
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
歴
史
」
と
「
自
由
」

濱

良

祐

西
洋
に
お
け
る
「
歴
史
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
と
り
わ
け
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
前
進
し
た
。
し
か
し
、
Ｗ
・
イ
ェ
シ
ュ
ケ
に
よ
れ

ば
、
こ
の
時
代
の
思
想
家
た
ち
も
「
歴
史
」
の
明
確
な
概
念
規
定
を
行
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
イ
ェ
シ
ュ
ケ
は
、「
歴
史
」
の
概
念
規

定
と
い
う
問
題
に
は
じ
め
て
取
り
組
ん
だ
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
と
し
て
い
る
⑴
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
歴
史
哲
学
」
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

講
義
録
を
通
し
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
ま
た
同

時
に
多
く
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
特
に
批
判
の
的
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
歴
史
哲
学
に
お
け
る
目
的
論
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ

ル
の
目
的
論
は
本
当
に
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
や
ポ
パ
ー
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
自
由
を
否
定
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
歴
史
性
の
意
義
を
問
い
直
し
、
目
的
論
を
含
む
歴
史
哲
学
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
の
哲
学
に
と
っ

て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
章
で
は
ま
ず
、
イ
エ
ー
ナ
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
思
想
展
開
を
確
認
し
、

そ
こ
で
の
歴
史
性
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
歴
史
哲
学
講
義
」
か
ら
、
歴
史
を
哲
学
の

対
象
と
す
る
こ
と
の
意
義
と
問
題
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
第
三
章
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
歴
史
哲
学
（
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
主
義
」）
と

の
関
係
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
普
遍
的
に

妥
当
す
る
も
の
を
見
出
し
う
る
か
、
と
い
う
歴
史
哲
学
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
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第
一
章

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
歴
史
性
」

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
的
発
展
に
お
い
て
、「
歴
史
性
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
現
れ
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
言
う
「
歴
史
性
」
と
は
、
単
に
現
実
に
生
じ
た
歴
史
的
出
来
事
や
思
想
の
展
開
を
叙
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
思
考
の
「
歴

史
性
」
と
は
、
時
代
の
変
遷
を
何
ら
か
の
本
質
的
な
目
標
へ
と
向
か
う
過
程
と
み
な
し
、
そ
の
過
程
の
う
ち
に
必
然
性
を
見
出
す
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
「
歴
史
」
が
主
題
的
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。

１
．「
歴
史
性
」
の
現
れ

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
歴
史G

eschichte

」
と
い
う
語
を
含
む
講
義
を
た
び
た
び
行
っ
て
い
る
。「
哲
学
史G

eschichte
der

Philosophie

」

は
、
一
八
〇
五
／
〇
六
年
冬
学
期
の
イ
エ
ー
ナ
で
の
講
義
を
始
め
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
二
回
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
ベ
ル
リ
ン
で

は
こ
の
講
義
が
７
回
告
知
さ
れ
て
い
る
⑵
。「
世
界
史
の
哲
学Philosophie

der
W
eltgeschichte

」
の
講
義
は
、
一
八
二
二
／
二
三
年
の

冬
学
期
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
が
没
す
る
ま
で
、
五
回
行
わ
れ
た
⑶
。
こ
う
し
た
外
面
的
な
実
情
か
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
「
歴

史
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
思
考
の
「
歴
史
性
」
は
イ
エ
ー
ナ
初
期
に
現
れ
始
め
た
。「
差
異
論
文
」（
一
八
〇
一
年
）
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
近
代
を
「
分
裂
」
の
時
代
で
あ
る
と
診
断
し
、
こ
の
「
分
裂
」
が
克
服
さ
れ
、「
生
」
の
統
合
を
回
復
す
る
こ
と
が
、「
哲
学
の
欲

求
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
哲
学
が
打
ち
立
て
て
き
た
、「
精
神
と
物
質
、
霊
魂
と
身
体
、
信
仰
と
悟
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性
、
自
由
と
必
然
性
等
々
」
と
い
っ
た
対
立
の
諸
形
式
は
、
い
ま
や
「
絶
対
的
な
主
観
性
と
絶
対
的
な
客
観
性
と
の
対
立
」
へ
と
移
行
し

て
お
り
、
こ
の
対
立
の
廃
棄
が
理
性
（
哲
学
）
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（G

W
4,12

ff.

）。

「
差
異
論
文
」
に
お
け
る
「
歴
史
性
」
は
、
単
に
現
実
に
起
こ
っ
た
歴
史
的
出
来
事
や
思
想
に
な
ぞ
ら
え
て
論
を
展
開
す
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
新
し
く
始
ま
る
時
代
を
先
行
す
る
時
代
状
況
か
ら
の
帰
結
と
み
な
す
こ
と
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
分
裂
」

が
極
限
に
達
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
新
た
な
時
代
の
哲
学
は
必
然
的
に
「
分
裂
」
の
廃
棄
へ
と
向
か
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヘ

ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〔
…
‥
〕
必
然
的
な
分
裂
は
生
の
一
要
因
で
あ
り
、
生
は
永
遠
に
対
立
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
も
生
き
生
き
と
し
た
全
体
性
は
、
最
高
の
分
裂
か
ら
の
回
復
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」（G

W
4,13

f.

