
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
言
う
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
が
語
る
も
の

│
│
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
│
│

松

岡

健
一
郎

序
論

問
題
の
所
在

マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ルM

arkus
G
abriel

は
、
近
年
耳
目
を
集
め
て
い
る
「
新
し
い
実
在
論
」
の
代
表
的
論
客
の
一
人
で
あ
る
。

ガ
ブ
リ
エ
ル
の
ほ
か
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
フ
ェ
ッ
ラ
ー
リ
ス
、
カ
ン
タ
ン
・
メ
イ
ヤ
ス
ー
、
グ
レ
ア
ム
・
ハ
ー
マ
ン
ら
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
る
こ
の
現
代
哲
学
に
お
け
る
「
新
し
い
実
在
論
」
運
動
は
文
字
通
り
「
新
し
い
」
思
想
的
潮
流
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
そ
の
論
客
同
士
に
意
見
の
不
一
致
も
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
日
な
お
そ
の
全
体
像
が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
だ

が
大
ま
か
に
言
え
ば
、
現
象
学
的
な
相
対
主
義
（
し
た
が
っ
て
ま
た
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
枠
組
み
）
と
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
の
両
方
に
対

す
る
反
対
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
、
思
惟
と
事
物
と
の
双
方
に
等
し
い
実
在
性
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
「
物
自
体
」

の
概
念
を
人
間
の
知
に
と
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

他
の
論
客
に
対
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
を
際
立
た
せ
て
い
る
点
は
、
彼
が
ド
イ
ツ
観
念
論
（
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
）
を
積
極
的
に

議
論
の
前
面
に
押
し
出
し
て
活
用
し
つ
つ
現
代
哲
学
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
と
、「
世
界
は
存
在
し
な
い
」
と
す
る
彼
独
自
の
《
無
―
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世
界
》
論
に
あ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
学
位
論
文
が
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
論
で
あ
っ
た
た
め
、
わ
が
国
に
お
け
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
哲
学
の
こ
れ
ま

で
の
紹
介
と
受
容
も
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
話
論
に
関
連
し
た
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
残
念
な
が
ら
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
ヘ

ー
ゲ
ル
解
釈
に
つ
い
て
は
ま
だ
な
お
祖
述
的
な
解
説
の
域
を
必
ず
し
も
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
私
見
で
は
、
実
在
し
た
伝
記
上
の

人
物
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
区
別
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
捉
え
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
作
業
に

よ
っ
て
こ
そ
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
も
と
に
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
問
題
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
の
課
題
は
、
第
一
に
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
ど
の
よ
う
な
哲
学
者
と
し
て
描
い
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
第
二
に
は
そ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
が
ど
ん
な
現
代
哲
学
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
決
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
は
懐
疑
主
義
の
自
己
適
用
に
懐
疑
主
義
の

徹
底
を
見
て
取
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
『
心
と
世
界
』
の
著
者
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ルJohn

M
cD
ow
ell

に
対
し
て
突
き
つ
け
る
哲
学

者
（
そ
れ
ゆ
え
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
分
身
）
な
の
で
あ
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
批
判
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
複
数
の
著
作
に
お
い
て
何
度
も

繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
と
っ
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
の
重
要
性
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ブ

リ
エ
ル
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
文
脈
と
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
の
文
脈
と
の
連
関
が
看
過
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
１
節

ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
と
は
ど
ん
な
哲
学
者
な
の
か

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
だ
け
で
な
く
古
代
お
よ
び
近
現
代
の
懐
疑
主
義
の
専
門
家
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

の
な
か
で
深
め
ら
れ
た
懐
疑
主
義
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
さ
ら
に
懐
疑
主
義
に
対
す
る
適

切
な
応
答
を
そ
こ
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
で
は
、
懐
疑
主
義
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
自
己
意
識
の
ま
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さ
に
自
由
に
こ
そ
あ
る
」⑴
（TO

,30

）。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
実
在
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
異
な
っ
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー

ゲ
ル
」
は
哲
学
の
端
緒
も
ま
た
自
己
意
識
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
も
つ
自
由
に
あ
る
と
し
、
そ
の
自
由
の
表
現
が
「
懐
疑
主
義
」
な

の
だ
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
在
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
『
精
神
現
象
学
』
な
ら
ば
懐
疑
主
義
と
は
、
意
識
か
ら
自
己
意
識
へ
、
さ
ら
に
主

と
奴
の
弁
証
法
を
経
て
進
む
自
己
意
識
の
歴
史
の
な
か
で
ス
ト
ア
主
義
を
背
景
に
生
じ
る
意
識
形
態
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
自
己
分

裂
の
自
覚
で
あ
る
「
不
幸
な
意
識
」
へ
と
進
ん
で
い
く
。
だ
が
以
下
に
見
る
通
り
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
ド
イ
ツ
観
念
論
（
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ

ェ
リ
ン
グ
）
を
懐
疑
主
義
に
対
す
る
応
答
と
し
て
読
ん
で
お
り
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
私
が
読
ん
だ
限
り
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー

ゲ
ル
と
の
両
者
は
懐
疑
主
義
が
有
す
る
形
而
上
学
的
真
理
を
解
き
明
か
す
。
懐
疑
主
義
の
形
而
上
学
的
真
理
と
は
、
我
々
は
有
限
な
の
だ

と
い
う
理
解
と
、
世
界
の
非
実
存
へ
の
緊
密
な
洞
察
と
の
、
そ
の
両
方
に
あ
る
」（TO

,1
f.

）。
こ
う
し
て
「
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
ー

ゲ
ル
の
両
者
は
懐
疑
主
義
を
自
分
の
方
法
論
の
な
か
に
組
み
入
れ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
第
一
階
の
理
論
化
か
ら
高
次
の
形
而
上
学
的
理

論
化
へ
の
移
行
を
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
」（TO

,6

）。
こ
の
移
行
は
経
験
的
意
識
か
ら
そ
の
自
己
意
識
へ
の
移
行
を
意
味
し
、
よ
り
高

次
の
階
層
へ
の
上
昇
で
あ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
解
釈
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
と
も
に
懐
疑
主
義
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
こ
の
高

次
の
階
層
へ
と
理
論
の
水
準
を
高
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
懐
疑
主
義
の
展
開
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
懐
疑
主
義
は
次
の
よ
う
な
二
重
の
役
回
り
を
す
る
│
│
す
な
わ
ち

一
方
で
懐
疑
主
義
は
哲
学
の
制
約
で
あ
る
の
だ
が
、
他
方
で
は
、
懐
疑
主
義
そ
れ
自
身
を
静
寂
主
義quietism

の
な
か
に
留
保
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
、
懐
疑
主
義
は
哲
学
に
対
す
る
脅
威
へ
と
転
化
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
逆
説
的
な
構
造
を
、
懐
疑
主
義
の

二
つ
の
形
式
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
す
る
」（TO

,22

）。
つ
ま
り
、
懐
疑
主
義
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
形
式
が
あ
り
、

悪
し
き
形
式
を
と
っ
た
懐
疑
主
義
の
ほ
う
は
、
物
事
に
対
し
て
真
で
あ
る
と
も
偽
で
あ
る
と
も
ど
ち
ら
と
も
断
定
で
き
な
い
と
す
る
「
静

寂
主
義
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
「
哲
学
に
対
す
る
脅
威
」
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
古
代
の
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懐
疑
主
義
の
さ
ら
な
る
徹
底
化
を
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン
グ
」
に
見
出
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
論
点
を
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
置
す
る

こ
と
に
な
る
。「
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
の
中
心
的
な
主
義
主
張
と
は
『
客
観
性
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
観
念
こ

そ
は
、
自
己
意
識
的
知
性
の
自
由
に
自
己
規
定
す
る
諸
操
作
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
』⑵
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
定
式
化
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
に
連
な
る
繋
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
が
思
う
に
、
そ
れ
は
真
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ

