合
し
て
い
る
現
実
態
と
し
て
の
実
体
的
意
志
で
あ
り
、
必
然
性
の
総
体
と
し

て
の
実
体
的
意
志
で
あ
る
。
こ
れ
が
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
に
お
け
る
人
倫
で
あ
る
よ

B C 



乙
の
区
分
か
ら
考
え
る
と
、
『
法
の
哲
学
』
は
、
「
個
別
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
普
遍
性
」
と
い
う
展
開
を
と
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、

「
抽
象
法
」
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
が
近
代
の
「
私
法
い
で
あ
り
、
乙
れ
に
対
し
て
「
人
倫
」
が
社
会
的
な
「
制
度
」
を
主
題
と
す
る
、
と

（拘）

い
う
と
と
か
ら
ま
す
ま
す
そ
の
観
が
深
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
乙
れ
は
明
ら
か
に
「
概
念
」
の
論
理
的

な
展
開
と
一
致
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
乙
の
展
開
を
と
る
か
ぎ
り
、
『
法
の
哲
学
』
は
近
代
自
然
法
思
想
と
根
本
的
に
変
わ
ら
な
い
だ

ろ
党
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
「
抽
象
法
」
、
「
道
徳
性
」
、
「
人
倫
」
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
第
二
仏
、
「
抽
象
法
」
に
つ
い
て
、
「
自
由
な
意
志
は
（
：
：
：
）
個
別
的
意
志
と
し
て
存
在
す
る
、
す
な
わ
ち
人
格
で
あ
る
」
と
言

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
れ
は
「
個
別
性
」
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

『法の哲学』の論理と立憲君主制

「
抽
象
法
」
に
お
い
て
「
個
別
的
な
意
志
」
が
語
ら
れ
る
の
は
、
「
自
由
な
意
志
」
が
「
直
接
性
」
に
お
い
て
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
「
直
接
性
」
は
「
自
己
へ
の
関
係
」
で
あ
崎
、
し
か
も
「
自
己
へ
の
関
係
」
は
「
個
別
性
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
は
「
他
者
へ
の
関
係
」
の
否
定
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
の
捨
象
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
自
己
へ
の
関
係
」

は
「
個
別
性
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
普
遍
性
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
よ
う
な
「
自
由
な
意
志
」
が
「
人
格
」
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
へ

i
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
「
人
格
性
が
始
ま
る
の
は
、
主
体
が
自
己
意
識
一
般
を
、
具
体
的
な
も
の
と
し
て

の
自
己
、
何
ら
か
の
仕
方
で
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
己
、
に
つ
い
て
持
っ
と
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
制
限

や
妥
当
性
が
否
定
会
れ
通
用
し
な
い
と
乙
ろ
の
、
完
全
に
抽
象
的
な
自
我
と
し
て
の
自
己
に
つ
い
て
、
主
体
が
自
己
意
識
を
持
っ
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
は
じ
め
て
人
格
性
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
」
〈
何
回
出
・

申

ω切
）

と
す
れ
ば
、
「
抽
象
法
」
は
「
自
由
な
意
志
」
の
第
一
の
契
機
「
普
遍
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
抽
象
法
」
で
は
、

「
意
志
」
の
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
直
接
的
な
一
体
性
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
第
二
に
、
「
道
徳
性
」
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
道
徳
性
」
が
「
自
由
な
意
志
」
の
第
二
の
契
機
「
特
殊
性
」
で
あ

る
乙
と
は
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
故
「
道
徳
性
」
は
「
特
殊
性
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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「
抽
象
法
」
に
お
け
る
「
人
格
」
に
対
応
す
る
も
の
は
、
「
道
徳
性
」
で
は
「
主
観

ωロ
Z
o
E」
で
あ
る
。

（仰）

在
す
る
意
志
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
対
白
的
に
寄
在
す
る
意
志
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
道
徳
性
」
で
は
、
「
意
志
」
の
「
個
別
性
」
と
「
普

遍
性
」
と
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、
乙
乙
で
は
「
普
遍
的
な
も
の
は
、
一
つ
に
は
内
な
る
も
の
と
し

て
善
で
あ
り
、
一
つ
に
は
外
な
る
も
の
と
し
て
現
害
す
る
世
界
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
、

は
、
「
善
」
と
「
現
寄
す
る
世
界
」
と
に
対
立
し
て
い
る
の
で
均
一
。
。

「
主
観
」
は
「
即
自
的
に
存

「
主
観
的
な
個
別
性
と
し
て
規
定
さ
れ
た
意
志
」

「
人
倫
」
は
「
自
由
な
意
志
」
の
第
三
の
契
機
「
個
別
性
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

倫
」
を
「
精
神
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

mr
と
い
う
の
も
、

と
す
れ
ば
、

へl
ゲ
ル
が
「
人

「
精
神
は
個
別
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
と

〈偲
V

「
精
神
」
は
「
現
実
的
な
も
の
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
現
実
的
な
も
の
は
、
特
殊
性

｛判｝

を
通
し
て
自
己
を
普
遍
性
へ
と
高
め
、
自
己
を
自
己
と
同
一
に
す
る
と
乙
ろ
の
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
」

の
一
体
性
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
よ
う
に
、
「
人
倫
」
は
「
個
別
性
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
道
徳
性
」
に
お
け
る
対
立
が
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
善
」

が
「
自
己
意
識
の
本
性
に
な
る
」
と
同
時
に
、
「
外
的
な
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
」
わ
け
で
あ
一
明

か
く
し
て
、
「
抽
象
法
」
↓
「
道
徳
性
」
↓
「
人
倫
」
の
展
開
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
概
念
」
の
諸
契
機
（
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別

性
」
）
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
八
一
七
年
の
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ

乙
の
乙
と
は
、

ー
』
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
チ
ク
ロ
ベ
デ
ィ

l
』
に
よ
れ
ば
、
「
抽
象
法
」
↓
「
道
徳
性
」
↓
「
人
倫
」
の
展
開
は
「
概
念
」
↓
「
判
断
」
↓
「
推

論
」
で
丸
山
問
。
と
こ
ろ
が
、
「
概
念
」
、
「
判
断
」
、
「
推
論
」
は
論
理
学
的
に
は
「
概
念
」
の
諸
契
機
K
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
概
念
」

は
「
普
遍
性
」
に
、
「
判
断
」
は
「
特
殊
性
」
に
、
「
推
論
」
は
「
個
別
性
」
に
対
応
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
概
念
」
↓
「
判
断
」
↓

「
推
論
」
は
端
的
に
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
人
倫
」
内
部
の
展
開
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
や
は
り
「
概
念
」
の
諸
契
機
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。



「
人
倫
」
の
展
開

リ
l
デ
ル
は
「
『
法
の
哲
学
』
が
『
論
理
学
』
の
弁
証
法
的
方
法
を
土
台
に
し
て
い
る
」
と
主
張
し
、

の
哲
学
』
の
い
た
る
と
乙
ろ
で
『
論
理
学
』
の
概
念
論
の
区
分
を
前
提
し
て
い
る
」
と
強
調
し
て

hud。
と
と
ろ
が
、
「
人
倫
」
の
展
開

に
関
し
て
、
リ
l
デ
ル
は
「
概
念
」
論
の
順
序
を
全
く
転
倒
さ
せ
持
。
す
な
わ
ち
、
「
個
別
性
」
（
「
家
族
」
）
↓
「
特
殊
性
」
（
「
市
民
社
会
）
」
↓

「
普
遍
性
（
「
国
家
」
）
と
い
う
具
合
に
。
し
か
し
、
乙
れ
は
奇
妙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
リ
l
デ
ル
の
転
倒
に
は
何
か
根
拠

＠ 

と
り
わ
け
「
へ

l
ゲ
ル
が
『
法

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
「
家
族
」
↓
「
市
民
社
会
」
↓
「
国
家
」
の
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
へ

l
ゲ
ル
は
「
人
倫
」
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

「
人
倫
的
実
体
は
同
様
に
次
の
よ
う
に
な
る
。

a
自
然
的
な
精
神
｜
｜
家
族

b

そ
の
分
裂
と
現
象
に
お
い
て
｜
｜
！
市
民
社
会

C

特
殊
的
な
意
志
の
自
由
な
自
立
性
に
お
い
て
あ
り
な
が
ら
同
様
に
普
遍
的
で
客
観
的
な
自
由
と
し
て
、
国
家
。
」
角
2
f

点
筆
者
）

明

ωω
傍

『法の哲学Jの論理と立憲君主制

こ
こ
で
「
同
様
に
」
と
い
う
の
は
、
全
体
の
展
開
（
「
抽
象
法
」
↓
「
道
徳
性
」
↓
「
人
倫
」
）
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
乙
と
を
表
現
し
て
い

る
。
と
す
れ
ば
、
「
人
倫
」
の
展
開
は
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
、
「
家
族
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
家
族
は
、
精
神
の
直
接
的
な
実
体
性
で
あ
る
か
ら
、
精
神
の
感
じ
ら
れ
る
一
体
性
、

す
な
わ
ち
愛
を
そ
の
規
定
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
の
心
的
態
度
の

g
Eロ
g
m
は
精
神
の
個
体
性
の
自
己
意
識
を
、

即
自
か
つ
対
自
的
に
寄
在
す
る
本
質
態
と
し
て
の
こ
の
一
体
性
に
お
い
て
持
つ
乙
と
で
あ
る
。
」
（
河
沼
岡
・
由
民
∞
）
乙
乙
で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「
家
族
」
で
は
「
意
志
」
の
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
直
接
的
な
一
体
性
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

族
」
は
「
概
念
」
の
第
一
の
契
機
「
普
遍
性
」
で
あ
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
、
「
家

/¥ 
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へ
l
ゲ
ル
は
「
家
族
か
ら
市
民
社
会
へ
の
移
行
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

な
か
で
は
、
｜
｜
こ
の
理
念
が
ま
だ
そ
の
概
念
に
お
い
で
あ
る
た
め
に
｜
｜
結
び
つ
け
ら
れ
た
諸
契
機
〔
個
別
性
と
普
遍
性
〕
が
、
概
念

か
ら
解
き
放
た
れ
て
自
立
的
な
実
在
性
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｜
｜
乙
れ
が
差
異
の
段
階
で
あ
る
。
」
（
同
盟
γ
m
H自
）
か
く
し
て