）。
た

だ
し
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
時
代
の
遷
移
の
う
ち
に
必
然
性
を
見
出
し
て
は
い
る
も
の
の
、「
歴
史
」
を
発
展
的
な
も
の
と
捉
え
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
た
し
か
に
「
分
裂
」
の
生
成
と
そ
の
廃
棄
は
全
体
に
「
生
」
を
も
た
ら
す
運
動
で
あ
り
、
そ
の
運
動
の

目�

標�

は
「
絶
対
者
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
運
動
の
終�

わ�

り�

は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

翌
年
の
「
自
然
法
論
文
」（
一
八
〇
二
／
〇
三
年
）
で
も
同
様
の
歴
史
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
人
倫
の
全
体
性
あ
る
い

は
「
絶
対
的
人
倫
」
は
、「
有
機
的
自
然
」
と
「
非
有
機
的
自
然
」
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
個
人
の

生
命
の
犠
牲
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
共
同
体
で
あ
り
、
後
者
は
「
所
有
と
法
の
体
系
」、
す
な
わ
ち
個
別
者
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と
し
て

振
る
舞
う
社
会
的
・
法
的
な
相
関
関
係
で
あ
る
（G

W
4,449

ff.
）。
こ
の
両
側
面
が
い
か
に
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
「
絶
対
的
人
倫
」
が
自
ら
を
犠
牲
に
供
す
る
運
動
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「
絶
対
的
な
も
の
は
永
遠
に
自
ら
を
客
観
的
な
あ
り
方
の

う
ち
へ
と
生
み
出
し
、
そ
れ
と
と
も
に
自
ら
の
こ
う
し
た
形
態
の
う
ち
で
自
ら
を
苦
悶
と
死
に
委
ね
、
そ
の
亡
骸
の
灰
の
中
か
ら
自
ら
を

高
揚
さ
せ
て
輝
か
し
い
も
の
に
す
る
」（G

W
4,458

f.

）。
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
人
倫
」
は
、
共
同
体
の
有
機
的
一
体
性
を
破
壊
し
か
ね

な
い
非
有
機
的
な
相
関
を
自
ら
で
生
み
出
し
、
両
「
自
然
」
の
間
の
対
立
・
抗
争
を
も
っ
て
自
ら
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
し
て
現
象
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さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
し
た
運
動
を
、「
人
倫
的
な
も
の
に
お
い
て
絶
対
的
な
も
の
が
永
遠
に
自
分
自
身
と
と
も
に
演
じ

る
悲
劇
の
上
演
」（G

W
4,458

）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
運
動
が
「
永
遠
に
」
行
な
わ
れ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。「
永
遠
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
終
着
点
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
歴
史
」
が
何
ら
か
の
目
標
へ
と
向

か
う
「
過
程
」
と
し
て
で
は
な
く
、
純
然
た
る
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
こ
の
「
永

遠
」
の
運
動
が
「
絶
対
的
な
も
の
」
を
構
成
な
い
し
は
産
出
す
る
人
間
理
性
の
運
動
⑷
で
は
な
く
、「
絶
対
的
な
も
の
」
自
身
の
運
動
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
の
う
ち
に
は
、『
精
神
現
象
学
』
以
降
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、「
精
神
の
自
己
外
化
」
論
の
端
緒
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
．「
歴
史
性
」
の
展
開

「
歴
史
」
の
う
ち
に
永
遠
の
運
動
だ
け
で
は
な
く
、
全
体
を
通
じ
た
上
昇
的
な
軌
道
が
は
っ
き
り
と
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

一
八
〇
五
／
〇
五
年
の
「
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想
Ⅲ
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
草
稿
に
お
い
て
は
古
代
の
人
倫
と
近
代
の

人
倫
の
相
違
が
明
確
に
さ
れ
、
後
者
が
よ
り
高
次
の
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
国
家
体
制

C
onstitution

」
を
構
成
す
る
諸
機
関
に
つ
い
て
素
描
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
が
近�

代�

の�

よ�

り�

高�

次�

の�

原�

理�

で
あ
り
、
古�

代�

の�

人�

々�

、
そ
し
て
プ�

ラ�

ト�

ン�

は
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
│
│
古
代
で
は
美�

し�

い�

公
共
的
な
生
活
が
万
人
の
習
俗
で
あ
り
│
│
普
遍
的
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
の
直
接
の
統
一
は
美
し
い
も
の
で
あ
り
、〔
い
わ

ば
〕
芸
術
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
の
芸
術
作
品
の
う
ち
で
は
全
体
か
ら
い
か
な
る
部
分
も
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
に
は
自

ら
を
知
る
自
己
と
そ
の
現
示
と
の
こ
う
し
た
統
一
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
個
別
者
が
自
分
自
身
を
絶
対
的
に
知
る
こ
と
、
こ
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う
し
た
絶
対
的
な
自
己
内
存
在
は
現
前
し
て
い
な
か
っ
た
。〔
…
…
〕
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
そ
の
直
接
的
定
在
に
お
け
る
諸
個
人

の
外
的
、
現
実
的
自
由
は
失
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
の
内
的
自
由
、
思
想
の
自
由
は
保
存
さ
れ
る
」（G

W
8,263

f.

）。

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
古
代
の
人
倫
的
共
同
体
の
美
し
さ
を
語
り
つ
つ
も
、
は
っ
き
り
と
近
代
の
人
倫
的
国
家
の
方
を
よ
り
発
展
し
た
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
近
代
が
自
立
的
な
個
人
の
時
代
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
も
、
諸
個
人
の
統
合
を

論
じ
る
際
に
は
古
代
の
ポ
リ
ス
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
共
同
体
像
に
依
拠
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
自
立
的
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
新
し
い
人
倫
の
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
こ
で
は
、
近
代
に
固
有
の
「
自
由
」
の
展
開
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
よ
り
高
次
の
原
理
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
近
代
的
な
諸
個
人
の
意
識
で
あ
る
。

「
よ
り
高
次
の
分
裂
と
は
、
各
人
が
完
全
に
自
ら
の
う
ち
へ
と
還
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の
自�

己�

そ�

の�

も�

の�

を
本
質
と�

し�

て�

知

る
こ
と
で
あ
り
、
定
在
す
る
普
遍
的
な
も
の
か
ら
分
離
し
て
い
な
が
ら
そ
れ
で
も
絶
対
的
に
存
在
し
、
自�

ら�

の�

知�

の�

う�

ち�

に�

絶�

対�

的�

な�

も�

の�

を�

直�

接�

的�

に�

占�

有�

し�

て�

い�

る�

と
い
う
我
意
に
達
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（G

W
8,262

）。

た
し
か
に
、「
分
裂
」
と
い
う
時
代
認
識
は
「
差
異
論
文
」
に
す
で
に
現
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
「
分
裂
」
と
「
分
裂
の
廃
棄
」

を
繰
り
返
す
運
動
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
分
裂
を
通
し
て
よ
り
高
次
の
、
新
し
い
統
合
の
生
成
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。さ

ら
に
、
こ
の
草
稿
の
最
後
に
は
、〈
歴
史
哲
学
〉
が
精
神
の
最
終
的
な
発
展
段
階
と
し
て
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
世
界
史

そ
の
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
非
常
に
手
短
に
世
界
史
の
哲
学
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
世
界
史
」
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に
お
い
て
哲
学
的
精
神
は
自
ら
を
、「
自�

然�

と
、
自�

己�

に�

つ�

い�

て�

の�

知�

」
あ
る
い
は
「
世
界
と
人
間
」
へ
と
二
分
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の

二
分
化
か
ら
人
間
の
「
行�

為�

」
を
通
し
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
（G

W
8,276

f.

）。
そ
し
て
こ
の
還
帰
し
た
精
神
に
お
い
て
、「
自
然
と

精
神
」
の
統
一
、
言
い
換
え
れ
ば
「
世
界
と
人
間
」
の
統
一
が
、
一
つ
の
現
実
的
な
「
知
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
哲
学

の
「
歴
史
性
」
と
は
、
哲
学
が
歴
史
の
必
然
性
を
見
通
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
哲
学
自
身
も
歴
史
の
う
ち
で
分
裂
と
統
一
の
運

動
を
展
開
し
て
い
く
、
と
い
う
意
義
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

歴
史
哲
学
と
目
的

本
章
で
は
、
歴
史
を
哲
学
の
対
象
と
す
る
こ
と
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』⑸
を
中
心
的

に
検
討
す
る
。
ま
ず
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
歴
史
を
語
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。
次
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル

歴
史
哲
学
の
中
心
概
念
と
し
て
「
理
性
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
あ
と
で
歴
史
的
理
性
の
「
目

的
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最
後
に
は
、
有
名
な
「
理
性
の
詭
計
」
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
歴
史
哲
学
に
お
け

る
自
由
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

１
．「
歴
史
」
の
取
り
扱
い
方

こ
の
講
義
録
で
は
じ
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
の
取
り
扱
い
方
の
分
類
で
あ
る
。
歴
史
の
取
り
扱
い
方
は
「（
ａ
）
根
本
的

歴
史
」「（
ｂ
）
反
省
的
歴
史
」「（
ｃ
）
哲
学
的
歴
史
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
視
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
歴
史
の
語
り
手
が
誰
で
あ
る
か
、
歴
史
が
何
の
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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「（
ａ
）
根
本
的
歴
史
」
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
と
い
っ
た
歴
史
家
た
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
家
自
身
も
関
わ
っ

た
行
為
、
事
件
、
情
勢
な
ど
を
記
述
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
歴
史
を
描
き
出
す
者
自
身
の
精
神
と
、
描
き
出
さ
れ
る
諸
々
の

歴
史
的
行
為
の
精
神
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「（
ｂ
）
反
省
的
歴
史
」
は
、「
そ
の
叙
述
が
時
間
の
関
係
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
精
神
の
点
で
現
在
を
超
越
す
る
よ
う
な
歴
史
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
四
つ
の
小
分
類
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
う
ち
で
も

「
実
用
的
歴
史
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
は
重
要
で
あ
る
。
歴
史
の
取
り
扱
い
方
が
「
実
用
的
」
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
例
え
ば
そ
れ
が
「
道
徳
的
教
訓
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、「
各
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
境
遇

を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
極
め
て
個
々
特
殊
な
状
態
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
各
状
態
の
中
で
各
状
態
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。〔
…
…
〕
色
褪
せ
た
回
想
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
現
在
の
生
命
と
自
由
に
対
し
て
は
何
の
力
も
持
た
な
い
」（V

PG
17

）、
と
ヘ

ー
ゲ
ル
は
批
判
し
て
い
る
。
歴
史
を
語
る
者
も
ま
た
特
殊
な
歴
史
状
況
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
別
の
時
代
の
特
殊
な

歴
史
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
事
柄
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
単
に
歴
史
家
の
恣
意
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
特
殊
状
況
に
置
か
れ
た
中
で
も
、「
現
に
あ
る
こ
と
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
」（V

PG
20

）、
思
弁
の
力
に
よ
っ
て
歴
史
全
体

の
必
然
的
連
関
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
、「（
ｃ
）
哲
学
的
歴
史
」
す
な
わ
ち
「
歴
史
哲
学
」
で
あ
る
。
だ
が
、
一
般
に
は
「
哲
学
の
仕

事
は
歴
史
が
従
事
し
て
い
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
」（V

PG
20

）。
な
ぜ
な
ら
、「
歴
史
」
と
は
本
来
、「
現
に
あ
る
も
の
、

ま
た
以
前
に
あ
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
諸
々
の
出
来
事
と
行
為
と
を
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
所
与
に
置
け