る
存
在
論
的
な
動
向
を
見
落
と
し
て
い
る
」（TO

,xv

）。

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ま
ず
古
代
の
懐
疑
主
義
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。「
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
は
、
ピ
ュ
ロ

ン
的
懐
疑
主
義
と
ア
カ
デ
メ
イ
ア
的
懐
疑
主
義
と
の
間
に
一
線
を
引
い
て
い
る
。（
…
略
…
）
理
性
が
十
分
に
そ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
経

験
す
る
と
き
、
そ
の
理
性
の
最
後
の
絶
望
的
活
動
に
お
い
て
の
み
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
者
は
世
界
を
『
世
界
が
真
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と

し
て
』
見
る
に
至
る
。
こ
れ
を
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
は
、
有
名
な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
表
現
す
る
│
│
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
知
を
諦
め
る
と
い
う
こ
と

は
人
が
そ
れ
ま
で
昇
っ
て
き
た
ま
さ
に
そ
の
梯
子
を
蹴
り
捨
て
る
が
如
し
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ま
さ
に
こ
の
反
響
で
あ
る
も

の
に
思
え
る
」（TO

,15

）。
古
代
の
懐
疑
主
義
の
う
ち
、
ピ
ュ
ロ
ン
派
の
懐
疑
主
義
者
は
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
懐
疑
主
義
者
に
よ
る
懐
疑

を
不
徹
底
だ
と
批
判
し
て
、
懐
疑
の
徹
底
を
遂
行
し
た
。
も
し
懐
疑
が
徹
底
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
が
十
分
な
理
由
も
な
く

前
提
し
て
い
る
理
性
へ
の
信
頼
も
ま
た
絶
望
に
変
わ
る
は
ず
な
の
で
あ
り
、
懐
疑
の
徹
底
に
よ
っ
て
人
は
も
は
や
克
服
し
難
い
「
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
」
を
経
験
す
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
「
人
間
的
知
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
『
切
り
裂
く
ほ
ど
の
激
し
い
懐
疑
と
永

遠
な
る
不
安
定
と
か
ら
な
る
状
態
』
に
至
る
」
が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
状
態
は
懐
疑
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
の
と
同
時
に
、

次
な
る
対
応
が
問
わ
れ
る
重
要
な
分
岐
点
で
も
あ
り
、「
こ
の
状
態
か
ら
反
形
而
上
学
的
な
静
寂
主
義
は
ア�

タ�

ラ�

ク�

シ�

ア�

へ
の
見
込
み
に

お
い
て
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
」（TO

,20

）
道
を
選
ぶ
が
、
他
方
で
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
は
別
の
道
を
選
ぶ
。
そ
れ
こ

そ
が
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
に
と
っ
て
は
哲
学
が
本
来
た
ど
る
べ
き
道
な
の
で
あ
る
。
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既
に
見
た
通
り
こ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
も
と
で
は
懐
疑
主
義
が
哲
学
の
端
緒
で
あ
り
、「
懐
疑
主
義
的
な
方
向
感
覚
喪
失
と
い
う
原
動

力
な
く
し
て
は
、
哲
学
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
自
然
的
意
識
に
現
れ
出
で
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
で
あ
ろ
う
」（TO

,22

）
と
さ
れ
る
。

『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
第

節
を
踏
ま
え
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。「
そ
れ
ゆ
え
懐
疑
主
義
は
、
有
限
な
も
の
と

無
限
な
も
の
と
の
こ
の
連
関
へ
の
洞
察
と
し
て
は
、『
内�

在�

的�

超
越
﹇H
inausgehen

﹈』
を
動
機
づ
け
て
悟
性
の
有
限
な
固
定
性
を
克
服

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
超
越
と
い
う
契
機
に
お
い
て
こ
そ
、
哲
学
の
も
つ
正
当
に
思
弁
的
な
は
た
ら

き
が
始
ま
る
の
で
あ
る
」（TO

,25

）。
こ
の
引
用
箇
所
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
あ
の
分
岐
点
か
ら
の
適
切
な
展
開
、
す
な
わ
ち
ガ
ブ
リ

エ
ル
の
言
う
「
真
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
存
在
論
的
動
向
」
は
、「
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
こ
の
連
関
」
へ
洞
察
で
あ
る
ヘ
ー

ゲ
ル
論
理
学
の
無
限
性
概
念
に
至
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
方
向
と
は
異
な
っ
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
見
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
自
然
主
義
の
う
ち
に
あ
る
静
寂
主
義

は
逆
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
論
難
に
直
面
す
れ
ば
、
思
想
が
弁
証
法
的
に
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
シ
ェ
リ
ン
グ
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
静
寂
主
義
を
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
攻
撃
す
る
│
│
す
な
わ

ち
、
静
寂
主
義
と
は
言
う
も
の
の
静
寂
主
義
は
懐
疑
主
義
的
基
盤
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
懐
疑
主
義
的
基
盤
は
、
静
寂
主

義
が
結
局
は
そ
れ
自
身
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
立
場
、
す
な
わ
ち
熟
慮
を
経
た
う
え
で
の
素
朴
さ
と
い
う
立
場
と
は
両
立
し
得

な
い
の
だ
、
と
」（TO

,5

）。
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
懐
疑
主
義
が
静
寂
主
義
へ
と
誤
っ
て
転
化
す
る
場
合
で
は
、「
懐
疑
主
義

的
静
寂
主
義
は
そ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
所
与
か
ら
何
ら
か
の
形
で
決
定
的
に
距
離
を
置
く
こ
と
を
達
成
し
た
い
と
い
う
欲
望
」

を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
指
摘
を
そ
う
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、「
ピ
ュ
ロ

ン
主
義
的
懐
疑
主
義
は
反
省
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
能
で
あ
り
無
意
味
だ
と
見
做
し
て
き
た
と
し
て
も
、
し
か
し
反
省
の
助
け
が
な
け

れ
ば
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
的
懐
疑
主
義
は
単
純
に
は
ア�

タ�

ラ�

ク�

シ�

ア�

へ
は
至
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、「
ア�

タ�

ラ�

― １６７ ― ガブリエルの言う「ヘーゲル」が語るもの



ク�

シ�

ア�

は
共
同
体
の
無
媒
介
的
生
命
を
表
象
す
る
も
の
で
は
な
い
」（TO

,31

）
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
静
寂
主
義
批
判
が
問
題
に
し

て
い
る
の
は
、
静
寂
主
義
が
目
指
す
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
が
そ
れ
自
体
や
は
り
反
省
を
経
た
う
え
で
な
け
れ
ば
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
は
決
し
て
無
媒
介
的
な
い
し
は
直
接
的
な
統
一
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
観
点
で
さ
ら
に
ま
た
、「
共
同
体
の
無
媒
介
的
生
命
」、
す
な
わ
ち
同
一
の
共
同
体
の
な
か
で
日
常
生
活
を
通
し
て
そ
の
構
成
員
た

ち
が
共
有
し
前
提
し
て
い
る
共
通
感
覚
、
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
も
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
懐
疑
の
主
体
が
帰
属
す
る
共
同

体
の
内
部
に
存
す
る
、
そ
の
共
同
体
の
構
成
員
た
ち
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
が
懐
疑
主
義
に
対
す
る
反
駁
と
し
て

は
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
を
批
判
し
て
い
く
。「
諸
々
の
ヘ
ー

ゲ
ル
的
な
モ
チ
ー
フ
が
」、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
場
合
で
は
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
に
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス

に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
の
問
題
点
は
、
カ
ン
ト
の
観
念
論
を
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
準
拠
し
た
仕
方
で
批
判
す
る
と
き
に
行
お
う

と
す
る
場
合
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
訴
え
か
け
が
実
際
に
は
人
の
権
力
要
求
を
強
化
す
る
結
果
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
に
あ
る
」（TO

,45
f.