「
市
民
社
会
」
が
成
立
す
る
。

「
人
倫
的
理
念
と
し
て
の
家
族
の
一
体
性
の

そ
れ
故
第
二
に
、
「
市
民
社
会
」
に
お
い
て
「
個
別
性
」
な
い
し
「
特
丸
山
出
」
と
「
普
遍
性
」
と
が
対
立
す
る
。
「
特
殊
的
人
格
と
し
て

自
分
が
自
分
に
と
っ
て
目
的
で
あ
る
と
乙
ろ
の
具
体
的
人
格
が
、
諸
欲
求
の
全
体
と
し
て
、
ま
た
自
然
必
然
性
と
怒
意
と
の
混
合
物
と
し

て
、
市
民
社
会
の
一
つ
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
特
殊
的
人
格
は
、
本
質
的
に
他
人
の
乙
の
よ
う
な
特
殊
性
と
関
係
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
ど
の
特
殊
的
人
格
も
、
他
の
特
殊
的
人
格
を
通
じ
て
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
端
的
に
普
遍
性
の
形
式
と
い
う
も
う
一
方
の

原
理
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
だ
け
、
己
れ
を
貫
徹
し
満
足
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
」
（
白
戸
町
民
N
）
こ
の
よ
う
に
、
「
特
殊
性
」

と
「
普
遍
性
」
は
「
反
省
関
係
」
の
内
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
人
倫
的
な
同
一
性
」
に
は
到
達
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
市
民
社
会
」
が
「
概
念
」
の
第
二
の
契
機
「
特
殊
性
」
で
あ
る
乙
と
は
確
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。

「
国
家
」
は
「
概
念
」
の
第
三
の
契
機
「
個
別
性
」
を
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
へ

l
ゲ
ル
は

次
の
命
題
で
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
「
国
家
は
人
倫
的
理
念
の
現
実
性
で
あ
る
。
」
（

m
E
r
曲
目
吋
）
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
現
実
性
」

と
い
う
の
は
「
概
念
」
に
お
け
る
「
個
別
性
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
国
家
」
に
お
い
て
、
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の

一
体
性
が
再
建
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
一
体
性
を
へ

l
ゲ
ル
は
「
理
性
的
」
と
昭
ん
で
い
匂
「
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
と

と
は
、
抽
象
的
に
考
察
す
る
と
、
一
般
に
普
遍
性
と
個
別
性
と
が
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
一
体
性
を
な
し
て
い
る
乙
と
で
あ
る
？
乙
れ
を

国
家
に
即
し
て
具
体
的
に
言
え
ば
、
内
容
の
上
で
は
、
客
観
的
自
由
す
な
わ
ち
普
遍
的
実
体
的
意
志
と
主
観
的
自
由
す
な
わ
ち
個
人
的
な

知
・
特
殊
的
目
的
を
求
め
る
個
人
的
な
意
志
と
の
一
体
性
で
あ
り
、
｜
｜
そ
れ
故
形
式
の
上
で
は
、
思
惟
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な

法
律
や
原
則
に
よ
っ
て
自
己
を
規
定
す
る
行
為
で
あ
る
。
」
（
同
NEM－
m
M
m
g

と
す
れ
ば
、
第
三
に
、



か
く
し
て
、
我
々
は
「
人
倫
」
の
展
開
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
乙
と
が
で
き
る
。
「
人
倫
」
は
「
概
念
」
の
諸
契
機
に
即
し
て
展

開
さ
れ
、
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
と
い
う
形
を
と
る
。
「
家
族
」
に
お
け
る
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
直
接
的
な
一

体
性
は
、
「
市
民
社
会
」
に
お
い
て
分
裂
す
る
が
、
最
後
に
「
国
家
」
に
お
い
て
再
建
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
緒
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
論
理
、
す
な
わ
ち
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
の
展
開
が

実
際
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
乙
の
と
と
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
が
で
き
た
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、

主
制
」
の
意
味
も
こ
の
論
理
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
立
憲
君

（四）

『法の哲学』の論理と立憲君主制

我
々
の
課
題
は
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
立
憲
君
主
制
」
の
意
味
を
解
明
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
『
法
の
哲

学
』
を
導
い
て
い
る
論
理
を
射
出
し
た
。
で
は
、
こ
の
論
理
か
ら
我
々
は
「
立
憲
君
主
制
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
「
立
憲
君
主
制
」
は
こ
の
論
理
の
破
綻
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
勾
炉
。

（
「
圏
内
法
」
↓
「
国
際
法
」
↓
「
世
界
史
」
）

K
区
分
さ
れ
る
が
、
「
立
憲
君
主
制
」
は
「
圏
内
法
」
の
「
I

そ
れ
自
身
と
し
て
の
圏
内
体
制
」
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
は
乙
の
「
圏
内
体
制
」
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
て
、
「
国
家
」
は
再
び
三
つ

ま
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
「
圏
内
体
制
」
が
「
概
念
」
の
諸
契
機
に
し
た
が
っ
て
区
分
さ
れ
る
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
「
体
制
が
理

性
的
で
あ
る
の
は
、
国
家
が
己
れ
の
活
動
を
概
念
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
自
己
の
内
で
区
別
し
規
定
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

（河
MVF
臨
時
N
）
そ
れ
故
、
「
区
別
さ
れ
た
諸
権
力
の
絶
対
的
な
根
源
を
含
む
も
の
は
、
（
：
：
：
）
概
念
の
そ
れ
自
身
に
お
け
る
自
己
規
定

だ
け
で
あ
り
、
た
だ
こ
の
た
め
に
の
み
国
家
組
織
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
理
性
的
な
も
の
と
し
て
、
永
遠
の
理
性
の
似
姿
と
し
て
寄
在

乙
れ
ら
諸
権
力

す
る
。
」

O
V
E
・
）
そ
し
て
へ

l
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
い
か
に
し
て
概
念
が
、

ま
た
具
体
的
に
は
理
念
が
、

/¥ 
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そ
の
も
の
に
お
い
て
自
己
を
規
定
し
、
同
時
に
抽
象
的
に
は
普
遍
性
、
特
殊
性
、
個
別
性
と
い
う
そ
れ
ら
の
諸
契
機
を
措
定
す
る
か
は
、

論
理
学
か
ら
（
：
：
：
）
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
S
E・
）
こ
う
し
て
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
「
概
念
」
の
諸
契
機
に
し
た
が
っ
て

次
の
よ
う
な
権
力
区
分
を
提
示
す
る
。

「
政
治
的
国
家
は
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
な
実
体
的
区
別
項
へ
と
自
己
を
分
割
す
る
。

a
普
遍
的
な
も
の
を
規
定
し
確
定
す
る
権
力
｜
｜
立
法
権

b

特
殊
的
な
領
域
と
個
別
的
な
出
来
事
を
普
遍
な
も
の
の
も
と
へ
包
摂
す
る
こ
と
｜
｜
統
治
権

c

最
終
的
な
意
志
決
定
と
し
て
の
主
体
性
｜
｜
君
主
権
」
（
申
勾
ω）

乙
の
権
力
区
分
は
、
実
は
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
「
君
主
権
」
が
「
概
念
」
の
第
三
の
契
機
「
個
別

性
」
に
対
応
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
に
叙
述
す
る
段
に
な
る
と
、
へ

l
ゲ
ル
は
「
君
主
権
」
か
ら
出
発
し
、
「
統
治
権
」
を
経

て
、
「
立
法
権
」
へ
と
到
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
鳩

一
八
一
九
年
以
降
の
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
反
動
化
の
影
響
を
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
自
ら
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
講
義
筆
記
録
を
見
る
か
ぎ
り
、
む
し
ろ
こ
の
考
え
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
ゆ
政
治
的
状
況
の
変
化
に
か
か
わ
り
な
く
、
へ

l
ゲ
ル
は
一
貫
し
て
「
君
主
権
」
か
ら
叙
述
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ

に
へ

l
ゲ
ル
の
根
本
的
な
意
向
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
何
故
へ

l
ゲ
ル
は
「
概
念
」
に
よ
る
権
力
区
分
と
は
異
な
っ

て
、
乙
と
さ
ら
「
君
主
権
」
か
ら
論
述
を
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
、

へ
l
ゲ
ル
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
君
主
権
に
お
い
て
区
別
さ
れ
た
諸
権
力
は
個
体
的
一
体
性
へ
と
総
括
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
君

主
権
は
、
全
体
す
な
わ
ち
立
憲
君
主
制
の
頂
点
で
あ
り
起
点
で
あ
る
よ
〈

mEM・
即
時
ω）
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
権
力
は
「
君
主
権
へ
と

還
帰
し
、
君
主
権
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
説
明
に
よ
っ
て
、
「
君
主
権
」
か
ら
叙
述
を
始
め
る
乙
と
が
理

「
概
念
」
の
第
三
の
契
機
「
個
別
性
」
は
一
般
に
す
べ
て
が

由
づ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
否
で
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、



「
そ
乙
へ
と
還
帰
し
、
そ
乙
か
ら
始
ま
る
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
拘
P

始
ま
る
と
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

と
乙
ろ
が
、
他
の
所
で
は
決
し
て
「
個
別
性
」
か
ら
叙
述
が

一
般
と
い
う
と
と
で
は
何
の
説
明
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
我

々
は
「
君
主
権
」
に
固
有
の
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
「
君
主
権
」
の
具
体
的
な
叙
述
を
検
討
す
る
乙

「
個
別
性
」

と
に
し
よ
う
。

へ
l
ゲ
ル
は
「
君
主
権
」
の
叙
述
を
「
国
家
主
権

ωoロ
g品
昆
S
と
か
ら
始
め
る
。

（
：
：
：
）
自
立
的
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、

『法の哲学』の論理と立憲君主制

「
国
家
の
も
ろ
も
ろ
の
特
殊
な
職
務
と
権
力
が

そ
れ
ら
の
単
一
の
自
己
と
し
て
の
国
家
の
一
体
性
の
う
ち
に
究
極
の
根
底
を
も
っ
て
い
る

と
れ
が
国
家
の
主
権
を
な
す
。
」
（
司
F
吻
N
詰
〉
乙
れ
を
へ

l
ゲ
ル
は
「
観
念
論
」
と
時
ぴ
、
「
概
念
」
の
「
個
別
性
」

で
あ
る
乙
と
を
力
説
す
る
。
「
乙
の
観
念
論
は
、
意
志
の
抽
象
的
な
概
念
に
お
い
て
自
己
自
身
に
関
係
す
る
否
定
性
と
し
て
、
し
た
が
っ