ば
置
く
だ
け
、
そ
れ
だ
け
本
当
の
ま
ま
で
あ
り
う
る
」（V

PG
20

）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
歴
史
哲
学
」
は
そ

も
そ
も
、
そ
の
成
立
可
能
性
に
つ
い
て
の
弁
明
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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２
．「
理
性
」
の
思
想

こ
う
し
た
「
歴
史
」
の
立
場
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
哲
学
が
提
供
し
う
る
唯
一
の
思
想
」
と
し
て
の
「
理
性
」
の
思
想
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
理
性
は
す
べ
て
の
現
実
態
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
そ
こ
に
お
い
て
存
在
と
存
立
を
持
つ
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
」（V

PG
21

）。
こ
こ
で
の
「
理
性
」
は
、
単
に
人
間
個
人
が
も
つ
思
惟
能
力
で
は
な
く
、
い
わ
ば
歴
史
的
世
界
の
「
実
体
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
の
中
で
現
に
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
が
、「
理
性
」
の
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
理
性
は
自
分
を
糧
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
自
身
が
自
分
の
加
工
の
た
め
の
材
料
で
あ
る
。
理
性
が
理
性
自
身
の
前
提
で
あ
り
、

絶
対
的
な
究
極
目
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
自
身
で
そ
の
究
極
目
的
の
実
行
で
も
あ
り
、
そ
れ
自
身
が
そ
の
内
面
か
ら
│
│

世
界
史
の
中
で
│
│
自
然
界
だ
け
で
は
な
く
ま
た
精
神
界
の
現
象
の
中
で
も
、
究
極
目
的
を
生
み
出
す
も
の
で
も
あ
る
」（V

PG

21

）。

こ
の
理
性
の
「
究
極
目
的
」
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
論
じ
る
こ
と
に

し
て
、
ま
ず
は
こ
の
「
理
性
の
思
想
」
に
関
し
て
、「
哲
学
」
と
「
歴
史
」
の
立
場
の
相
違
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
理
性
」
に
つ
い
て
の
「
確
信
と
洞
察
は
、
歴
史
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
一
般
に
一
個
の
前
提
で
あ
る

が
、
哲
学
そ
の
も
の
の
中
に
あ
っ
て
は
何
ら
前
提
で
は
な
い
」（V

PG
20

）。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
、「
ま
だ
哲
学
に
通
じ
て
い
な
い

聴
衆
」
に
も
、「
せ
め
て
理
性
に
対
す
る
信
念G

lauben

を
い
だ
き
〔
…
…
〕
こ
の
世
界
史
の
講
義
に
臨
む
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
る

（V
PG
21

）。
つ
ま
り
、「
理
性
」
の
思
想
は
「
哲
学
」
の
立
場
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
歴
史
」
の
立
場
で
は
証
明
さ
れ
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ざ
る
前
提
と
し
て
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
二
つ
の
立
場
の
相
違
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

弁
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
来
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
信
念
は
前
も
っ
て
要
求
す
べ
き
で
は
な
く
」、「
理
性
」
の
思
想
は
「
単
に
前
提
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
〔
…
…
〕
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
か
ら
行
う
考
究
の
成
果
と
し
て
み
る
べ
き
」
で
あ
る
、
と
（V

PG
22

）。
し
た
が
っ

て
、
ま
ず
は
「
歴
史
」
の
立
場
に
お
い
て
「
理
性
」
が
現
実
の
根
拠
で
あ
る
と
信�

じ�

る�

こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
の
ち
に
「
哲
学
」
に
よ

っ
て
理
性
が
現
実
の
根
拠
で�

あ�

る�

こ
と
が
証
明
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
ぜ
、「
理
性
」
の
思
想
を
前�

提�

と
し
て

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
歴
史
の
「
目
的
」

右
の
引
用
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
理
性
」
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
世
界
の
「
究
極
目
的
」
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
世
界
史
は
こ
の
「
理
性
」
の
運
動
の
叙
述
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い

る
。「
世
界
史
の
精
神
と
そ
の
発
展
過
程
は
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
」（V

PG
29

）。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
世
界
史
の
実

体
が
「
理
性
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
運
動
の
現
れ
が
精
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
己
目
的
的
に
活
動
す
る
精
神
的
実
体
を
根
底
に
据
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
観
は
、
こ
れ
ま
で
に
た
び
た
び
批
判
さ
れ
て

き
た
。
そ
う
し
た
歴
史
観
に
対
す
る
最
も
辛
辣
な
批
判
者
の
一
人
が
Ｋ
・
ポ
パ
ー
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
本
質
主
義
か
ら
帰
結
す
る
「
歴
史
信
仰H

istoricism
」
と
呼
ん
で
い
る
⑹
。『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵
』
で
ポ
パ
ー
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
的
実
体
に
つ
い
て
の
考
え
も
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
国
家
を
有
機
体
と
し
て
捉
え
、
そ
の

本
質
を
集
団
的
な
民
族
精
神
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
集
団
主
義
的
な
」
立
場
か
ら
、
歴
史
を
発
展
過
程
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
場
合
に

は
、
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
と
い
う
。「
民
族
の
精
神
が
民
族
の
隠
さ
れ
た
歴
史
的
運
命
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、「
存
在
に
現
れ
出
る
こ
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と
」
を
欲
す
る
す
べ
て
の
民
族
は
、「
歴
史
の
舞
台
」
へ
と
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
他
の
民
族
と
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
個
性
と
魂
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、〔
そ
こ
で
の
〕
闘
争
目
的
は
世
界
支
配
な
の
で
あ
る
」⑺
。
な
ぜ
な
ら
、
ポ
パ