）。
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
よ
れ
ば
、
静
寂
主
義
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
懐
疑
主
義
に
対
す
る
応
答
と
し
て
示
す
こ
と
と
は

「
弁
証
法
的
に
は
両
立
不
能
で
あ
る
」
の
で
、
む
し
ろ
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
齟
齬
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
懐
疑
主
義

か
ら
結
果
的
に
生
じ
る
保
守
的
静
寂
主
義
に
反
対
す
る
」（TO

,31

）。

ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
は
古
代
の
懐
疑
主
義
を
継
承
し
徹
底
す
る
哲
学
者
で
あ
る
。
懐
疑
主
義
の
徹
底
と
は
、「
人
間
的

知
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
の
経
験
の
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
直
視
し
、
自
己
自
身
が
そ
こ
に
立
つ
世
界
そ
の
も
の
に

実
は
根
拠
が
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
洞
察
に
至
る
べ
き
な
の
だ
が
、
あ
の
分
岐
点
の
う
ち
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
が
選
ば
な
か
っ
た
ほ
う
の
道
を

行
く
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
も
と
で
は
「
世
界
へ
の
直
接
的
な
関
係
」⑶
（G

E,315
）
が
主
張
さ
れ
る
（
と
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
思
っ
て
い
る
）
の

で
あ
る
。

ガブリエルの言う「ヘーゲル」が語るもの ― １６８ ―



第
２
節

ガ
ブ
リ
エ
ル
に
よ
る
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
と
そ
の
文
脈

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
そ
の
主
著
『
心
と
世
界
』
で
結
局
の
と
こ
ろ
ま
さ
に
「
世
界
」
の
概
念
を
適
切
に
は
説
明
し
き
れ

て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。「
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
著
書
『
心
と
世
界
』
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
世
界
に
つ
い
て
は
所
見
を
述
べ
な
か
っ
た
。

世
界
と
い
う
概
念
が
ま
っ
た
く
不
明
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
」（TO

,xii

）。

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
自
身
は
、『
心
と
世
界
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
世
界
そ
の
も
の
が
我
々
の
思
考
に
対
し
て
合
理
的
制

約
を
な
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」⑷
が
、
同
時
に
ま
た
「
経
験
的
探
究
と
い
う
も
の
は
我
々
が
自
ら
の
責
任
あ
る
自
由responsible

freedom

を
そ
こ
で
行
使
す
る
生
の
一
領
域
で
あ
る
」⑸
。
そ
の
よ
う
に
人
間
の
自
由
な
精
神
的
主
体
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
外
的
世
界
と
の

関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
「
経
験
に
お
い
て
は
自
発
性
が
、
受
容
性
の
引
き
渡
す
も
の
の
な
か
か
ら
取
り
外
せ
な
い
よ
う

に
含
み
込
ま
れ
て
い
る
」
と
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、「
自
発
性
と
の
協
働co-operation

w
ith
spontaneity

へ
の
受
容
性
の
寄
与

は
観
念
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
切
り
離
せ
る
な
ど
と
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
」⑹
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
協
働
が
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
は
人
間
の
「
概
念
領
域
を
取
り
囲
む
境
界
線
の
外
部
に
は
実
在
性
を
配
置
し
な
い
」⑺
と
い
う
こ
と
が
帰
結
し
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
的
観
念
論
の
核
心
」⑻
に
あ
る
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
的
観
念

論
を
「
概
念
的
な
も
の
に
は
境
界
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
概
念
的
な
も
の
の
外
部
に
は
何
も
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
」
と
主
張
す
る
も
の
と

解
し
、
し
か
も
「
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
あ
の
所
見
の
ポ
イ
ン
ト
、『
我
々
は
│
│
そ
し
て
我
々
の
〔
日
常
的

に
用
い
て
い
る
〕
意
味
〔
の
作
用
〕
と
い
う
も
の
は
│
│
決
し
て
事
実
に
事
欠
い
て
ど
こ
か
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
な
ど
な
い
』
と
い
う
所

見
の
ポ
イ
ン
ト
と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
」⑼
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
解
す
る
と

― １６９ ― ガブリエルの言う「ヘーゲル」が語るもの



こ
ろ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
結
び
つ
け
る
。

だ
が
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
そ
の
よ
う
な
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
理
解
に
対
し
て
非
常
に
は
っ
き
り
と
反
対
し
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
概
念
的
な
も
の
が

限
界
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
な
ど
い
な
い
」⑽
（FS,228

）
と
言
う
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
批
判
に
よ
れ
ば
、「
一
つ
の
読
み
方
と
し

て
言
う
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
す
べ
て
の
諸
対
象
が
諸
概
念
の
も
と
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
さ
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。（
…
略
…
）
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
結
局
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
未
決
の
活
動open-ended

activity

と
し
て
〔
そ
の
限
り

で
〕
概
念
的
な
の
だ
と
い
う
こ
と
の
証
明
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」（FS,229

）。
こ
の
引
用
箇
所
が
示
す
よ
う
に
、
ガ
ブ
リ
エ

ル
が
自
ら
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
未
知
な
る
未
来
へ
と
開
か
れ
て
完
結
し
な
い
体
系
構
想
で
あ
り
、
そ

れ
は
体
系
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
止
む
こ
と
の
な
い
体
系
の
破
壊
と
創
造
で
あ
ろ
う
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
す
れ
ば
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に

は
、
そ
し
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
に
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
欠
け
て
い
る
。

ガ
ブ
リ
エ
ル
が
見
抜
い
て
い
る
通
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
言
う
「
実
践practice

」
は
行
為
の
実
行
と
い
う
よ
り
は
慣
習
や
慣
行
を
意

味
す
る
。「
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
、
共
同
体
的
実
践
の
透
徹
性
が
世
界
の
透
徹
性
そ
の
も
の
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す

る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
『
陶
冶B

ildung

』
と
い
う
解
釈
学
的
伝
統
に
関
連
さ
せ
て
実
践
へ
の
手
ほ
ど
き
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
た
だ
単
に
見
か
け
の
上
で
だ
け
超
自
然
的
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
理
性
的
動
物
の
能
力
を
実
現
す
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
」

（G
E,314

）。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
依
拠
し
て
い
る
共
同
体
内
部
に
お
け
る
言
語
ゲ
ー
ム
の
安
定
的
運
用
は
、
人
が
そ
の
共
同
体
へ
の
参
入

と
い
う
実
際
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
特
定
の
慣
習
の
な
か
で
生
活
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
『
心

と
世
界
』
の
本
論
の
最
後
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
間
が
最
初
に
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
言
語
で
あ
る
自
然
言
語
は
伝
統
の
保
管
場
と

し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
何
が
何
の
理
由
で
あ
る
か
に
つ
い
て
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
の
倉
庫
と
し
て
は
た

ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
」⑾
。
こ
う
し
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
も
と
で
は
、
人
は
自
分
が
帰
属
す
る
共
同
体
の
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ

ガブリエルの言う「ヘーゲル」が語るもの ― １７０ ―



っ
て
、
自
分
の
意
志
を
周
り
に
伝
え
た
り
、
誰
か
他
の
人
の
気
持
ち
を
察
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
理
由
に
適
っ
た
行
動
の
実
践

主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
《
何
ら
解
釈
で
は
な
い
規
則
遵
守
（『
哲
学
探
究
』

§201

）》
を
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
解
釈
学
的
「
地
平
融
合
」（
諸
精
神
の
出
会
い
）
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
規
則
に
従
う

主
体
に
対
し
て
他
者
が
そ
の
人
な
り
の
〔
そ
の
他
者
自
身
の
〕
言
葉
で
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
眼
前
に
立
ち
現
れ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
結
果
、
或
る
規
則
（
も
し
く
は
翻
訳
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
の
明
示
的
な
定
式
化
に
つ
い
て
逡
巡
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
わ
け
な

の
で
あ
る
」（G

E,313
f.