て
個
別
性
へ
と
自
己
を
規
定
す
る
普
遍
性
と
し
て
現
わ
れ
た
の
と
同
じ
原
理
で
あ
る
よ
（

m
E
F
吻
時

g

次
に
、
「
国
家
主
権
」
は
「
主
体
性

ωgvwwaist－
「
人
格
性
」
へ
と
展
開
す
る
。
「
最
初
は
乙
の
観
念
性
と
い
う
普
遍
的
な
思
想

に
す
ぎ
な
い
主
権
が
実
帯
す
る
O
乱
闘
昨
日

0
2ロ
の
は
、
た
だ
自
己
自
身
を
確
信
し
て
い
る
主
体
性
と
し
て
だ
け
で
あ
り
、
意
志
の
抽
象
的

な
、
そ
の
か
ぎ
り
で
無
根
拠
な
自
己
規
定
と
し
て
だ
け
で
あ
る
。
決
定
の
最
後
の
断
を
下
す
の
は
、
乙
の
自
己
規
定
の
う
ち
に
あ
る
の
で

あ
る
。
と
れ
が
国
家
の
個
体
的
な
も
の
そ
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
そ
れ
自
身
、
乙
の
と
と
に
お
い
て
の
み
一
者
で
あ
る
。
」
（
河
司
F
申
当
S

こ
う
し
て
、
「
国
家
」
の
「
主
体
性
」
な
い
し
「
人
格
性
」
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
乙
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
「
概
念
」
の
「
個
別
性
」
が
「
自
己
意
識
（
自
我
ど
と
し
て
実
容
す
る
か
ら
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
『
論
理
学
』
の
「
概
念

論
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
自
身
で
自
由
な
実
奪
回
也
白
神
宮
N

に
ま
で
達
し
た
か
ぎ
り
で
の
概
念
と
は
、
自
我
す

な
わ
ち
、
純
粋
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
」
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」
と
の
一
体
性
が
、
「
自
我
の
本
性
を
な
す
と
同
様
に
概
念
の
本
性
を
な

《隠》

し
て
い
る
こ
実
際
、
へ

l
ゲ
ル
は
一
八
一
九
年
の
講
義
に
お
い
て
、
明
確
に
語
っ
て
い
る
。
「
君
主
権
の
概
念
の
第
二
の
契
機
は
、
主
権

で
あ
る
同
一
性
が
主
体
性
と
し
て
現
実
的
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
主
体
性
は
最
高
の
仕
方
で
は
自
我
と
し
て
の
み
実
存
す
持
。
」

と
い
う
乙
と
、
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あ
る
い
は
、

一
八
二
二
年
の
講
義
で
は
次
の
よ
う
に
言
明
主
れ
て
い
る
。

「
乙
の
主
体
性
、

乙
の
自
我
、
意
志
の
こ
の
無
根
拠
性
は
、
純

（
閉
山
）

粋
な
自
己
規
定
で
あ
る
。
乙
乙
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
も
の
は
た
だ
観
念
的
な
も
の
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
」

こ
の
よ
う
に
「
国
家
主
権
」
か
ら
「
主
体
性
」
へ
の
展
開
を
示
し
た
後
で
、
へ

1
ゲ
ル
は
さ
ら
に
、
「
主
体
」
・
「
人
格
」
へ
と
論
を
進
め

る
。
「
主
体
性
は
真
実
に
は
た
だ
主
体
と
し
て
の
み
寄
在
し
、
人
格
性
は
た
だ
人
格
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
（
：
：
：
）
そ
れ
故
、
絶
対
的

に
決
定
す
る
と
と
ろ
の
乙
の
契
機
は
、
個
体
性
一
般
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
個
体
、
す
な
わ
ち
君
主
で
あ
る
。
」
（
河
冨
y
m
N
3）
し
か
し
、

「
主
体
性
」
が
「
主
体
」
と
し
て
の
み
寄
在
す
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

「
主
体
性
」
は
「
概
念
」
の
「
個
別
性
」
で
あ
り
、
「
自
己
自
身
に
関
係
す
る
否
定
性
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
は

直
接
的
な
存
在
を
定
義
弘
加
。
ま
た
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
は
「
対
自
存
在
」
で
あ
り
、
乙
れ
が
ご
者
」
で
あ
る
乙
と
は
『
論
理
学
』

で
示
注
れ
て

h
d。
か
く
し
て
、
「
主
体
性
」
は
「
主
体
」
と
し
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
「
君
主
と
し
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
よ
（

EMF－

m
N吋
mw）

「
自
己
へ
の
関
係
」
H
「
直
接
的
な
寄
在
」
と
い
う
乙
と
か
ら
、
へ

l
ゲ
ル
は
最
後
に
「
世
襲
君
主
制
」
を
論
証
す
る
。
「
国
家
意
志
の
こ

の
究
極
の
自
己
は
、
乙
の
よ
う
に
抽
象
さ
れ
る
と
単
一
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
直
接
的
な
個
別
性
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
概
念
そ
の

も
の
の
う
ち
に
は
自
然
性
と
い
う
規
定
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
君
主
は
本
質
的
に
は
、
一
切
の
他
の
内
容
を
捨
象
し
た
乙
の
個
人
と

し
て
寄
在
し
、
そ
し
て
乙
の
個
人
は
、
直
接
的
自
然
的
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
自
然
的
出
生
に
よ
っ
て
、
君
主
の
位
に
即
く
よ
う
に
定
め

ら
れ
て
い
る
。
」
（
何
回
MF
仰

N
∞。）

一
見
し
た
と
乙
ろ
乙
の
証
明
は
怒
意
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ら
、
寄
在
の
直
接
性
へ
の
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
自
然
性
へ
の
、
乙
の
移
行
は
、
純
粋
に
思
弁
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
の
認
識
は
論
理
的
哲
学
に
属
す
る
。
」
（
何
回
VF
抑
留
。
）
実
際
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
が
「
存
在
の
直
接
性
」
で
あ
る
と
と
は
、
『
論
理

学
』
の
基
本
的
な
調
察
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
く
し
て
は
『
論
理
学
』
が
全
く
叙
述
さ
れ
な
い
の
で
あ
（
問
。

へ
l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

「
純
粋
な
自
己
規
定
の
概
念
か



怠
て
、
そ
れ
で
は
何
故
へ

l
ゲ
ル
は
「
君
主
権
」
か
ら
叙
述
を
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
概
念
」
に
よ
る
権
力
区
分
で
は
最
後
の
・
も
の

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
君
主
権
」
を
最
初
に
論
じ
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、

「
君
主
の
無
制
限
な
絶
対
権
力
」
を
擁
護
す
る
た
め
だ
ろ
う
慢
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ぼ
、
乙
ζ

で
へ

l
ゲ
ル
の
論
理
は
完
全
に
破
綻
し

て
い
る
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
が
「
君
主
権
」
を
最
初
に
論
じ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
演
縛
さ
れ
た
も
の
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
君
主
の
概
念
は
演
縛

き
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
端
的
に
自
己
か
ら
始
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
」
（
何
回
出
・

ω
N
a）
す
な
わ
ち
、
「
君

主
権
」
は
そ
れ
に
先
立
つ
い
か
な
る
根
拠
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
君
主
の
無
制
限
な
絶
対
権
力
」
の
た
め
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
ヘ

l
ゲ
ル
は
「
君
主
」
を
二
重
の
意
味
で
「
無
根
拠
」
と
捉
え
る
。
一
方
は
「
内
的
直
接
性
」
で
あ
り
、
「
意
志
の
最

終
の
無
根
拠
な
自
己
」
で
あ
る
。
他
方
は
「
外
的
直
接
性
」
で
あ
り
、
「
自
然
に
委
ね
ら
れ
た
規
定
と
し
て
の
、
無
根
拠
な
実
容
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
君
主
権
」
が
「
直
接
性
（
無
媒
介
性
）
」
へ
と
究
極
す
る
と
い
う
と
と
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
君
主
権
」
か
ら
叙
述
を

始
め
る
所
以
で
あ
る
。
乙
乙
に
は
、
「
君
主
」
の
絶
対
化
は
い
さ
さ
か
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
君
主
」
は
根
拠
も
な
く
直
接
的
に
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

『法の哲学』の論理と立憲君主制

以
上
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
君
主
権
」
の
議
論
は
決
し
て
論
理
の
破
綻
を
示
し
て
は
い
な
い
。
ヘ

l
ゲ
ル
は
「
君
主
」
の
「
直

接
性
」
を
、
「
概
念
」
の
「
個
別
性
」
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
「
直
接
性
」
を
強
調
す
る
た
め
に
へ

1
ゲ
ル
は
一
寸
君

主
権
」
か
ら
始
め
た
の
で
あ
っ
て
、
概
念
枠
そ
の
も
の
（
「
普
遍
性
」
↓
「
特
殊
性
」
↓
「
個
別
性
」
）
の
変
更
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

玄
制
。

一
般
に
「
君
主
権
」
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
「
君
主
権
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
否
定
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

「
立
憲
制
」
乙
そ
自
由
な
－
－
も
の
で
あ
っ
て
、
「
君
主
権
」
は
む
し
ろ
反
動
的
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
故
、
「
君
主
権
」
は
、
出
来
る
な
ら
ば
無

く
し
て
し
ま
い
た
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
君
主
権
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
積
極
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
乙
ろ
で
、

/¥ 
九
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0 

そ
れ
は
否
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
は
「
古
代
国
家
」
を
「
君
主
国
家
」
か
ら
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
（
古
代
国
家
で
は
可
決
定
は
人
間
的
自

由
の
外
に
（
：
：
：
）
根
ざ
し
て
い
た
。
｜
｜
乙
乙
に
神
託
や
ダ
イ
モ

l
ン
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
）
か
ら
、
ま
た
動
物
の
内
臓
や
鳥
の