ー
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
弁
証
法
」
に
お
い
て
、「
統
一
も
し
く
は
同
一
性
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
対
立
物
の
間
の
闘
争
に
よ

っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
述
べ
る
精
神
の
「
究
極
目
的
」
を
「
統
一
も
し
く
は
同
一
性
」
で

あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
⑻
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
精
神
の
本
質
は
「
自
由
」
で
あ
る
。「
自
由
」
は
精
神
に
と
っ
て
単
な
る
属
性
で
は
な
く
、
精
神
の
あ

ら
ゆ
る
属
性
が
そ
の
た
め
の
手�

段�

と
な
る
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（V

PG
30

）。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
お
よ
び
理
性
の
目
的
と
は
、

「
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
精
神
は
統
一
態
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、（
少

な
く
と
も
「
イ
エ
ー
ナ
体
系
構
想
Ⅲ
」
以
降
は
⑼
）
統
一
そ
の
も
の
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
統
一
は
、
よ
り
高
次
の
自

由
の
実
現
で
あ
る
限
り
で
の
み
、
そ
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
精
神
の
目
的
が
他
な
ら
ぬ
「
自
由
」
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
の
目
的
論
は
正
当
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

精
神
の
「
自
由
」
と
は
、
自
身
の
外
に
で
は
な
く
「
自
分
自
身
の
も
と
に
あ
る
こ
とB

ei-sich-selbst-sein

」（V
PG
30

）、
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
精
神
は
世
界
史
の
う
ち
で
、
様
々
な
具
体
的
形
態
と
し
て
自
分
自
身
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
の
形
態
を
自
分
自
身
で
あ
る
と

認
識
す
る
。
こ
の
認
識
の
主
体
は
精
神
で
あ
る
が
、
精
神
は
歴
史
に
お
い
て
現
れ
る
個
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
ま
ず
東
洋
人
は
一�

人�

の
者
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に

対
し
て
ギ
リ
シ
ア
人
と
ロ
ー
マ
人
は
少�

数�

の
も
の
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
わ�

れ�

わ�

れ�

は
す�

べ�

て�

の
人

間
が
本
来
自
由
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
が
人
間
と
し
て
自
由
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」（V

PG
32

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
精
神
の
「
自
由
」
の
認�

識�

主
体
は
、
常
に
各
時
代
の
諸
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
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こ
こ
で
は
現
に
自
ら
を
自
由
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
者
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
世
界
史
は
自
由
の
意
識
の
進
歩
」（V

PG
32

）

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
が
「
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
各
個
人
が
自
ら
を
「
自
由
」
で
あ

る
と
認
識
す
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
歴
史
哲
学
の
課
題
も
こ
こ
に
存
す
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
が
自

ら
の
自
由
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
歴
史
」
の
中
で
の
人
間
の
「
自
由
」
の
進
歩
を
見
出
し
、
自
ら
の
「
自
由
」
の
あ
り
方
を
知

る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

４
．
歴
史
に
お
け
る
個
人

世
界
史
の
「
実
体
」
が
理
性
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
「
歴
史
」
の
諸
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
人
間
の
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
理
性
」
が
世
界
に
お
い
て
自
ら
を
実
現
す
る
の
は
、
諸
々
の
個
人
の
行
為
を
通
し
て
で
あ
る
。
人
間
は
当
然
、
自
ら
の
特
殊
な
目
的
を

実
現
し
よ
う
と
し
て
行
為
す
る
。
し
か
し
、
個
人
の
行
為
は
必
ず
し
も
そ
の
目
的
を
遂
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ

う
し
た
場
合
で
も
「
理
性
」
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。「
特
殊
的
な
も
の
は
、
互
い
に
闘
争
し
て
、
一
方
が
没
落
し
て
い
く
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
」。
理
性
は
、
特
殊
的
な
行
為
の
対
立
や
闘
争
の
背
後
に
控
え
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
理
性
は
そ
う
し
た
個
人
の
行
為
を

通
し
て
自
ら
を
実
現
し
さ
え
す
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
理
性
の
詭
計List

der
V
ernunft

」
と
呼
ん
で
い
る
（V

PG
49

）。
さ

ら
に
別
の
箇
所
で
は
、
諸
個
人
の
「
無
数
の
意
欲
、
関
心
、
活
動
性
は
世
界
精
神
が
自
ら
の
目
的
を
達
成
し
、
そ
の
目
的
を
意
識
に
の
ぼ

ら
せ
て
実
現
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
手
段
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
諸
個
人
は
世
界
精
神
の
目
的
を
「
無
意
識
に
実
現
す
る
」

と
言
わ
れ
て
い
る
（V

PG
40

）。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
語
る
「
理
性
」
と
諸
個
人
の
行
為
の
こ
う
し
た
関
係
は
、
多
く
の
批
判
者
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
の
批
判
者
の
一
人
で

あ
る
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
「
世
界
理
性
」
を
「
歴
史
の
あ
や
つ
り
人
形
の
指
揮
者
」⑽
で
あ
る
と
し
、
そ
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の
「
世
界
理
性
」
の
「
現
象
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
個
人
の
自
由
は
「
あ
や
つ
り
人
形
の
見
せ
か
け
の
自
由
」⑾
で
し
か
な
い
と
批
判
し

て
い
る
。
も
し
も
「
理
性
」
の
目
的
が
、
諸
個
人
と
そ
の
行
為
に
対
し
て
な
ん
の
関
連
も
な
い
と
し
た
ら
、
諸
個
人
は
自
ら
の
ま
っ
た
く

あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
「
理
性
」
に
協
力
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
行
為
は
自
由
と
は
み
な
し
え
な
く
な