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
を
通
じ
て
、
後
期
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ

っ
て
提
起
さ
れ
た
《
規
則
順
守
》
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
参
加
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
哲
学
探
究
』
で
の
有
名
な
例
で
は
、「
２
ず
つ
数
を
足
せ
」
と
い
う
指
示
を
受
け
た
生
徒
が
２
、
４
、

６
、
８
、
と
数
列
を
書
い
て
い
く
が
、
１
０
０
０
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
な
ぜ
か
１
０
０
４
、
１
０
０
８
、
１
０
１
２
、
と
４
ず
つ
増
え

る
数
列
を
書
く
。
だ
が
、
も
し
そ
れ
が
計
算
間
違
い
の
せ
い
で
は
な
く
、
そ
の
生
徒
な
り
に
「
２
ず
つ
足
せ
」
と
い
う
規
則
を
そ
の
よ
う

に
１
０
０
０
を
越
え
た
ら
４
ず
つ
足
せ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
解
釈
し
て
い
た
せ
い
な
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
行
為
で
も
規
則
に
従
っ

た
も
の
だ
と
し
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
ど
ん
な
規
則
で
も
行
動
を
制
約
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
規
則
順
守
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
に
対
す
る
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
答
え
は
、
規
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
規
則
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の

だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
そ
ん
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
ど
生
じ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
共
同
体
内
部
の
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
見
解
は
「《
常
に
既
にIm

m
er-shon

》
を
潜
在

的
に
含
意
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
」（G

E,315,A
nm
.

187

）。
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
す
れ
ば
本
来
的
に
未
決
の
活
動
の
場
で
あ
る
べ
き
「
概
念
的
な
も
の
」
が
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
場
合
で
は
《
常
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に
既
に
》
伝
統
な
い
し
は
過
去
の
継
承
と
の
連
続
性
の
う
ち
へ
と
回
収
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
う
「
解
釈

で
は
な
い
規
則
順
守
」
を
も
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
人
間
の
行
為
に
《
常
に
既
に
》
先
立
つ
制
約
と
し
て
の
伝
統
な
い
し
は
共
同
体
内
部
の
慣

習
の
こ
と
だ
と
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
よ
う
に
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
て
そ
こ
へ
立

ち
戻
る
こ
と
は
、
正
当
化
の
位
置
に
〔
単
な
る
〕
事
実
へ
の
依
拠
が
出
て
く
る
の
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
へ
の
立
ち
戻
り
は
、
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
形
で
の
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の

だ
か
ら
、
不
明
確
な
も
の
へ
の
立
ち
戻
り
な
の
で
あ
る
」（G
E,313

）。

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
は
人
間
が
本
来
も
っ
て
い
る
自
由
を
適
切
に
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
い
を
差
し
向
け
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
「
リ
ベ
ラ
ル
な
自
然
主
義
」
が
依
拠
し
て
い
る
「
い
わ
ゆ

る
第
二
の
自
然
と
い
う
概
念
に
到
達
す
る
に
は
、
自
然
法
則
の
空
間
と
い
う
近
代
的
概
念
に
対
抗
し
且
つ
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
も
の
と
し

て
人
間
的
自
由
が
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
「
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
静
寂
主
義
に
は
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
静
寂

主
義
の
理
論
に
は
構
造
上
の
盲
点
が
あ
る
。
静
寂
主
義
者
は
自
分
の
理
論
の
発
端
か
ら
し
て
、
人
間
特
有
な
自
由
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
由
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
人
間
的
知
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
な
か
に
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
」（TO

,20

）。
人
間

を
「
第
二
の
自
然
」
の
住
人
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
人
間
に
固
有
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル

の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
お
よ
び
「
シ
ェ
リ
ン
グ
」
は
こ
の
自
由
の
現
れ
を
む
し
ろ
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
に
見
出
す
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の

「
静
寂
主
義
は
人
間
特
有
な
自
由
を
説
明
し
損
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
人
間
特
有
な
自
由
は
、
カ
ン
ト
に
従
い
つ
つ
シ
ェ
リ
ン
グ
が
強
く

主
張
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
静
寂
主
義
は
次
の
〔
二
つ
の
〕
事
実
を
正
し
く
解
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
わ
け
で
あ
る
│
│

す
な
わ
ち
、
人
間
と
は
知
る
存
在
者
と
し
て
は
形
而
上
学
へ
向
か
う
如
何
と
も
し
が
た
い
『
自
然
な
』
傾
向
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
事
実

で
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
こ
の
傾
向
に
よ
っ
て
且
つ
こ
の
傾
向
を
通
し
て
人
間
が
顕
示
す
る
も
の
が
永
遠
な
自
由
の
顕
示
で
あ
る
と
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い
う
事
実
で
あ
る
」（TO

,21

）。

ガ
ブ
リ
エ
ル
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
形
而
上
学
と
は
、
全
体
な
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
形
而
上
学
が
そ
の
な
か
で
定
義
す
べ
き
で

あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
全
体
な
る
の
も
の
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」（TO

,p.3

）
の
で
あ
る
が
、
有
限
な

人
間
が
生
き
て
い
る
領
域
と
そ
の
よ
う
な
「
全
体
的
な
る
も
の
に
達
す
る
」
こ
と
で
開
か
れ
る
形
而
上
学
的
展
望
の
領
域
と
の
、
そ
の
構

造
的
な
い
し
は
存
在
論
的
な
落
差
が
水
平
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
上
述
の
よ
う
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
シ
ェ
リ
ン

グ
」
か
ら
引
き
出
し
た
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
形
而
上
学
と
そ
の
刷
新
へ
と
向
お
う
と
す
る
傾
向
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人

間
的
自
由
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
絶
え
ざ
る
不
安
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
の
あ
り
方
こ
そ
が
人
間
を
知
の
主
体

に
し
て
且
つ
自
由
の
顕
示
者
た
ら
し
め
て
い
る
根
本
的
制
約
な
の
で
あ
る
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。「
も
し
我
々
が
形
而

上
学
を
諦
め
て
放
棄
す
る
な
ら
、
我
々
は
人
間
的
自
由
を
諦
め
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
」（TO

,34

）。

ガ
ブ
リ
エ
ル
は
自
身
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
を
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
が
嫌
疑
を
か
け
て
い
る
の
は
、
マ
ク

ダ
ウ
ェ
ル
は
世
界
を
総
体
性
と
見
做
す
考
え
方
に
つ
い
て
入
念
に
考
え
を
述
べ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
存
在

論
へ
と
明
ら
か
に
回
帰
す
る
と
い
う
こ
と
（
そ
れ
は
実
は
存
在
論
の
新
た
な
形
式
の
創
造
な
の
で
あ
る
）
の
意
味
す
る
も
の
の
何
た
る
か

に
つ
い
て
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
解
明
を
避
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（TO

,p.34

）。

第
３
節

ガ
ブ
リ
エ
ル
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
限
性
概
念
の
継
承

ガ
ブ
リ
エ
ル
が
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
反
対
し
つ
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
読
み
取
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
は
、
と
り
わ
け
、

我
々
を
教
育
し
て
我
々
の
認
識
論
的
有
限
に
つ
い
て
の
我
々
の
諸
前
提
〔
諸
想
定
〕
を
克
服
す
る
こ
と
に
こ
そ
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
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る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
真
無
限
』
へ
の
教
育
的
洞
察
が
も
つ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
真
無
限
は
、
或
る
一
つ
の
関
係
を

な
す
も
の
の
な
か
の
一
関
係
項a

relatum
of
a
relation

な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
区
別
の
次
元
な
の
で
あ
り
、
合
理
性
そ
の
も
の
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
決
し
て
所
与
の
被
規
定
的
な
契
機
と
し
て
固
定
さ
れ
得
は

し
な
い
」（TO

,46

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
限
性
概
念
の
要
点
を
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、「（
１
）
無
限
な
も
の
は
ど
の
特
殊
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
で

あ
れ
ア
ク
セ
ス
さ
れ
得
な
い
」、
お
よ
び
「（
２
）
ま
さ
に
こ
の
否
定
性
が
無
限
な
も
の
で
あ
る
」（TO

,34

）
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
ゼ
に

要
約
し
、
且
つ
そ
れ
を
「
カ
ン
ト
お
よ
び
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
に
批
判
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
展
望
を
開
く
も
の
」（TO