餌
あ
さ
り
と
飛
ぴ
方
等
か
ら
、
国
家
の
重
大
事
と
重
大
時
機
に
対
す
る
最
終
決
定
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
要
求
が
生
ま
れ
る
根
源
が
あ

る
。
｜
｜
決
定
が
こ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
は
、
人
聞
が
、
ま
だ
自
己
意
識
の
深
さ
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
実
体
的
一
体
性
の
堅
牢
性
か

ら
と
の
対
自
脊
在
に
到
達
し
て
い
な
い
た
め
に
、
決
定
を
人
間
寄
在
の
内
側
に
見
る
強
さ
を
ま
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

〈電
v
m
M芯
）
乙
れ
に
対
し
て
、
「
君
主
国
家
」
で
は
、
国
家
成
員
が
「
自
己
意
識
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
最
終
決
定
も
ま
た
「
自

己
意
識
（
君
主
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
乙
の
場
合
に
の
み
、
国
家
の
一
体
性
は
成
立
す
る
と
と
が
で
き
る
。
と
い
う
・
の
も
、
へ

l
ゲ

ル
の
根
本
的
な
洞
察
で
は
、
「
自
己
意
識
」
と
「
自
己
意
識
」
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
和
解
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
《
却
。

乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「
立
憲
君
主
制
」
は
決
し
て
反
動
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
乙
と
が
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し

ろ
、
歴
史
の
展
開
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
歴
史
へ
と
遡
っ
て
、

え
直
す
と
と
に
し
よ
う
。

「
立
憲
君
主
制
」
の
意
味
を
も
う
一
度
考

（五）

『
法
の
哲
学
』
の
へ

l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
セ
イ
ン
国
家
の
反
動
的
思
組
家
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
哲
学
者
」
で

あ
る
の
か
。
｜
｜
乙
れ
が
我
々
の
聞
い
で
あ
っ
た
。
乙
れ
に
答
え
る
た
め
に
、
我
々
は
『
法
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
立
憲
君
主
制
」
の
意

味
を
解
明
し
た
。
乙
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
次
の
と
と
を
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
立
憲
君
主
制
」
は
『
法
の
哲
学
』
の
論
理
か
ら
導

か
れ
て
お
り
、
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
君
主
制
」
は
そ
れ
自

体
決
し
て
「
反
動
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
由
な
「
自
己
意
識
」
を
原
理
と
す
る
進
歩
的
な
も
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
「
立



憲
君
主
制
」
を
歴
史
の
最
も
発
展
し
た
形
態
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
我
々
は
最
初
の
聞
い
に
ど
う
答
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
我
々
は
、
乙
の
聞
い
が
そ
乙
か
ら
生
じ
る
起
源
へ
と
遡
行
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
解
答
を
見
出
し
た
い
と
思
う
。

乙
の
聞
い
が
生
じ
る
起
源
は
哲
学
と
時
代
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
ろ
う
。
へ

i
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

る
も
の
を
概
念
的
に
把
握
す
る
乙
と
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
寄
在
す
る
も
の
は
理
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
に
か

ん
し
て
言
え
ば
、
だ
れ
で
も
元
来
時
代
の
子
で
あ
る
。
哲
学
も
ま
た
、
思
想
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
そ
の
時
代
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
哲

学
が
そ
の
現
在
の
世
界
を
越
え
出
る
の
だ
と
思
う
の
は
、
あ
る
個
人
が
そ
の
時
代
を
跳
ぴ
越
し
、
ロ
ド
ス
島
も
跳
ぴ
越
え
て
外
へ
出
る
の

さ
て
、

「
穿
在
す

だ
と
妄
想
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
愚
か
で
あ
る
。
」
（
何
回
M
F
ω
－

N
S
で
は
、
へ

l
ゲ
ル
の
「
時
代
」
と
い
う
の
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
と
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
全
く
相
異
な
る
へ

l
ゲ
ル
像
が
出
来
上
る
。
そ
れ
故
、
何
よ
り
も
ζ

の
「
時
代
」
を

正
確
に
理
解
す
る
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
『
法
の
哲
学
』
の
最
後
の
節
「
世
界
史
」
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

『法の哲学』の論理と立憲君主制

へ
l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

A

臼
v

分
か
れ
る
。
そ
し
て
、
へ

l
ゲ
ル
の
「
時
代
」
は
「
ゲ
ル
マ
ン
的
治
世
」
の
完
成
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

ン
的
治
世
」
の
展
開
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
「
ゲ
ル
マ

「
世
界
史
」
は
四
つ
の
「
治
世

河内
W

山
岳
」
（
東
洋
的
｜
｜
ギ
リ
シ
ア
的
｜
｜
ロ

l
マ
的

l
lゲ
ル
マ
ン
的
〉
に

ま
ず
、

「
ゲ
ル
マ
ン
的
治
世
」
が
開
始
さ
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
「
ロ

l
マ
的
治
世
」
か
ら

の
移
行
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
「
自
己
の
内
へ
と
押
し
返
さ
れ
た
精
神
は
、
自
己
自
身
と
自
己
の
世
界
と
の
と
の
よ
う
な
喪
失
と
、

乙
の
喪
失
の
無
限
の
苦
痛
か
ら
、
（
：
：
：
）
自
己
の
絶
対
的
な
否
定
性
の
極
、
す
な
わ
ち
即
自
か
つ
対
自
的
に
存
在
す
る
転
換
点
に
お
い

て
、
乙
の
自
分
の
内
な
る
も
の
の
無
限
の
肯
定
性
を
把
握
す
る
。
そ
れ
は
神
的
本
性
と
人
間
的
本
性
と
の
一
体
性
の
原
理
で
あ
り
、
自
己

意
識
と
主
観
性
の
内
部
に
現
わ
れ
た
客
観
的
真
理
と
自
由
と
の
和
解
と
し
て
の
和
解
で
あ
る
。
乙
の
和
解
を
完
成
す
る
乙
と
が
ゲ
ル
マ
ン

諸
民
族
の
北
方
的
原
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
」
〈
河
司
F
申

8
8
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
「
神
と
世
界
（
人
間
〉
と
の
和
解
」

九
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が
啓
示
さ
れ
、
と
と
か
ら
新
た
な
歴
史
が
始
ま
る
の
で
あ
持
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
神
と
世
界
と
の
和
解
」
は
彼
岸
に
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
世
界
そ
れ
自
身
の
内
で
は
未
だ
実
現
怠
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
故
、
「
知
性
の
国
」
と
「
世
俗
の
国
」
と
の
対
立
が
必
然
的
に
生
じ
る
。
乙
の
対
立
が
中
世
を
支
麗
し
、
つ
い
に
は
「
絶

n白
v

対
的
対
立
」
へ
と
到
る
の
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
高
次
の
精
神
的
な
も
の
が
教
会
に
座
を
も
ち
、
国
家
は
暴
力
や
懇
意
や
激
情
の
世
俗
的

な
支
配
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
教
会
と
国
家
と
の
抽
象
的
な
対
立
が
現
実
の
主
要
原
理
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
野
蛮
な
時
代
と
状
態
と
が
歴
史

的
に
害
在
し
て
い
た
。
」
（
同
NEM・
由
問
。
）

と
う
し
た
対
立
が
解
消
ぢ
れ
る
の
は
、
「
宗
教
改
革
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
は
教
養
の
怖
る
べ
き
訓
練
を
耐
え
た

av 

の
で
あ
り
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
真
理
と
現
実
性
と
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
よ
神
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
と
の

和
解
が
辺
郡
教
改
革
」
に
お
い
て
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
和
解
は
直
接
的
に
現
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
世

俗
的
な
も
の
そ
の
も
の
の
内
で
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
神
と
世
界
と
の
和
解
は
最
初
は
ま
だ
抽
象
的
な
形
式
の
内
に
あ
っ

《
岬
町
｝

て
、
人
倫
的
な
世
界
の
体
系
に
ま
で
は
展
開
し
て
い
な
か
っ
た
。
」
そ
れ
故
、
「
宗
教
改
革
か
ら
わ
れ
わ
れ
ま
で
の
時
代
」
の
課
題
と
な
る

の
は
、
ヨ
示
教
改
革
」
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
神
と
世
界
と
の
和
解
」
を
、
世
界
そ
の
も
の
の
内
で
実
現
す
る
と
と
で
あ
る
。
で

は
、
そ
の
実
現
は
ど
の
よ
う
に
遂
行
怠
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
実
現
の
基
本
的
な
方
向
は
、
「
自
由
な
精
神
」
を
原
理
と
し
て
統
一
的
な
国
家
を
形
成
す
る
乙
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

2
m教

改
革
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
の
回
復
で
あ
り
、
「
自
己
意
識
」
な
い
し
「
主
観
性
」
を
原
理
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
思
想
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
ど
ん
な
も
の
で
も
心
意
の

g
Eロロロ
m
に
お
い
て
承
認
し
ま
い
と
す
る
乙
と
、
乙
れ
は
一
つ
の
偉
大
な
我

意
思
想
宮
町
田
口
、
人
聞
の
名
誉
を
な
す
我
意
で
あ
る
。
｜
｜
そ
し
て
と
の
我
意
は
近
代
の
特
徴
で
あ
り
、
元
来
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム

の
固
有
の
原
理
で
あ
る
よ
（
同
市
町
・

ω－
N
3
そ
し
て
、
と
の
原
理
院
基
づ
い
て
国
家
を
形
成
す
る
場
合
、
具
体
的
に
は
二
つ
の
道
が
考
え

一
つ
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
の
道
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
」
の
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
す
ベ

ら
れ
て
い
る
。



き
で
あ
る
の
は
、

ζ

の
両
者
が
全
く
同
一
の
原
理
〈
「
自
由
な
意
志
」
〉
に
基
づ
い
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。

『法の哲学』の論理と立憲君主制

確
か
に
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
は
「
自
由
な
意
志
」
に
基
づ
い
て
国
家
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
。
「
乙
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
た
め
の
思
想

の
原
理
が
見
出
さ
れ
た
。
〈
：
：
：
）
意
志
の
自
由
の
原
理
が
現
脊
の
法
に
対
立
し
て
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
：
：
：
）
法
の
思
組
、