り
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
批
判
は
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
理
性
」
の
目
的
と
は
「
自

由
」
の
実
現
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
諸
個
人
の
自
由
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
理
性
の
詭
計
」
と
い
う
術
語
は
『
大
論
理
学
』
の
目
的
論
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
主
体
が
あ
る
目
的
を
も
っ
て
直
接
に
客
体
を
手

段
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
手
段
を
介
し
て
他
の
も
の
を
規
定
す
る
こ
と
は
「
暴
力
」
と
み
な
さ
れ
る
。
後
者
の
よ
う
に
、
客

体
と
の
間
に
別
の
客
体
を
差
し
入
れ
て
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
、「
理
性
の
詭
計
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
体
に
対
し
間
接

的
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
「
詭
計
」
で
あ
る
⑿
。
だ
が
こ
れ
が
「
詭
計
」
と
呼
ば
れ
う
る
の
は
、「
目
的
が
客
体
と
は
ま
っ
た
く
別
の
本

性
を
持
ち
、
二
つ
の
客
体
も
同
じ
く
互
い
に
自
立
的
な
全
体
で
あ
る
か
ぎ
り
」
で
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
主
体
と
客
体
と
が
外�

的�

な
目
的
関

係
に
あ
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
の
自
由
と
諸
個
人
の
自
由
が
内�

的�

に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
「
歴

史
哲
学
」
の
目
的
論
に
関
し
て
は
、「
詭
計
」
は
適
切
な
表
現
で
は
無
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
⒀
。
で
は
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で

「
理
性
の
詭
計
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、「
歴
史
」
的
人
間
が
あ
く
ま
で
特
殊
な
状
況
に
投
げ
出
さ
れ
、
特
殊
的
な
事
柄
だ
け
し
か
知
ら
ず
、
特
殊
的
な

事
柄
だ
け
を
意
欲
す
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
（V

PG
41
f.

）。
行
為
者
と
し
て
の
個
人
は
、
こ
の
制
約
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
特
殊
な
目
的
を
立
て
て
行
為
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
「
自
分
が
意
欲
し
た
も
の
と
は

違
っ
た
」
結
果
も
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（V

PG
42
f.

）。
と
い
う
の
は
、
自
然
の
中
で
何
ら
か
の
も
の
が
作
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の

作
ら
れ
た
も
の
が
他
の
諸
事
物
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
社
会
の
中
で
生
き
る
人
間
の
行
為
も
ま
た
、
自
ら
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の
特
殊
な
目
的
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
結
果
を
社
会
の
う
ち
に
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
を
め
ぐ
る
こ

う
し
た
事
態
は
、
普
遍
的
理
性
が
背
後
に
控
え
て
い
る
か
い
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
可
避
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
歴
史
哲
学

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
理
性
の
詭
計
」
と
は
、
個
人
の
行
為
を
「
あ
や
つ
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
個
人
を
「
勝
手
に
活
動
さ
せ
て
お
く

für
sich

w
irken

läßt

」
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
理
性
」
が
個
人
の
行
為
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個

人
が
自
ら
の
行
為
を
通
し
て
普
遍
的
な
事
柄
に
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
「
理
性
の
詭
計
」
と
は
、「
理
性
」
と
個
人
の
間
の
、
歴
史
哲
学
に
と
っ
て

望�

ま�

し�

く�

な�

い�

関
係
を
呈
示
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
が
こ
う
い
っ
た
全
く

外
面
的
な
意
味
で
理
性
目
的
の
手
段
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
人
間
は
理
性
目
的
を
充
た
す
と
同
時
に
、
ま
た
こ
の
理
性
目

的
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
内
容
上
は
理
性
目
的
と
異
な
る
自
分
の
個
別
的
目
的
を
満
足
さ
せ
る
。
し
か
し
、
ま
た
進
ん
で
、
こ
の
理
性
目

的
そ
の
も
の
に
関
与
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
人
間
は
自
己
目
的
な
の
で
あ
る
」（V

PG
50

）。
こ
の
よ
う
に
「
理
性
」
と
人
間
が

目
的
を
通
し
て
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
的
な
目
的
関
係
で
あ
る
「
理
性
の
詭
計
」
は
生
じ
え
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
に
自
ら
の
目
的
を
考
慮
し
、
そ
の
う
え
で
行
為
を
通
し
て
自
ら
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
、
ヘ
ー

ゲ
ル
に
お
け
る
人
間
の
「
自
由
」
な
の
で
あ
る
。

２
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
最
初
に
「
理
性
」
の
思
想
を
「
前
提
」
と
す
る
こ
と
を
求
め
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
を
た

だ
ち
に
訂
正
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
人
間
存
在
を
両
義
的
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人

間
は
一
方
で
は
、「
歴
史
」
の
特
殊
な
段
階
の
う
ち
に
あ
り
、
特
殊
的
な
諸
制
限
の
中
で
生
き
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
の
人
間
に
は
、「
理

性
」
は
超
歴
史
的
な
原
理
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
特
殊
な
立
場
に
お
け
る
判
断
で
は
、
理
性
の
自
己
目
的
性
が
捉
え
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
他
方
で
人
間
は
「
哲
学
」（
理
性
的
認
識
）
に
よ
っ
て
外
的
合
目
的
的
な
関
係
を
内
的
合
目
的
的
な
関
係
へ
と
転
換
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
す
な
わ
ち
、「
理
性
」
が
歴
史
の
諸
段
階
の
う
ち
に
内
在
す
る
実
体
で
あ
り
、
各
個
人
の
目
的
と
連
関
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
認
識
は
、
人
間
を
即
自
的
に
す
ぎ
な
い
「
原
理
」
や
、「
理
性
の
詭
計
」
と
い
っ
た
人
間
の
自
由
を
脅
か
す
表
象
を
廃
棄
し
う
る
の