,46

）
だ
と
も
言
っ

て
い
る
。
そ
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
限
性
概
念
の
構
造
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
絶
対
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ
も
の
の
構
造
と
同
じ
だ

と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
無
限
性
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
絶
対
者
の
弁
証
法
全
般
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る

ポ
イ
ン
ト
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
」（TO

,117

）。

以
下
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
か
ら
一
旦
離
れ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
⑿
の
原
典
に
即
し
て
無
限
性
概
念
の
展
開
を
追

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
我
々
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
限
性
概
念
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
も
の
と
そ
う
で

な
い
も
の
と
の
両
方
を
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
無
限
性
の
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
一
貫
し
て
極
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
り
続
け
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
無
限
性

の
概
念
が
最
初
か
ら
完
成
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
相
互
外
在
的
関
係
を
克
服
し
よ
う
と

い
う
意
図
は
初
期
の
草
稿
か
ら
一
貫
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
は
幾
多
の
試
行
錯
誤
を
経
な
が
ら
改
良
さ

れ
、
こ
の
改
良
作
業
は
実
に
ヘ
ー
ゲ
ル
最
晩
年
の
『
大
論
理
学
』
改
訂
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
粗
悪
な
・
劣
っ
た
な
ど
を
意
味
す
る
形
容
詞“schlecht”
を
付
し
た
無
限
性
「
悪
無
限schlechte

U
nendlichkeit

」

を
、
本
当
の
無
限
性
を
意
味
す
る
「
真
無
限
」
か
ら
区
別
し
、
真
無
限
以
前
の
も
と
と
見
做
し
て
い
る
。
こ
の
「
悪
無
限
」
と
い
う
用
語
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は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ェ
ー
ナ
時
代
中
盤
に
書
か
れ
た
一
八
〇
四
／
一
八
〇
五
年
の
論
理
学
・
形
而
上
学
草
稿
の
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ェ
ー
ナ
論

理
学
」
の
な
か
で
最
初
に
登
場
す
る
（G

W
7-29

）。
こ
こ
で
の
「
悪
無
限
と
は
、
悪
し
き
実
在
性
と
悪
し
き
観
念
性
と
の
第
三
者
で
あ

る
」（G

W
7-31

）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
単
純
に
そ
れ
だ
け
で
想
定
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
質
の
概
念
お
よ
び
量
の
概
念
が
、
そ
の
ま
ま

の
形
で
無
媒
介
的
に
他
方
へ
関
係
す
る
と
き
、
双
方
の
並
存
を
表
現
す
る
「
第
三
者
」
が
悪
無
限
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
当
初
ヘ
ー
ゲ
ル
の
悪
無
限
批
判
は
、
対
立
し
合
う
も
の
を
中
立
的
な
「
第
三
者
」
の
も
と
に
並
べ
て
保
持
し
て
お
こ
う
と
す
る
こ
と

に
向
け
ら
れ
た
批
判
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
悪
無
限
を
真
無
限
か
ら
区
別
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
方
で
は
「
本
当
の
無
限
性
〔
真
無
限
〕
は
系

列
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
い
つ
も
何
ら
か
の
他
な
る
も
の
に
お
い
て
完
成
す
る
が
こ
の
他
な
る
も
の
を
い
つ
も
自
分
の
外
部
に
も
つ
よ
う

な
系
列
で
は
な
い
の
で
あ
る
」（G

W
7-33

）。

「
単
純
関
係
が
自
身
を
自
己
自
身
の
う
ち
へ
反
省
す
る
限
り
で
無
限
性
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
や
っ
と
は
じ
め
て
単
純
関
係
が
自

ら
の
本
質
に
従
っ
て
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
自
己
自
身
に
措
定
す
る
の
で
あ
る
」（G

W
7-29

）。
こ
の
引
用
箇
所
に
よ
れ
ば
、
単

純
関
係
そ
の
も
の
が
本
当
は
無
限
性
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
単
純
関
係
の
自
己
還
帰
が
実
は
無
限
性
を
示
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。「
絶
対
的
な
無
限
性
は
（
…
略
…
）
単
純
関
係
の
そ
れ
自
身
へ
の
絶
対
的
な
還
帰
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
そ
れ
は
、
反
措
定
さ
れ

て
い
る
も
の
同
士
を
そ
れ
ら
自
身
に
即
し
て
単
純
に
直
接
的
に
止
揚
す
る
こ
と
で
あ
る
」（G

W
7-32

）。
だ
が
真
の
無
限
性
で
は
な
い
悪

無
限
は
、
単
純
関
係
の
自
己
還
帰
が
不
十
分
に
し
か
示
さ
れ
な
い
単
な
る
並
置
の
段
階
に
あ
る
。
悪
無
限
は
、
単
純
関
係
に
よ
っ
て
生
じ

た
対
立
を
並
置
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
自
ら
体
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
悪
無
限
も
、
そ
う
い
う
対
立
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る

運
動
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
運
動
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
要
求
さ
れ
続
け
る
統
一
は
実
現
さ
れ
ず
に
常
に
挫
折
す

る
。「
悪
無
限
は
、
絶
対
的
な
仕
方
で
対
立
を
統
合
し
て
止
揚
し
よ
う
と
し
て
で
き
な
い
で
い
る
不
能
が
進
む
最
後
の
段
階
で
あ
る
。
そ

の
際
に
こ
う
い
う
不
能
は
、
こ
の
止
揚
の
要
求
だ
け
を
な
す
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
要
求
を
満
た
す
代
わ
り
に
要
求
の
叙
述
に
甘
ん
じ
る
」
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（ibid.

）。
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
真
無
限
と
悪
無
限
と
を
、「
真
の
無
限
性
と
は
実
現
さ
れ
た
要
求
で
あ
り
、
被
規
定
態
が
自
身
を
止
揚
す
る
と

い
う
こ
と
の
実
現
で
あ
る
」（ibid

）
の
に
対
し
て
、
悪
無
限
と
は
「
充
た
さ
れ
ざ
る
要
求
の
叙
述
に
甘
ん
じ
る
」（G

W
7-33

）
と
い
う

対
比
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
悪
無
限
批
判
は
、
規
定
性
が
被
規
定
性
に
対
し
て
外
在
的
あ
る
い
は
偶
然
的
で
し
か
な
い
と

い
う
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
り
、
そ
の
論
点
は
非
常
に
明
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
点
の
明
確
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
方
法

論
上
の
問
題
点
も
ま
た
露
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
」
に
お
い
て
は
、
悪
無
限
そ
の
も
の
が
自
ら
の
「
不
能
」
を
自
己

自
身
に
対
し
て
示
す
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
立
構
造
を
再
構
築
す
る
よ
う
進
展
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
悪

無
限
の
「
不
能
」
は
真
無
限
の
立
場
か
ら
の
み
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
あ
く
ま
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

「
後
期
の
」
無
限
性
概
念
こ
そ
を
重
要
視
し
て
い
た
の
は
適
切
な
解
釈
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
〇
七
年
の
『
精
神
現
象
学
』
で
も
無
限
性
を
純
粋
に
捉
え
る
の
は
当
事
者
の
意
識
で
は
な
く
、
そ
れ
を
高
み
か
ら
傍
観
す
る

「
我
々
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。「
悟
性
に
と
っ
て
は
感
覚
的
な
覆
い
を
被
っ
た
あ
り
方
で
対
象
で
あ
る
も
の
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
純
粋
概

念
と
し
て
本
質
的
な
形
態
に
お
い
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
（
…
略
…
）
無�

限�

性�

を
あ
り
の
ま
ま
に
つ
か
む
こ
と
は
、
我�

々�

に�

と�

っ�

て�

の
こ

と
で
あ
る
」（G

W
9-101

）。

な
ら
ば
晩
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
大
論
理
学
』
で
は
、
無
限
性
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
無
限
性
に
先
行
す
る
諸
形
式