法
の
概
念
が
突
然
勢
力
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
乙
れ
に
対
し
て
不
正
の
古
い
機
構
は
な
ん
の
抵
抗
も
で
き
な
か
っ
た
。
法
の
思
想
に
お
い

て
今
や
憲
法
が
獲
得
さ
れ
、
今
後
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
乙
の
基
礎
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
（
：
：
：
）
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
は
じ
め
て
、

ヌ

l
ス
が
世
界
を
支
配
す
る
と
語
っ
た
が
、
人
聞
は
今
や
は
じ
め
て
、
思
想
が
精
神
的
現
実
を
支
配
す
べ
き
だ
と
い
う
認
識
に
到
達
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
乙
れ
は
す
ば
ら
し
い
日
の
出
で
あ
っ
た
。
思
惟
す
る
も
の
は
す
べ
て
と
の
新
紀
元
国
宮
島
ゆ
を
共
に
担
っ
た
。
崇

高
な
感
激
が
と
の
時
代
に
お
い
て
支
配
し
、
精
神
の
熱
狂
は
、
神
的
な
も
の
と
世
界
と
の
現
実
的
な
和
解
に
今
は
じ
め
て
到
達
し
た
か
の

よ
う
に
、
世
界
を
震
警
・
0

せ
た
の
で
あ
ふ
W
U
ζ

乙
で
我
々
は
、
「
神
的
な
も
の
と
世
界
と
の
現
実
的
な
和
解
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
へ

l
ゲ
ル
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
を
「
宗
教
改
革
」
以
後
の
展
開
の
内
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

た
め
に
却
っ
て
、
へ

l
ゲ
ル
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
の
道
を
選
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
に
先
立
っ

て
弓
示
教
改
革
」
が
遂
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
良
心
を
解
放
し
な
い
で
法
と
自
由
と
の
束
縛
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
と

【伺｝

と
、
宗
教
改
革
な
し
に
革
命
が
あ
り
得
る
と
す
る
と
と
、
そ
の
こ
と
は
誤
っ
た
原
理
で
あ
る
。
」

へ
l
ゲ
ル
が
選
抗
し
た
の
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
」
の
道
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
原
理
を
世
俗
の
面
か
ら
捉
え
」
、

2
m教
改
革
」
に
お
け
る
即
自
的
な
和
解
を
現
実
世
界
に
お
い
て
実
現
す
る
か
ら

で
あ
る
。
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
」
は
具
体
的
に
は
「
立
憲
君
主
国
家
」
の
形
成
で
あ
る
。
へ

1
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
封
建
的
諸
義
務
は
廃
棄
さ
れ
、
所
有
と
人
格
と
の
自
由
の
諸
原
理
が
根
本
諸
原
理
と
さ
れ
た
。
い
か
な

る
市
民
も
官
職
に
就
く
と
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
は
技
能
と
有
能
と
が
条
件
で
あ
る
。
統
治
は
宮
僚
機
構
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
、
君
主
の
人
格
的
な
決
定
が
頂
点
に
位
置
す
る
。
と
い
う
の
も
、
最
終
決
定
は
絶
対
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
国
家
の

乙
れ
に
対
し
て
、

「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
は

九



九
四

確
固
と
し
た
法
律
と
整
然
と
し
た
組
織
の
も
と
で
は
、
君
主
の
独
裁
的
決
定
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
実
体
的
な
も
の
に
か
ん
し
て

【拘｝

は
重
要
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
」

言
う
ま
で
も
な
く
、

乙
乙
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
さ
て
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
我
々
は
「
世
界
史
」
に
つ
い
て
一
応
理
解
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
思
う
。
で
は
、
乙
の
考
察
か
ら
我
々

は
何
を
語
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

へ
1
ゲ
ル
の
根
本
的
な
態
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
啓
示
さ
れ
た
「
神
と
世
界
と
の
和
解
」
を
、
乙
の
世
界
そ
の
も
の
の
内
に
実

現
す
る
乙
と
で
あ
る
。
「
神
の
国
」
を
「
地
上
の
国
」
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
、
乙
れ
が
「
ゲ
ル
マ
ン
的
治
世
」
の
内
的
な
動
向
で
あ
る
。

そ
の
実
現
の
基
礎
が
「
宗
教
改
革
」
に
よ
っ
て
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
礎
に
立
っ
て
「
国
家
」
を
形
成
す
る
乙
と
が
、

へ
l
ゲ
ル
の
「
時
代
」
の
任
務
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
へ

l
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
書
い
た
の
で
あ
る
。
「
ル

タ

l
が
信
何
と
し
て
感
情
と
精
神
の
証
と
に
お
い
て
始
め
た
も
の
、
そ
れ
は
、
さ
ら
に
成
熟
し
た
精
神
が
概
念
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と

レ
、
そ
う
し
た
現
在
に
お
い
て
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
中
に
自
己
を
見
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
も
の
と
同
一

の
も
の
で
あ
る
。
中
途
半
端
な
哲
学
は
神
か
ら
遠
ざ
か
る
が
（
：
：
：
）
、
真
の
哲
学
は
神
へ
と
導
く
、
と
い
う
と
と
は
有
名
な
言
葉
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
国
家
に
か
ん
し
て
も
同
じ
乙
と
で
あ
る
。
」
（
河
司
F
ω
・N
3

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。
不
十
分
で
あ
る
の
は
、

へ
l
ゲ
ル
を
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
哲
学
者
」
と
し
て
理
解
す
る
乙
と
は
、
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
ミ
ス
リ
ー

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
の
原
理
が
根
本
的
に
は
「
宗
教
改
革
」
の
内
に
そ
の
基
礎
を
も
つ
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
ミ
ス
リ
l
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
の
は
、

へ
l
ゲ
ル
が
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
の
道
を
決
し
て
選
訳
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る。
と
す
れ
ば
、

ヘ
l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
反
動
的
思
想
家
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

「
神
的
な
も
の
と
世
界
と
の
現
実
的
な
和
解
」
を
見
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国

家
」
の
内
に
、

ヘ
l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
哲
学



者
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、

「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
が
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
と
全
く
同
）
の
原
理
に
立
つ
、
と
い
う
点
が
注
意

へ
l
ゲ
ル
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
反
動
的
思
想
家
」
で
は
決
し
て
な
い
。
（
も
っ
と
も
、
「
フ
ラ

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、

ン
ス
革
命
」
の
原
理
を
「
反
動
的
」
と
考
え
る
と
す
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
が
。
）

か
く
し
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
哲
学
者
」
か
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
反
動
的
思
想
家
」
か
、
と
い
う
聞
い
は
、
そ
も
そ
も
問
題
設
定
自

体
が
誤
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
乙
の
聞
い
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
（
進
歩
的
）

t
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
（
反
動
的
）
と
い

う
対
立
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
、
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
対
立
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
実

現
で
き
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
を
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
の
反
動
に
対
し
て
、

ゲ
ル
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
を
評
価
す
る
の
は
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
の
原
理
の
実
現
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

面
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
現
存
し
て
い
る
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
実
際
、
『
法
の
哲
学
』
と
現
存
す
る
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
と
の
聞
に
、
重
要
な
差
異
が
あ
る
乙
と
は

E
・
ヴ
ァ
イ
ル
に
よ

っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
凡
却
。

乙
乙
か
ら
、

へ
l
ゲ
ル
が
い
か
な
る
態
度
を
と
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

"" 

「
反
動
的
」
な

『法の哲学』の論理と立憲君主制

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
「
神
と
世
界
と
の
和
解
」
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
」
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
ゲ
ル
マ
ン
的
治
世
」
の
完
成
で
あ
り
、

へ
l
ゲ
ル
は
、

一
つ
の
歴
史
が
終
わ
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
乙
の
歴
史
的

視
野
の
も
と
で
、

へ
l
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

（六）

我
々
は
最
後
に
、
『
法
の
哲
学
』
を
『
精
神
の
現
象
学
』
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
直
す
乙
と
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
『
精
神
の
現
象

学
』
か
ら
『
法
の
哲
学
』
へ
の
展
開
が
、
一
般
に
「
自
由
主
義
」
か
ら
「
復
古
主
義
」
へ
の
立
場
の
変
更
と
表
象
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ

九
五



九
六

る
。
乙
の
表
象
を
批
判
的
に
検
討
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
主
張
を
確
認
し
た
い
と
思
う
。

一
見
し
た
と
乙
ろ
、
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
法
の
哲
学
』
と
の
立
場
は
、
全
く
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
『
精
神
の
現
象

学
』
で
は
「
人
倫
」
よ
り
も
「
道
徳
性
」
が
上
位
に
置
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
法
の
哲
学
』
で
は
「
人
倫
」
は
「
道
徳
性
」
の
上
位
に
来

る
。
『
精
神
の
現
象
学
』
で
は
現
在
す
る
「
国
家
」
の
記
述
が
欠
落
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
法
の
哲
学
』
で
は
「
国
家
」
は
現
在
す
る

も
の
と
し
て
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
我
々
は
『
精
神
の
現
象
学
』
か
ら
『
法
の
哲
学
』
へ
の
展
開
を
ま
さ
し
く
立
場
の
変

更
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

Aηv 

我
々
は
『
精
神
の
現
象
学
』
の
根
本
的
な
構
造
を
確
認
す
る
乙
と
か
ら
始
め
よ
う
。
『
精
神
の
現
象
学
』
の
課

題
は
意
識
と
対
象
と
の
対
立
を
解
消
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
絶
対
知
」
へ
と
導
入
す
る
ζ

と
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
へ

l
ゲ
ル
は
、
意
識

と
対
象
と
の
対
立
が
自
己
意
識
相
互
の
「
承
認
」
と
し
て
解
消
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
「
一
つ
の
自
己
意
識
に
対
し
て
一
つ
の
自
己

意
識
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
己
意
識
は
実
際
に
存
在
す
る
。
と
い
う
の
も
、
乙
乙
で
は
じ
め
て
、
自
己
意
識
に
対

（乃）

し
て
自
己
の
他
在
に
お
け
る
自
己
自
身
の
統
一
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
そ
れ
故
、
自
己
意
識
相
互
の
「
承
認
」
が
成
立
す
る
と
き
、