で
あ
る
。「
理
性
」
の
思
想
は
こ
う
し
た
認
識
に
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
前
提
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
人

間
を
不
自
由
へ
と
導
き
か
ね
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
歴
史
哲
学
」
に
対
す
る
誤
解
の
多
く
は
、
歴
史
を
哲
学
的
に
認
識
す
る
こ
と
の
困
難

さ
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
「
歴
史
主
義
」
の
問
題
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

本
章
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
に
登
場
し
た
と
さ
れ
る
「
歴
史
主
義
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
歴
史
性
の
意
義
を
明
ら

か
に
し
た
い
。
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
主
義
」
は
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
受
け
継
が
れ
た
歴
史
の
理
論
的
な
体

系
化
の
理
論
が
「
そ
の
信
頼
性
を
喪
失
す
る
」
こ
と
で
、「
歴
史
主
義
」
が
発
生
し
た
⒁
。
こ
の
「
歴
史
主
義
」
へ
の
批
判
者
と
し
て
知

ら
れ
る
現
代
の
哲
学
者
の
一
人
が
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
自
然
権
と
歴

史
』⒂
か
ら
、「
歴
史
主
義
」
の
問
題
性
を
い
く
つ
か
の
論
点
に
分
け
て
考
察
す
る
。
次
に
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
論
点
に
し
た
が
っ
て
ヘ

ー
ゲ
ル
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
歴
史
哲
学
の
差
異
に
つ
い
て
検
討
し
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
固
有
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

１
．「
歴
史
主
義
」
批
判

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
『
自
然
権
と
歴
史
』
の
最
初
の
章
を
諸
々
の
「
歴
史
主
義
」
的
立
場
へ
の
批
判
に
あ
て
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が

「
自
然
権
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
時
代
に
制
約
さ
れ
状
況
づ
け
ら
れ
た
特
殊
な
規
範
で
は
な
く
、
正
・
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不
正
に
関
す
る
超
歴
史
的
で
普
遍
的
な
真
理
で
あ
る
。
人
間
は
通
常
、
あ
る
特
殊
な
生
活
様
式
や
慣
習
に
基
づ
い
て
制
度
化
さ
れ
た
「
実

定
的
な
法
／
権
利R

echt

」
に
し
た
が
っ
て
社
会
的
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
個
人
の
行
為
の
正
・
不
正
は
そ
う
し
た
「
実
定
的
な
法
／
権

利
」
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
自
然
権
の
探
求
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
あ
る
特
定
の
自
然
権
思
想
の
再
興
に
で
は

な
く
、
な
に
よ
り
も
〈
普
遍
的
な
正
義
の
原
理
の
可�

能�

性�

そ�

の�

も�

の�

が
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
〉、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
自
然
権
」
の
よ
う
な
普
遍
的
な
真
理
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
我
々
は
、
我
々
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
慣
習
や

正
義
の
観
念
を
有
す
る
社
会
や
文
化
に
対
し
て
、
影
響
を
与
え
る
（
場
合
に
よ
っ
て
は
干
渉
す
る
）
た
め
の
ど
ん
な
合
理
的
な
根
拠
も
持

た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
普
遍
的
な
正
義
の
原
理
の
可
能
性
そ
の
も
の
〉
を
否
定
す
る
立
場
と
し
て
、
シ

ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
「
歴
史
主
義
」
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
そ
の
批
判
の
論
点
を
整
理
し
、
検
討
す
る
。

（
ａ
）
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
始
め
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
実
証
的
な
歴
史
学
の
観
点
か
ら
「
自
然
権
」
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
歴
史
を
通
し
て
普
遍
的
に
妥
当
し
て
い
た
正
義
の
原
理
は
現�

に�

存�

在�

し�

て�

こ�

な�

か�

っ�

た�

の
だ
か
ら
、

「
自
然
権
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、「
正
の
観
念
の
多
様
性
を
知

る
こ
と
は
、
ま�

さ�

に�

自
然
権
の
探
求
へ
の
誘
因
そ�

の�

も�

の�

で
あ
る
」
と
述
べ
る
（N

H
10

）。
す
な
わ
ち
、
歴
史
上
無
限
に
多
様
な
正
・

不
正
の
観
念
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
ど
れ
も
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
こ

と
か
ら
人
間
は
、
超
歴
史
的
な
原
理
の
探
求
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、「
自
然
権
」
の

探
求
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
中
心
的
な
確
信
の
一
つ
で
あ
る
。

（
ｂ
）〈
歴
史
的
な
も
の
〉
と
〈
超
歴
史
的
な
も
の
〉
と
い
う
枠
組
み
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
古
典
古
代
に
お
け
る
「
人
為

nom
os

」
と
「
自
然physis

」
の
区
別
以
来
の
も
の
で
あ
る
（N

H
11

）。
こ
の
枠
組
に
お
い
て
は
「
哲
学
」
は
、「
人
為
」
か
ら
隔
絶
し

た
「
自
然
」（「
自
然
権
」）
を
洞
察
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
枠
組
み
に
対
し
て
「
歴
史
主
義
」
の
あ
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る
立
場
は
、「
哲
学
」
で
す
ら
も
実
際
に
は
ド
ク
サ
的
「
洞
窟
」
に
留
ま
っ
て
い
る
と
み
な
す
（N

H
12

）。
な
ぜ
な
ら
「
歴
史
主
義
」

は
、〈
永
遠
な
る
も
の
〉
は
ど
ん
な
人
間
に
も
把
握
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
そ
の