は
「
直
接
に
単
な
る
被
規
定
性
と
し
て
の
み
、
有
限
な
も
の
一
般
と
し
て
の
み
、
措
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
」
が
、「
無
限
な
も
の
は
、

明
ら
か
に
、
有
限
な
も
の
の
否
定
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」（G

W
21-124

）。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
単
に
有
限
な
被
規
定
性
一
つ
ひ

と
つ
が
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
は
じ
め
て
「
無
限
な
も
の
」
が
そ
れ
ら
に
包
括
的
な
反
省
を
な
す
と
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の

無
限
な
も
の
の
最
初
の
あ
り
方
は
ま
だ
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
限
な
も
の
が
実
際
に
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は
被
制
限
性
や
有
限
性
に
見
て
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
要
な
こ
と
は
、
無
限
性
の
本
当
の
概
念
を
悪
無
限
か
ら
区
別
す
る
こ

と
、
理
性
の
無
限
な
も
の
を
悟
性
の
無
限
な
も
の
か
ら
区
別
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。（
…
略
…
）
無
限
な
も
の
が
有
限
な
も
の
か
ら
純

粋
に
且
つ
遠
ざ
け
ら
れ
た
形
で
保
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
は
、
無
限
な
も
の
は
単
に
有
限
化
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」

（G
W
21-124

）。
無
限
な
も
の
が
そ
れ
自
身
か
ら
有
限
な
も
の
を
排
除
し
切
り
離
し
て
独
立
に
自
己
規
定
す
る
場
合
、
そ
の
こ
と
自
体
が

実
は
無
限
な
も
の
の
有
限
な
も
の
へ
の
関
係
づ
け
な
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
無
限
な
も
の
は
、
有
限

な
も
の
と
の
連
関
で
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
有
限
化
さ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
以
下
の
よ
う
に
無
限
な
も
の
の
規
定
の
展
開
を
、
ａ
ｂ
ｃ
の
三
段
階
に
分
け
て
箇
条
書
き
に
す
る
。「
無
限
な
も
の
は
、

ａ
．
単
純
な
規
定
に
お
い
て
は
、
有
限
な
も
の
の
否
定
と
し
て
の
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

ｂ
．
し
か
し
無
限
な
も
の
は
、
そ
れ
だ
か
ら
、
有
限
な
も
の
と
の
交
互
規
定
に
お
い
て
あ
り
、
そ
し
て
抽
象
的
な
、
一
面
的
な
無
限
な
も

の
で
あ
る
。

ｃ
．
有
限
な
も
の
が
自
身
を
止
揚
す
る
よ
う
に
、
こ
の
無
限
な
も
の
が
自
身
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

│
│
本
当
の
無
限
な
も
の
な
の
で
あ
る
」（G

W
21-124

）。
こ
こ
示
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
本
当
の
無
限
な
も
の
」
す

な
わ
ち
真
無
限
は
一
連
の
自
己
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
示
さ
れ
る
。
か
つ
て
の
「
イ
ェ
ー
ナ
論
理
学
」
の
場
合
と
は
異
な
り
、
真
無
限

は
悪
無
限
か
ら
切
り
離
さ
れ
な
い
。
上
記
引
用
に
よ
れ
ば
、
無
限
な
も
の
は
第
一
に
、
有
限
で
な
い
も
の
と
い
う
単
純
な
規
定
に
お
い
て

有
限
な
も
の
の
否
定
と
い
う
意
味
を
も
つ
（
無
限
性
の
規
定
「
ａ
」）。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
無
限
な
も
の
は
、
有
限
な
も
の
を
外
部
に

排
除
し
て
存
在
し
て
い
る
限
り
「
他
な
る
も
の
の
非
在
」（G

W
21-126

）
と
呼
ば
れ
る
不
完
全
な
段
階
に
あ
る
。
そ
の
場
合
、
無
限
な

も
の
は
自
ら
の
関
与
が
及
ば
な
い
外
部
の
他
な
る
も
の
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
、
そ
れ
自
身
が
有
限
な
も
の
へ
と
「
格
下
げ
さ
れ
る
」

（G
W
21-135

）（
無
限
性
の
規
定
「
ｂ
」）。
第
三
に
、
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
双
方
に
お
い
て
自
己
止
揚
が
起
こ
り
、
こ
の
自
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己
止
揚
の
運
動
が
真
無
限
で
あ
る
（
無
限
性
の
規
定
「
ｃ
」）。

無
限
な
も
の
の
展
開
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
「
無
限
な
も
の
は
自
ら
を
格
下
げ
し
て
、
無
限
な
も
の
の
規
定
の
う
ち
の
単
に
そ
の
ひ
と
つ

に
過
ぎ
ず
、
有
限
な
も
の
に
対
抗
し
且
つ
そ
れ
で
も
っ
て
そ
れ
自
身
が
有
限
な
も
の
の
う
ち
の
一
方
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
な
り
、

そ
し
て
、
こ
の
無
限
な
も
の
の
自
己
自
身
と
の
区
別
を
、
無
限
な
も
の
自
身
の
肯
定
へ
と
止
揚
し
て
、
こ
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
真
の
無
限

な
も
の
と
し
て
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
べ
き
な
の
だ
」（G

W
21-135

f.

）。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
叙
述
は
、
本
質
論
の
「
矛

盾
」
節
本
論
最
後
の
箇
所
の
矛
盾
の
解
消
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
叙
述
と
同
型
で
あ
る
。

無
限
性
の
規
定
「
ｂ
」
に
相
当
す
る
無
限
な
も
の
の
有
限
化
を
論
じ
る
際
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
本
質
論
さ
な
が
ら
仮
象
を
作
り
出
す
作

用
に
さ
え
言
及
し
て
い
る
。
有
限
な
も
の
を
外
部
に
排
除
し
て
い
る
あ
り
方
で
捉
え
ら
れ
た
「
無
限
な
も
の
の
直
接
的
存
在
は
、
無
限
な

も
の
の
否
定
性
の
存
在
を
、
つ
ま
り
当
初
は
無
限
な
も
の
の
な
か
で
消
え
た
か
の
よ
う
に
仮
象
し
たschien

有
限
な
も
の
の
存
在
を
、

再
び
呼
び
起
こ
す
」（G

W
21-126

）。
つ
ま
り
、
無
限
性
の
規
定
「
ａ
」
を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
に
、
さ
ら
に
無
限
性
の
規
定
「
ｂ
」
へ
と

も
た
ら
し
た
の
は
（
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
の
に
）
自
ら
の
も
と
で
有
限
な
も
の
が
消
え
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
仮
象
が
、
そ
の
見
せ
か

け
の
実
在
性
を
喪
失
す
る
「
無
限
な
も
の
の
否
定
性
」
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
無
限
な
も
の
の
も
と
に
「
有
限
な
も
の
の
存
在
」
が
呼
び
起
こ
さ
れ
て
無
限
な
も
の
の
有
限
化
が
生
じ
、
ま
た
他
方
で
は
、

有
限
な
も
の
が
無
限
な
も
の
に
移
行
す
る
有
限
な
も
の
の
無
限
化
さ
え
も
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
な
も
の
に
対
立
す
る
無
限
な
も

の
は
「
粗
悪
に
無
限
な
も
の
、
悟
性
の
無
限
な
も
の
と
呼
ば
れ
得
る
。
悟
性
に
と
っ
て
は
こ
の
無
限
な
も
の
が
最
高
の
真
理
、
絶
対
的
な

真
理
と
し
て
妥
当
す
る
」（G

W
21-127

）。
こ
の
悪
無
限
す
な
わ
ち
「
悟
性
の
無
限
な
も
の
」
は
無
限
進
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
有
限
な
も