ま
さ
し
く
「
絶
対
知
」
が
到
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
乙
の
「
承
認
」
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
己
意
識
相
互
の
「
承
認
」
は
即
自
的
に
は
こ
つ
の
場
所
で
成
立
す
る
。

へ
l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

一
方
で
は
ギ
リ
シ
ア
の
「
人
倫
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
他
方

で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
和
解
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
「
承
認
」
は
両
者
で
は
意
識
に
と
っ
て
か
岳
骨
に
自
覚
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
乙
で
、
乙
の
即
自
的
な
「
承
認
」
を
対
由
化
す
る
た
め
に
、
現
実
的
な
歴
史
が
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
歴
史
の
完

成
と
し
て
、
「
道
徳
性
」
の
最
後
の
形
態
「
良
心
の
相
互
承
認
」
が
位
置
す
る
。
そ
れ
故
、
「
良
心
の
相
互
承
認
」
は
ギ
リ
シ
ア
の
「
人
倫
」

の
自
覚
で
あ
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
和
解
」
の
自
覚
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
良
心
の
相
互
承
認
」
が
成
立
す
る
と
と
に
よ
っ

て
、
意
識
と
対
象
と
の
対
立
が
解
消
さ
れ
、
「
絶
対
知
」
が
到
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
「
良
心
の
相
互
承
認
」
の
具
体
的
な
展
開
を
な
す
乙
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な



〉
コ
P

・O

－
刃
一
大

一
つ
の
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

へ
1
ゲ
ル
は
そ
れ
を
提
示
し
て
い
な

で
は
「
道
徳
性
国
家
」
が
構
砲
さ
れ
て
い
科
伊
、

「
良
心
の
相
互
承
認
」
に
よ
っ
て
、

同
時
期
に
執
筆
ぢ
れ
た
「
イ
エ
ナ
精
神
哲
学
』
（

Hgu＼

G
）

『
精
神
の

い
の
で
あ
る
。

現
象
学
』
で
は
い
か
な
る
「
国
家
」
を
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、

へ
1
ゲ
ル
は
「
国
家
」
を
現
在
す
る
も

の
と
し
て
見
出
す
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

乙
の
「
国
家
」
を
現
在
す
る
も
の
と
し
て
展
開
し
た
の
が
『
法
の
哲
学
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
精
神
の
現
象
学
』
の
「
良
心
の
相

互
承
認
」
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
た
地
平
に
基
づ
い
て
、
『
法
の
哲
学
』
は
「
国
家
」
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
展
開
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
「
良
心
の
相
互
承
認
」
は
『
法
の
哲
学
』
で
は
「
道
徳
性
」
に
入
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
反
論
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
故
、
「
良
心
の
相
互
承
認
」
が
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
ど
乙
に
位
置
す
る
の
か
、
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

『法の哲学』の論理と立憲君主制

「
良
心
」
は
『
法
の
哲
学
』
で
は
「
道
徳
性
」
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
乙
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
へ

i
ゲ
ル
は
「
道
徳
性
」
に
お
け
る
「
良
心
」
と
区
別
し
て
、
人
倫
的
な
「
真
の
良
心
」
を
考
え
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
本
書
で
人
倫
の
立
場
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
道
徳
の
立
場
で
は
、
た
だ
形
式
的
な
良
心
だ
け
が
属
し
て
い
る
。

形
式
的
な
良
心
を
真
の
良
心
か
ら
区
別
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
（
：
：
：
）
。
乙
の
真
の
良
心
は
、
次
の
部
で
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
人
倫

的
心
意
の

g
宮
ロ
ロ
回
拘
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
」
（
同
盟
F
m
E
3
乙
こ
で
語
ら
れ
る
「
真
の
良
心
」
に
対
応
し
て
い
る
の
が
、
『
精

神
の
現
象
学
』
に
お
け
る
「
良
心
の
相
互
承
認
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
『
法
の
哲
学
』
の
「
道
徳
性
」
に
お
け
る
「
良
心
」
の

叙
述
は
、
「
良
心
の
相
互
承
認
」
の
前
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
「
道
徳
性
」
の
最
後
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
「
良
心
の
相
互
承
認
」
は
、
『
法
の
哲
学
』
で
は
「
人
倫
」
へ
と
移
き
れ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、

る。

「
真
の
良
心
」
は
「
人
倫
的
心
意
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
国
家
」
の
一
体
性
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ

「
国
家
は
習
俗
に
お
い
て
直
接
的
な
現
存
を
持
ち
、
個
別
者
の
自
己
意
識
、
彼
の
知
と
活
動
に
お
い
て
媒
介
S
れ
た
現
存
を
持
っ
て

へ
l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

九
七



九
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い
る
が
、
他
方
、
個
別
者
の
自
己
意
識
も
ま
た
、
心
意
を
通
じ
て
彼
の
実
体
的
自
由
を
、
彼
の
本
質
で
あ
る
と
と
も
に
彼
の
活
動
の
目
的

と
所
産
で
あ
る
と
乙
ろ
の
国
家
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
。
」
（
河
E
r
m
自
3
と
す
れ
ば
、
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
国
家
」
は
「
良
心

の
相
互
承
認
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
、
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
『
法
の
哲
学
』
の
「
国
家
」
は
「
良
心
の
相
互
承
認
」
と
全
く
同
一
の
意
義
を
持
っ
て
い
前
ω

第
一
に
、
「
国
家
」
は
ギ
リ
シ
ア

の
「
人
倫
」
の
自
覚
的
な
形
態
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
「
人
倫
」
で
は
「
自
己
意
識
」
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
国

家
」
は
ま
さ
し
く
そ
の
自
覚
的
な
一
体
性
な
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
が
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
「
人
倫
」
を
「
道
徳
性
」
の
上
位
に
置

く
と
き
、
「
人
倫
」
は
ギ
リ
シ
ア
の
「
人
倫
」
の
再
建
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
国
家
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
和
解
を
現

実
的
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
和
解
は
彼
岸
に
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
世
界
の
内
で
は
現
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

「
国
家
」
は
ま
さ
し
く
乙
の
和
解
の
現
実
態
な
の
で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
が
「
国
家
」
を
「
神
」
と
結
び
つ
け
る
場
合
、
乙
の
文
脈
で
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
我
々
は
『
精
神
の
現
象
学
』
か
ら
『
法
の
哲
学
』
へ
の
展
開
を
、
立
場
の
変
更
と
し
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
発
展
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
い
て
一
つ
の
端
緒
が
拓
か
れ
、
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
そ
れ
が
十
全
に
展

開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
「
反
動
的
な
復
古
主
義
」
に
直
面
し
て
、
へ

l
ゲ
ル
が
突
然
立
場
を
変
更
し
『
法

そ
れ
は
根
本
的
な
誤
解
な
の
で
あ
る
。

の
哲
学
』
を
執
筆
し
た
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、

註（1
）
の
・
4
『・司・同四問。－

H

の
E
E－E
g
a
R
Eロ
0
8－E
m
a
m
m
同
o
n
v
g
o
a
R
Z
Sロ吋円四
n
E
g
a
g
s
g
d『2
8
5
n
g片
山
旨
の
吉
田
。
．

江田師。・
H

∞N
H
・
本
稿
で
は
、

ωロ
『
岳
曲
目
匂
版
（
4
『
R
Z
E
N
d『曲目
N－阿国曲目
a
g・回。・

3
を
使
用
す
る
。
引
用
の
際
、
原
則
と
し
て
S
番
号

で
示
す
が
、
そ
れ
以
外
は
ペ
ー
ジ
数
で
表
す
。

（2
）
へ
l
ゲ
ル
を
「
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
反
動
的
思
組
家
」
と
捉
え
る
の
は
、

ハ
イ
ム
か
ら
始
ま
り
、
一
般
に
定
着
し
た
見
解
で
あ
る
。
ハ
イ
ム
の
解
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一0
0

（
臼
）
の
・

4『
・
司
・
出
叩
問
冊
目
日
司
R
Z
E
N
d
s自
由
阿
国
智
弘
冊
目
・
国
島
－

H・
ω－
N
O
叶・

（M
）
「
今
日
に
お
け
る
国
家
の
規
模
の
大
き
さ
か
ら
し
て
は
、
お
の
お
の
の
自
由
民
が
普
遍
的
な
国
事
に
つ
い
て
の
評
議
と
決
定
と
に
参
加
す
べ
き
だ

と
い
う
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
と
な
り
、
国
家
権
力
は
統
治
と
し
て
の
執
行
の
た
め
に
も
、
ま
た
乙
れ
に
関
す
る
決
議
の
た
め
に

も
、
ひ
と
つ
の
中
心
点
に
集
中
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
」
（
豆
町
〈
幅
広
忠
臣
回
開

u
g
g
n
v－
se－民
gl旨
S
－
E
u
d『
叩
再
刊

首

Nd『
胆
ロ
区
間
切

mg品
。
ロ
・
凶
仏
・
同
・

ω－
Aq也子）

（
臼
）
「
世
襲
君
主
制
」
と
「
代
議
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
の
次
の
箇
所
を
参
照
。
調
。
円
宮

E
N
d『
吉
岡
山
阿
国
首
a
g－
国
弘
・
？

ω・
AF

∞0

．m
N
A
F岡
崎
・

（
時
）
「
近
代
国
家
」
が
「
君
主
制
」
の
形
態
を
と
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
『
イ
エ
ナ
精
神
哲
学
』

2
8処
罰
）
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

の・

4『
・
司
・
出
荷
巳
い
の
O
B
B自
己
Hmd『角田内
m－
国
島
・
∞
・

ω・
8
N
F

（
げ
）
リ
l
デ
ル
は
、
「
実
践
哲
学
」
の
展
開
と
し
て
、
我
々
と
ほ
ぼ
同
一
の
区
分
を
示
し
て
い
る
。
〈
M
U
－

g
－
H
N
広
島
冊
目
日
。
σ〕岳民
40円。冊目師同

ロロ向日切同
1

回－
a－帥ロ聞回目司宮口
O曲。日
ME0・〕戸由∞∞・阿回目

ω－ZH品目叩ロ

N口
出
伺
問
。
－
白
河
由
n
r
z目MVロ
O凹
OMME？

（
路
）
一
八
O
一
l
一八
O
四
年
頃
。

（
四
）
の
・

4『
・
司
・
出
荷
各
項
R
E
E
N
4唱
曲
目
町
四
回
帥
昆
冊
目
－

E
－
N
・
ω・
8
串・

（
却
）
芯
広
・

ω・問。印・

（
包
）
〈

mu－－
w・出回一司
HHHU
出
品
悦
冊
目
ロ
ロ
角
田
凹
町
山
口
叩

N
O
F
H∞勾・

ω－
H由民・

（
盟
）
〈
何
回
・
の
・
4
『
・
明
・
出
荷
巴
口
の
個
師
同
g
B叩－

s
d『
R
W叩
・
回
a・∞・

ω－
N
g
R・

（
お
）
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
期
の
『
哲
学
予
備
学
』
で
は
、
「
人
倫
」
概
念
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
。