の
を
否
定
す
る
無
限
な
も
の
と
、
無
限
な
も
の
を
否
定
す
る
有
限
な
も
の
と
が
際
限
な
く
交
互
に
連
鎖
し
て
い
く
系
列
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
真
無
限
を
「
円
」、
無
限
進
行
の
悪
無
限
を
「
直
線
」（G

W
21-136

）
と
い
う
比
喩
で
説
明
し
て
い
る
。
真
無
限
が
円
環
、
す
な
わ
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ち
自
己
完
結
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
悪
無
限
は
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
い
く
直
線
に
比
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
悪
無
限
を
自
己
還
帰
を
欠
い
た
悟
性
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
悪
無
限
の
無
限
進
行
に
も
実
際
に
は
悟
性
が
自
ら
の
原
理
的
規
定
へ
と
立
ち
戻
る
自
己
還
帰
的
な
活
動
が
存
す
る
。「
有
限
な
も
の

が
、
そ
れ
だ
け
で
単
独
に
無
限
な
も
の
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
立
て
ら
れ
る
場
合
、
こ
の
、
有
限
な
も
の
自
身
へ
の
関
係
づ
け

が
存
在
す
る
。
そ
の
自
己
関
係
に
お
い
て
、
有
限
な
も
の
の
相
対
性
や
依
存
性
は
、
つ
ま
り
有
限
な
も
の
は
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
だ
と
い

う
こ
と
は
、
遠
ざ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
限
な
も
の
が
そ
う
で
あ
る
は
ず
の
自
立
性
と
肯
定
と
が
有
限
な
も
の
に
あ
る
こ
と
に
な

る
」（G

W
21-131

）。
悪
無
限
の
連
鎖
と
さ
れ
た
も
の
は
、
し
か
し
そ
の
連
鎖
を
生
み
出
す
主
体
た
る
悟
性
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
悟
性
が

悟
性
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
の
本
質
を
反
復
し
て
ゆ
く
運
動
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
悟
性
が
自
己
還
帰
的
な
円
環
運
動

を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
本
質
論
「
矛
盾
」
節
で
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
矛
盾
を
構
成
す
る
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
に
つ
い
て

は
、「
そ
れ
ら
双
方
の
規
定
が
そ
れ
ら
自
身
の
も
と
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
自
身
に
固
有
の
反
省
で
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
自
身
の
反
省
に
即
し
て
既
に
示
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
双

方
の
ど
ち
ら
も
が
本
質
的
に
は
他
方
に
お
い
て
自
分
を
仮
象
す
る
作
用
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
を
他
方
と
し
て
措
定
す
る
作
用
で
さ

え
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」（G

W
11-283

）。
つ
ま
り
矛
盾
に
お
い
て
は
、
矛
盾
す
る
反
省
諸
規
定
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
自
分
を
他
方

の
側
に
仮
象
と
し
て
示
す
は
た
ら
き
が
存
す
る
。
存
在
論
に
お
い
て
無
限
な
も
の
の
有
限
化
と
有
限
な
も
の
の
無
限
化
と
が
起
こ
る
場
合

で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
分
を
他
方
と
し
て
措
定
す
る
」
運
動
が
存
す
る
。
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
言
及
的

な
運
動
と
し
て
規
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
単
独
で
考
察
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
仮
象
が
仮
象
と
し
て
は
示
さ
れ
ず

実
在
的
な
存
在
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
う
し
て
存
在
論
の
無
限
性
に
お
い
て
、
本
質
論
で
扱
わ
れ
る
矛
盾
と
同
じ
構
造
が
示
さ
れ
る
。
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本
質
論
で
外
的
反
省
を
論
じ
る
際
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
外
的
反
省
を
も
無
限
な
も
の
に
関
連
さ
せ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
外
的
反

省
が
、
存
在
の
領
域
で
は
無
限
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
は
、
最
初
の
も
の
、
実
在
的
な
も
の
と
し
て
妥
当
し
、（
…
略

…
）
そ
し
て
無
限
な
も
の
は
、
対
抗
す
る
自
己
内
反
省
で
あ
る
」（G

W
11-253

）。
こ
の
引
用
文
で
「
無
限
な
も
の
」
は
有
限
な
も
の
に

対
立
し
、
排
他
的
な
自
己
内
還
帰
の
は
た
ら
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
箇
所
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。「
こ
の
外
的
反
省
は
、
無

媒
介
的
な
も
の
と
自
己
内
反
省
と
い
う
両
極
の
あ
る
推
論
で
あ
る
。
そ
の
推
論
が
媒
辞
と
す
る
の
は
、
双
方
の
関
係
づ
け
で
あ
る
」

（G
W
11-253

）。
こ
こ
で
言
う
「
推
論
」
は
、
両
極
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
自
己
規
定
を
行
っ
た
結
果
が
そ
の
両
極
に
反
映
さ
れ
る
ま
で
の

プ
ロ
セ
ス
を
指
す
。
無
限
な
も
の
の
有
限
化
と
有
限
な
も
の
の
無
限
化
と
の
双
方
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
自
立
的
運
動
と
し

て
叙
述
さ
れ
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
二
つ
の
規
定
を
両
極
と
す
る
も
の
こ
そ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
晩
年
に
書
き
留
め
た
無
限
な
も
の
第
三

の
規
定
「
ｃ
」、
真
無
限
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
円
と
直
線
と
い
う
二
つ
の
比
喩
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
自
己
還
帰
す
る
運
動
と
無
限
進
行
の

運
動
、
二
つ
の
相
反
す
る
運
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
自
身
の
成
り
立
ち
の
た
め
に
他
方
を
、
し
か
し
自
ら
を
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
る

他
方
を
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
我
々
は
矛
盾
を
免
れ
て
は
無
限
な
も
の
を
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」⒀

と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
「
後
期
の
」
ヘ
ー
ゲ
ル
は
無
限
性
の
構
造
と
矛
盾
の
論
理
構
造
と
を
相
互
的
な
解
明
関
係
の
も
と
に
示
す
の
で
あ
る
。
矛
盾

は
単
な
る
自
立
的
反
省
諸
規
定
の
並
存
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
規
定
相
互
の
動
的
な
相
関
関
係
で
あ
る
。
矛
盾
が
反
省

諸
規
定
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的
構
造
に
無
限
性
を
も
つ
こ
と
と
、
無
限
性
の
構
造
そ
の
も
の
も
ま
た
悟
性
の
は
た
ら
き
を
構
成
要
素
に
も
つ
自

己
矛
盾
的
構
造
で
あ
る
こ
と
の
両
方
が
、
真
無
限
の
プ
ロ
セ
ス
に
必
須
な
の
で
あ
る
⒁
。

こ
こ
で
実
際
の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
と
の
違
い
は
、
こ
の
矛
盾
な
い
し
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
構
造
を
反
省

的
に
対
象
化
す
る
こ
と
ま
で
も
含
め
て
同
一
の
連
続
的
プ
ロ
セ
ス
内
部
に
あ
る
も
の
と
見
做
し
て
よ
い
か
否
か
に
存
す
る
。
そ
こ
に
構
造
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上
の
ず�

れ�

を
見
て
異
な
る
階
層
を
区
別
す
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
無
限
な
も
の
、
あ
る
い
は
絶

対
的
な
も
の
を
自
己
構
成
の
継
続
的
プ
ロ
セ
ス
だ
と
解
し
て
い
る
」（TO

,117

）
が
、
そ
の
際
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
は
違
っ

て
、
反
省
論
理
と
い
う
も
の
は
そ
の
諸
前
提
が
そ
れ
自
身
の
諸
起
源
と
な
っ
て
い
る
総
体
性
を
十
分
完
全
に
解
明
で
き
る
の
だ
と
、
す
な

わ
ち
反
省
論
理
は
完
全
な
自
己
透
徹
性
に
ま
で
到
達
で
き
る
の
だ
と
主
張
す
る
。（
…
略
…
）
こ
れ
と
は
対
照
的
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
普

遍
要
求
を
な
し
た
ど
の
理
論
も
、
私
な
ら
そ
う
い
う
諸
理
論
を
世�

界�

と�

し�

て�

の�

世�

界�

に�

つ�

い�

て�

の�

諸�

理�

論�

と
呼
ぶ
わ
け
だ
が
、
す
べ
て
の

理
論
が
原
理
的
に
そ
も
そ
も
非
透
徹
的
な
構
造
を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
と
主
張
す
る
」（TO

,121

）。
こ
う
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル

よ
り
も
む
し
ろ
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
引
き
出
し
た
思
想
は
、「
遅�

れ�

ば�

せ�

な�

が�

ら�

の�

必�

然�

性�belated
necessity

（nachträgliche
N
ot-

w
endigkeit

）」（ibid.