（
但
）
〈
m－
－
の
・

4『
・
円
国
高
巾
四
日
開
一
ロ
ミ
巴
o
Z
2
0
骨
円
害
即
日
o
g
z
z
n
F
8
4
5
8
8曲
ロ
甘
え
窓
口
町
自
の
一
E
E号
凹
0・
H∞ロ・

ω陣
5
5
n
z

4
『
R
W
0・
E
－∞・

ω－
N

自
1
8
0
・

（
お
）
一
八
一
七
年
の
講
義
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ン
ネ
マ
ン
の
筆
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
我
々
は
二
種
類
の
編
集
版
を
見
る
と
と
が
で
き
る
。

の・

4『
・
同
町
・
居
間
冊
目
日
目
叩

E
ロ
o
g
z－o
a
m
m
M
g
n
F
F
r
a－
4
8
関
・
出
・
宮
山
口
問
・

HSω
・
（
自
主
：
の
0
5）・

の・

4『
・
司
・
出
品
開
戸
川
〈
O己
申
由
民
話
g
S
R
沼
田

Z
R
o
n
Z
E
a
曽
g
同富山
g
B
R
E
E－
固
有
色
〈
O円】冊目白回開
g
－
E
・
同
－

VHm・
8
ロ

4『
・
切

B
a
a
B
E
g－
H由∞
ω・
（
司
mEM
冨

aHHR）

（
お
）
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
は
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
等
の
改
革
に
よ
っ
て
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
最
も
進
歩

的
な
国
家
で
あ
っ
た
。
〈
岡
田
・
切
・

d
『冊目四日間叩間四－

2
H
A里
丘
・
居
間
0
・同
M

・
S
・



『法の哲学』の論理と立憲君主制

（
幻
）
『
法
の
哲
学
』
の
「
論
理
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
『
法
の
哲
学
』
研
究
の
基
本
的
な
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
論
文
集
の
内
に
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
出
。
同
一
色
白
宮
岡
山
】
o
g－vFM叩
色
巾
白
河
骨
n
v
a－
u
－m
J
2
0
0己
申
骨
円
同
叩
円
伊
丹
師
向
。
円
百
四
ロ
ロ
ロ
品
目
F
S
F
O同
F
F
F吋岡・

40回

U
・
国
自
民
nv
ロ－

m・
司
・
問
。
吋
白
神
昌
吉
田
・
忌
∞
N
・
と
の
論
文
集
の
第
二
部
は
、
「
法
の
哲
学
の
論
理
」
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
お
）
註
（
幻
）
で
言
及
さ
れ
た
論
文
集
で
も
、
一
致
し
た
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
却
）
「
自
由
な
意
志
」
が
「
概
念
」
の
諸
契
機
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
根
拠
は
、
「
自
我
」
が
「
実
存
に
ま
で
達
し
た
概
念
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
伺
？
の
・

4『
・
司
・
出
荷
伺
戸
川

4
3
8
0
5
n
y阻止

a
a
F
O岡山
F
回・

4『
叩
円
宮
山
口

N堤
富
岡
山
m
g
E
E－
E
－
m・
ω・
M
g－

（
却
）
「
普
遍
性
」
は
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
の
否
定
で
あ
る
が
故
に
「
否
定
性
」
で
あ
る
。
「
特
殊
性
」
は
最
初
の
「
抽
象
的
な
普
遍
性
」
を
否
定
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
規
定
性
（
あ
ら
ゆ
る
規
定
は
否
定
で
あ
る
）
を
措
定
す
る
が
故
に
「
否
定
性
」
で
あ
る
。
「
個
別
性
」
は
両
者
の
一
体
性
で
あ
り
、

「
否
定
性
の
自
己
（
否
定
性
）
自
身
へ
の
関
係
」
で
あ
る
。
〈
MU
・何回
V
F
・
申
日
l
吋・

（
担
）
の
・

4『
・
司
・
国
高
o
T
4
3
8
8
R
F阻
止
血
R
F
O岡
野
・
同
・

4『
R
Z
E
N
3
5日
間
窓
口
ι
E・
E
－∞・

ω・
田
宮
・

（
担
）
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
法
の
哲
学
』
の
「
方
法
」
は
、
「
哲
学
的
論
理
学
か
ら
前
提
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
o

（
〈
包
・
同
E
r
m
N・）

（
お
）
〈
伺
】
・
閃
・
出
・
巴
江
口
問
日
宮
市

ω可
ロ
宮
口
『
向
日
母
国
叩
岡
弘
明
n
v
g
何冊
nFZHM注目
o
g
M》｝回目叩・忌己－

H
R
冨但門申立国－山市出

Nロ
同
市
岡
市
町
岡
市
円
伊
丹
田
・

同》｝回目－
o
g
u
E
O
N－
ω・
3
・
K
F
ロ
ヨ
・
ち
・

同・

0
立
呂
田
ロ
ロ
日
出
mm己田口町四

F
O岡山田内ロロ向日岡市
n
E
Z－ME－－
omO同vvz・
5
∞
N・
同
ロ
一
回
冊
目
刷
m
Z
H
M
E－B
D喝｝回目白色。白河叩円｝呂田・

ω・
ω∞ぼ・

た
だ
し
、
両
者
に
お
い
て
、
「
方
法
」
の
理
解
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
は
い
な
い
し
、
我
々
の
見
解
と
も
異
伝
っ
て
い
る
。

（
川
品
）
〈
同
日
・
何
回
MF・
明
白
・
我
々
は
「
抽
象
法
」
と
「
道
徳
性
」
の
内
部
に
お
い
て
も
、
同
様
の
展
開
を
読
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
ィ
ル

テ
ィ
ン
グ
が
言
う
よ
う
な
「
不
整
ム
己
は
見
出
せ
な
い
、
と
思
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
論
じ
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

（
お
）
の
・

4『
・
戸
出
荷
刊
行
何
日
芸
－
o
z
a帽
色
申
『
事
ロ
o
g
z
u
n
F
8
4
5曲師
g
国各国内同冊目－

g
ω
0・
4『
叩
再
三
ロ

Nd『S
N－m
E邑
B
・
E
－
H0・

ω・ωca
．

（
部
）
そ
れ
故
、
次
の
よ
う
な
「
自
由
主
義
的
」
な
解
釈
が
生
じ
る
。
「
へ

l
ゲ
ル
の
『
法
の
哲
学
』
は
、
し
ば
し
ば
そ
れ
に
帰
さ
れ
る
よ
う
な
、
集
合

主
義
的
性
格
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
出
発
点
に
お
い
て
個
人
主
義
的
で
あ
る
。
法
は
個
人
の
自
己
実
現
な
の
で
あ
る
。
」
百
－

F
S品
gu

出
品
開
。
－
田
切
開
問
ユ
ロ
向
古
田
肉
色
白
帥
〈
R
R曲間的円。
n
z・同也吋
ω－

uu
冨
己
申
立
曲
目
－
g
Nロ
国
内
向
色
白
河
叩
n伊丹曲目】｝岡山－
o
g
u
F
U
N－
ω・
ロ
∞
・

金
子
武
蔵
氏
の
批
判
が
乙
れ
で
あ
る
。
『
へ

1
ゲ
ル
の
国
家
観
』
（
一
九
四
四
）
一
二
六
一
頁
以
下
参
照
。

「
直
接
性
」
が
「
自
己
へ
の
関
係
」
で
あ
る
乙
と
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
へ

l
ゲ
ル
『
論
理
学
』
に
お
け
る
「
反
省
」
の
構
造
」
（
九
州
大
学
文
学

（幻）
（犯）

。



。

部
編
集
哲
学
年
報
第
四
十
五
輯
所
収
）
参
照
。
ま
た
、
本
稿
伺
に
お
い
て
「
君
主
」
の
「
直
接
性
」
が
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。

（
却
）
「
自
己
へ
の
関
係
」
は
「
自
己
と
の
同
一
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
普
遍
性
」
を
定
義
す
る
。
ま
た
、
「
自
己
へ
の
関
係
」
は
他
者
を
排
斥
す
る

こ
と
で
あ
り
、
「
個
別
性
」
を
な
し
て
い
る
。
以
上
と
同
様
の
議
論
を
、
へ

l
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ル
は
、
『
論
理
学
』
に
お
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て
「
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す
る
概
念
と
し
て
の
自

我
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ω
S巳・

5
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ω－
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（
必
）
「
普
遍
性
」
と
対
立
す
る
か
ぎ
り
で
の
「
個
別
性
」
が
「
特
殊
性
」
で
あ
る
。

（
印
）
「
理
性
的
」
と
は
、
論
理
学
的
に
言
え
ば
、
「
推
論
的
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
「
個
別
性
」
を
表
現
し
て
い
る
。
〈
包
・
の
・
当
・
明
・

思
想
r
E
N耳
目
。
喝
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目
。
宕
『
事
ロ
ロ
帥

o
z
z
n
F
g
d
S曲師
g
R
V阻止
g
－
H
∞
ω0・
4『
R
W
O
U
N
d『
S
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宮
島
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－
E
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8
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（
日
）
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
「
立
憲
君
主
制
」
の
議
論
が
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
〈
包
・
同
・
出
・
巴
巴
ロ
聞
い
盟
申

ω可
ロ
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ロ
吋
島
常

国
司
間
色
白

nHHmwロ】同
on伊丹回目》宮山】
O問。匂宮山帽・
H
也
吋
同
・
同
ロ
日
富
由
同

2
s
z
oロ
Nロ
国
叩
向
。
】
的
知
市
nvgHMEZgMUFEON－
ω・
8
ほ・

（
臼
）
「
乙
と
で
へ

l
ゲ
ル
は
、
彼
の

M
w

弁
証
法
的
H
H

叙
述
の
内
部
で
は
理
解
し
え
な
い
例
外
を
あ
え
て
な
し
て
い
る
。
へ

l
ゲ
ル
は
そ
の
分
肢
を
実
際

に
遂
行
す
る
際
に
、
順
序
を
転
倒
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
法
的
ジ
ン
：
ァ
l
ぜ
か
ら
出
発
し
、
ア
ン
チ
・
テ
i
ゼ
と
テ
i
ゼ
が
そ
れ
に
続
く
の

で
あ
る
。
へ

l
ゲ
ル
の
体
系
に
お
け
る
乙
の
唯
一
の
矛
盾
に
は
、
君
主
権
に
与
え
ら
れ
て
い
る
優
越
性
が
対
応
す
る
o
」
（
関
・
出
－

H
Eロ
明
。
芯



Struktur der Hegelschen Rechtsphilosophie. 
1971. 