）
の
思
想
と
し
て
端
的
に
示
さ
れ
る
。
な
ぜ
必
然
性
が
「
遅
れ
ば
せ
」
に
し
か
成
り
立
た
な
い
か
と
言
え
ば
、「
論

理
空
間
が
遡
及
的
にretroactively
し
か
樹
立
さ
れ
得
な
い
」（ibid.

）
か
ら
で
あ
る
。「
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
必
然
性
す
べ
て
が
遅
れ
ば
せ

の
も
も
で
あ
る
せ
い
で
反
省
は
偶
然
性
と
い
う
い
く
ぶ
ん
か
の
余
白a

certain
m
argin

of
contingency

（Spielraum
der

K
ontingenz

）

を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
と
、
主
張
す
る
。
こ
の
余
白
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
違
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
執
拗
に
克
服
（
止�

揚�aufheben

）
し
よ

う
と
は
し
な
い
」（TO

,121
f.

）。
こ
の
余
白
部
分
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
に
と
っ
て
哲
学
に
ふ
さ
わ
し
い
場
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ガ
ブ
リ

エ
ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
の
場
合
で
は
、
哲
学
は
歴
史
的
、
社
会
的
な
も
ろ
も
ろ
の
条
件
に
よ
っ
て
特
定
化
さ
れ
た
（
そ
れ
ゆ
え
閉
じ

た
）
状
況
で
こ
そ
な
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
論
と
異
論

こ
の
よ
う
に
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
自
ら
が
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
を
、
閉
じ
た
論
理
空
間
の
な
か
で
自
己
完
結
し
た
体
系
の
主
張
者
だ
と
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見
做
し
て
、
そ
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
の
な
か
で
標
的
で
あ
っ
た
も
の
は
、
ガ
ブ
リ
エ

ル
の
描
く
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
再
度
そ
の
「
ヘ
ー
ゲ
ル
」
自
身
に
つ
い
て
さ
え
も
（
開
か
れ
た
体
系
へ

の
可
能
性
が
潜
在
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
）
も
見
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
今
日
い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う

も
の
が
興
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
多
様
で
あ
り
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
や
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
な
か
か
ら
ホ

ー
リ
ズ
ム
の
受
け
入
れ
可
能
な
形
態
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
で
は
ホ
ー
リ
ズ
ム
へ
の

疑
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
通
り
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
「
陶
冶
」
に
よ
る
「
世
界
へ
の
直
接
的
関
係
」
を
不
適
切
に

主
張
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
『
心
と

世
界
』
に
よ
れ
ば
、
人
は
概
念
的
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
的
所
与
に
対
し
て
「
常
に
既
に
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
常
に

同
時
に
応
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
化
的
伝
統
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
概
念
的
能
力
は
決
し
て
自
己
内
完
結
し
た
「
摩
擦

な
き
空
回
り
」⒂
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
経
験
に
お
い
て
は
概
念
的
能
力
と
感
覚
的
所
与
と
の
相
互
的
で
同
時
的
な
交
渉
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
こ
そ
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
を
過
度
な
内
在
論
者
と
し
て
見
る
の
は
公
正
な
評
価
と
は
言

え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
な
お
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
実
在
性
す
べ
て
の
総
括
概
念
と
し
て
の
「
世
界
」
に
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
か
ら
す
れ

ば
そ
れ
が
不
明
確
で
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
依
存
し
て
い
る
と
す
る
批
判
、
つ
ま
り
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
《
無
―

世
界
》

論
か
ら
の
批
判
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。（
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
批
判
も
ま
た
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
に
よ
る
マ
イ
ケ
ル

・
ダ
メ
ッ
ト
批
判
と
し
て
の
「
慎
ま
し
い
意
味
理
論
」
と
の
類
縁
性
を
反
っ
て
際
立
た
せ
も
す
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
、
こ
の
点
は
い
つ

か
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。）

最
後
に
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
顰
み
に
倣
っ
て
私
は
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
《
無
―

世
界
》
論
に
「
異
端
的
読
み
」
を
施
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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つ
ま
り
私
は
、
普
通
そ
う
語
ら
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
「
世
界
は
存
在
す
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
し
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ガ
ブ
リ
エ
ル
自
身
が
何
度
か
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
冒
頭
部
分
を
引
き
つ
つ
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
無
媒
介
的
な
有
と
い
う
の
は
、
何
ら

の
被
規
定
性
も
介
在
し
な
い
仕
方
で
単
純
に
想
定
さ
れ
形
式
も
内
容
も
欠
い
て
い
る
点
で
無
に
等
し
い
。
但
し
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
サ
ル

ト
ル
が
『
存
在
と
無
』
で
解
釈
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
し
か
し
な
が
ら
有
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
有
る
と
い
う
こ
と
に
対
立
す
る
も
の

で
は
な
い
。
有
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
有
る
と
い
う
こ
と
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
」⒃
。
た
と
え
元
か
ら
何
も
な
か
っ
た
と
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
「
無
は
、
ま
ず
も
っ
て
立
て
ら
れ
た
有
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
か
ら
否
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」⒄
の
だ
か
ら
、
そ
の

無
は
「
遡
及
的
効
果
」⒅
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
我
々
は
「
世
界
は
存
在
す
る
」
を
前
提
し
な
け
れ
ば
「
世
界
は
存
在
し
な
い
」

と
い
う
テ
ー
ゼ
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
サ
ル
ト
ル
が
言
う
よ
う
に
、「
そ
れ
ゆ
え
世
界
の
偶
然
性
は
、
人
間
が
こ

の
偶
然
性
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
自
ら
無
の
な
か
に
身
を
置
く
限
り
で
、
人
間
存
在
にà

la
realité-hum

aine

現
れ
る
」⒆
。
そ
の
限
り
で

言
え
ば
、《
無
―

世
界
》
論
も
ま
た
世
界
概
念
が
妥
当
し
て
い
た
事
実
を
前
提
し
、
そ
の
前
提
か
ら
の
帰
結
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

《
無
―

世
界
》
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
「
世
界
」
の
実
在
性
は
、
ま
ず
も
っ
て
人
間
的
実
在
性
に
親
和
的
で
あ
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
人
間
存
在
に
よ
っ
て
自
明
視
さ
れ
て
い
た
「
世
界
」
に
懐
疑
の
目
が
向
け
ら
れ
る
瞬
間
ま
で
は
、「
世
界
は
存
在
す
る
」
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
的
自
由
が
創
造
主
に
反
抗
さ
え
で
き
る
自
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
が
そ
こ
に
生
き
る
世
界

を
人
間
自
身
が
問
い
直
す
と
き
、
す
な
わ
ち
人
間
の
形
而
上
学
的
要
求
が
現
状
の
世
界
を
本
来
そ
れ
は
別
様
に
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い

か
と
問
う
懐
疑
の
形
を
と
る
と
き
、
そ
の
偶
然
性
は
「
世
界
」
と
い
う
先
行
的
概
念
に
依
存
し
て
初
め
て
現
れ
る
。
世
界
に
つ
い
て
言
わ

れ
る
「
有
る
と
い
う
こ
と
の
無
〔
存
在
が
な
い
こ
と
〕
は
有
る
と
い
う
こ
と
の
限
界
内
で
し
か
現
れ
な
い
」⒇
の
だ
か
ら
。
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