In: 
Materialien z

u
 Hegels Rechtsphilosophie 2. 

S. 
69.) 

（岱）
Vgl. 

G. W
.
F
.
 Hegel: 

Vorlesungen
首
ber

Rechtsphilosophie. 
hrsg. 

v
o
n
 K
.
 H
.
 
Ilting. 

Bd. 
I. 

S. 
331-337. 

G. W
.
F
.
 Hegel: 

Vorlesungen uber Naturrecht u
n
d
 Staatswissenschaft. 

hrsg. 
v
o
n
 W
.
 Bonsiepen. 

usw. S. 
200-

246. 
G. W

.
F
.
 
Hegel: 

Philosophie des Rechts. 
hrsg. 

v
o
n
 D. 

Henrich. 
S. 

238-278. 

｛苫）
ぐ
－

:i:、えさ
1
’

「
様
巡
」
→
「
,jelll:{#4

目
」
→
「
図
録
」

Eslll高密
.!l
P
ユ
ド
長
~Es

－＇－＇小.!l綱E
F
ν
ュ
，o
。
「
緋
密
議
J
~
~
Q
~
，苦

.!1~$1-'
笠
’

阻自給：：！？

佃
4司

ゐ
細
《
鰍
G
欄費量

f.14宅
t(l

JJ ..IJ偽，
gg..t'-Ru

 ...:i.
：
ポ
為
。
’
告
書
E時，1J...）ν

廊
」
ミ
~t(l

Es f.'
嶋
崎

-R..t'’
今宅
G
主義令

..IJ
醤
l!l早さま’

Jjg,'.!.)v-=f嘱
有
t
i
~
ν

困
縦
割

..IJO:き
t(l。

時
＇
~
$
当
’

自軍部員
Q
担
~
.
!
1
~
$
1
-
'

：：！？’
llflrn様

IJ即
草
襲
。
ν
~

...）時国語~Q.,.;:,Qf.,崎
＇
－
＂
’
回
最
長
Q
史請をや：！；！

!.) -;Qν自
殺
巡
~
,
e
国1

#
4
目
（

..IJ釈
闘
い
，
Q
Q
f
.
,
~
1
'

＼－＇’
llf![il緑

Q
悶
4害時’

Q.,.;:,Q
込

IJ~..t'置
黙
認
ど
也
旧
偽
』
凶
余

-\o-t(lQf.,4奇
的
。
」
（
R
P
h
.

§
 256) 

...:i-R...:i’
~
小

-Iii f-1.,.;:,~
v

’ 
ど
ー
’
あ
え
さ
ま
「
回
総
」
会
。
寝
-;Q
I-'
：：！？ユぉユ。

（自）
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Wissenschaft der Logik. 

II. 
W
e
r
k
e
 in 

z
w
a
n
z
i
g
 Biinden. 

Bd. 
6. 

S. 
200, 

201. 

（自）
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Philosophie 

des 
Rechts. 

Die 
Vorlesung 

v
o
n
 1819/20 in 

einer Nachschrift. 
hrsg. 

v
o
n
 D. 

Henrich. 
S. 

239. 

(&:.;) 
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Vorselungen uber Rechtsphilosophie. 

1818-1831. 
hrg. 

v
o
n
 K. H. 

Ilting. 
Bd. 

3. 
S. 

760. 
V
 gl. 

Bd. 
4. 

S. 671. 

（自）
「
4盟
国
ど

Es
：
窓
ほ
」
為
「
1国

端
組
J

f.14宅
時

J.J
..IJ笠’

漂
緩
「
ぐ
－
~
犬
『
線
問
俳
』

.!l~~t(l
「l民
知
J
Es
君
事
網
」
（
干
司
王
4く
都
や
｛
勤
者
il"WI

繊
細

都，
l!Hi

幹
線
盟
十
同
噂
）

~！！！至。

（包）
V
 gl. 

G. W
.
 F. 

Hegel: 
Wissenschaft der Logik. 

I
 .
 W
 erke in 

z
w
a
n
z
i
g
 Biinden. 

Bd. 
5. 

S. 
17 4ff. 

(
$
)
 
ぐ
ー
：
ト
ミ
ヨ
三

-Iii~’
「
事
主

Es隠
~
拠
G
俸
制
緩
宕
胤
窓

J
.，.；：，’

~
V
'
涯
礎
Q
縄
問

f.,~t(l..lJ事r•l<!ν
：；

t(l。
Vgl.

R
P
h
.
 
§

 280. 
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschaften. 

W
e
r
k
e
 in 

zwanzig Biinden. 
Bd. 

8. 
S. 

136. 

(,cl) 
JJ Q

耳島~：：！？’
.,.p..lJ.,.p..lJさ

ま
ぐ
犬
、
κ
鍛
Q
幽
明
抑
店
主
G
吾

.!lm史
遺
初
昌
二
時
。

Vgl. 
G. W

.
 F. 

Hegel. 
Vorlesungen uber Rechts・ 

philosophie. 
1818-1831. 

Bd. 
1. 

S. 
29, 

442. 

（包）
＊
濃
客
輸
盤
。

（詔）
V
 gl. 

R
P
h
.
 
§

 354. 

（苫）
「君主..IJ担

~..IJQ
挺
匙
」
心
；

L
小耐~：：！？’

事制艇傾斜心間程Q『熟知Q灘』
1

 <
 1 ~＂

1
1
0
母
＠
織
繍

.!l－＇－＇時
。

Vgl.
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Philosophie des Rechts. 

10111 



Die Vorlesung v
o
n
 1819/20 in 

einer Nachschrift. 
hrsg. 

v
o
n
 D. 

Henrich. 
S. 

289. 

(18) 
Vgl. 

R
P
h
.
 
§

 359. 

(:8) 
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Vorlesungen iiber 

die 
Philosophie der Geschichte. 

Bd. 
12. 

S. 
416f. 

（包）
ibid. s.

田
4.

（詔）
ibid. 

s. 
527ff. 

(€B
) 

ibid. 
s. 
535. 

(~
) 

ibid. 
s. 
539. 

（ロ）
Vgl. 

E. 
Weil: 

Hegel et 
l'Etat. 

1950. 
p.13. 

1
0
§
 

（巴〉
i-J~

!l I
'
~
ν
~

’ 
長言

Q
語
縄

-it,)徽
ill!至。

「
「
銀
夜
尿
J

Q
償
制
，
u

『挺君主
G
隅唱結審＼，

J
G
欝告書」

（干ミま
-K
刻
、
細
書
ト
稲
田
屋
紙
細
書
ト
纏
争
｛
端
緒
＋

4ミ
聴
！
益
出
）
’
「
「
鍵
君
主
Q
~
$
時刻，』

G
困層~

Q
鍵
騒

Al製
：
世
主
毘
随
」
（
干
ミ
ヨ
正
4く
緋
科
書
ト
舗
を
臆
蝶
蜘
桜
，
S士
喜
李
総
&IH~I噂

！
韮
単
）
。

（巴）
G. W

.
 F. 

Hegel: 
Phiinomenologie des Geistes. 

W
e
r
k
e
 in 

zwanzig Biinden. 
Bd. 

3. 
S. 

144f. 

（記）
＊
健
主
総
監
。

（巳）
＊
健
軍
や

1時
初

~.；.！＂－＇小
~
’

「
服
部
悩
持
」

QI!!量
隅
ミ
ミ
「
似
合
J

t"
~

~
- 

iJ Q
随
回
以
欄
や
ニ
ν
「
回
総
」
為
自
主
管
初
~
t
Q
Q
t
"
~
t
Q
。

c
~
思
コ
＊
寝
p
翼
民

...）.；＿！’
「鎚

G
蜘
都
J
Q
骨
量
精
細
胞
磁
~
.
：
話
1
ι
Q
照
~
P
-
1
宅
時
。

(
 1)
 
Vorlesungen iiber 

Naturrecht u
n
d
 Staatswissenschaft. 

Nachschrieben v
o
n
 P. 

W
a
n
n
e
m
a
n
n
.
 
(Hegel 

Vor-

lesungen. 
Bd. 

I.) 
hrsg. 

W
.
 Bonsiepen. 

usw. 
Felix Meiner. 

1983. 

(
 2)
 
Die Philosophie des Rechts. 

Die Mitschriften W
a
n
n
e
m
a
n
n
 u
n
d
 H
o
m
e
y
e
r
.
 
hrsg. 

v
o
n
 K
.
 H
.
 
Ilting. 

Klett-

Cotta. 
1983. 

(
 3)
 
Philosophie des R

e
c
h
 ts. 

Die 
Vorlesung 

1819/20 in 
einer Nachschrift hrsg. 

v
o
n
 
D. 

Henrich. 
S
u
h
r
k
a
m
p
.
 

1983. 

(
 4)
 
Vorlesungen iiber 

Rechtsphilosophie 1818-1831. 
Edition u. 

K
o
m
m
e
n
t
a
r
 v
o
n
 K
.
 H
.
 
Ilting. 

frommann-holz-

boog. 
1973-74. 

Bd. 
I

 -IV. 