理
由
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
生
じ
た
「
過
去
と
の
暴
力
的
断
絶
」
に
対
す
る
保
守
的
な
反
動
を
挙
げ
て
い
る
。「
歴
史
主
義
」

は
普
遍
的
原
理
の
存
在
を
否
定
し
、
す
べ
て
を
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
自
然
」
と
い
う
哲
学
的

認
識
の
領
域
を
、
理
論
的
に
完
全
に
放
棄
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
立
場
の
特
徴
が
あ
る
。

（
ｃ
）
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
主
義
」
が
抱
い
て
い
た
実
証
的
な
歴
史
研
究
に
よ
る
客
観
的
原
理
の
発
見
へ
の
期
待
は
、
や

が
て
失
望
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
（N

H
16-17

）。
そ
の
結
果
と
し
て
新
し
い
「
歴
史
主
義
」
が
た
ど
り
着
く
の
は
次
の
よ
う
な
命
題
で

あ
る
。「
す
べ
て
の
人
間
の
思
想
が
特
定
の
歴
史
的
状
況
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
人
間
の
思
想
は
す
べ
て
そ
れ
が
属
す
る
状
況
と

と
も
に
消
滅
し
て
い
か
ざ
る
を
え
ず
、
新
た
な
予
知
で
き
な
い
思
想
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（N

H
19

）。

「
歴
史
主
義
」
の
こ
う
し
た
局
面
は
、
と
り
わ
け
「
歴
史
相
対
主
義
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

「
歴
史
相
対
主
義
」
は
、〈
人
間
の
思
想
や
信
念
は
す
べ
て
歴
史
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
必
ず
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る
〉、
と
主
張
す

る
。
し
か
し
、「
歴
史
主
義
」
は
そ
れ
自
身
が
「
あ
ら
ゆ
る
包
括
的
世
界
観
の
分
析
」、「
あ
ら
ゆ
る
世
界
観
の
本
質
的
性
格
の
説
明
」
と

し
て
の
「
歴
史
」
の
メ
タ
理
論
で
あ
る
。
そ
の
命
題
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
自
身
を
特
権
的
な
位
置
に
置
か
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
歴
史
主
義
」（
歴
史
相
対
主
義
）
は
自
ら
が
否
定
し
た
は
ず
の
超
歴
史
的
な
領
域
（
ギ
リ
シ
ア
的
区
別
に

し
た
が
う
な
ら
、「
自
然
」
の
領
域
）
を
無
自
覚
的
に
前
提
し
、
そ
れ
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、

「
歴
史
主
義
」
の
こ
う
し
た
矛
盾
し
た
態
度
は
、
絶
え
ず
変
化
す
る
歴
史
的
現
実
の
寄
る
辺
の
な
さ
に
起
因
し
て
い
る
。

（
ｄ
）「
歴
史
主
義
」
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
実
証
的
な
歴
史
主
義
の
成
果
に
も
、（
ｃ
）
の
よ
う
な
「
歴
史
を
超
え
る
理
論
的
な
洞
察
」

に
も
依
拠
で
き
な
い
（N

H
25

）。「
徹
底
し
た
歴
史
主
義
者
」
は
、
自
己
矛
盾
を
回
避
す
る
た
め
に
、
歴
史
に
お
け
る
普
遍
的
原
理
の
非
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存
在
は
、
そ
れ
自
体
証
明
で
き
な
い
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
人
間
の
思
想
の
本
質
的
限
界
に
つ
い
て
の
普
遍

的
洞
察
が
可
能
で
あ
り
う
る
と
す
る
な
ら
、「
そ
の
よ
う
な
洞
察
は
人
間
思
想
の
進
歩
や
労
働
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

測
り
が
た
い
運
命
の
予
見
で
き
ぬ
賜
物
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（N

H
28

）。
つ
ま
り
人
間
は
、
自
ら
が
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
運
命

的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
知�

る�

こ
と
に
関
し
て
も
、
運
命
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
徹
底
し
た
歴
史
主
義
者
」
に
と
っ
て
、

人
間
の
思
想
が
運
命
へ
と
根
源
的
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
洞
察
す
る
た
め
に
は
「
人
は
歴
史
を
超
越
す
る
必
要
は
な
い
」（N

H

28

）。
そ
れ
は
歴
史
の
過
程
の
な
か
で
、
啓
示
あ
る
い
は
「
絶
対
的
瞬
間
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
仮
定
さ
れ
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
こ
の
「
歴
史
主
義
」
が
歴
史
の
う
ち
に
「
絶
対
的
瞬
間
」
を
仮
定
し
た
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
踏
襲

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（N

H
29

）。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
時
代
を
「
歴
史
の
終
局
」
と
し
て
の
「
絶
対

的
瞬
間
」
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
絶
対
知
」
へ
の
到
達
を
意
味
し
て
い
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
こ
れ
を
、「
知
恵
の
探

求
が
知
恵
へ
と
転
換
す
る
瞬
間
」（N
H

）（52
）
と
表
現
し
て
い
る
。

２
．
ヘ
ー
ゲ
ル
と
「
歴
史
主
義
」
の
差
異

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
「
歴
史
主
義
」
を
批
判
し
つ
つ
、「
自
然
権
」
の
探
究
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
で
は
、

こ
う
し
た
「
歴
史
主
義
」
批
判
に
関
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

ま
ず
（
ａ
）
す
な
わ
ち
「
自
然
権
」
の
よ
う
な
経
験
的
、
自
然
科
学
的
に
実
証
で
き
な
い
「
原
理
」
の
存
在
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う

点
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
一
つ
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
原
理
と
し
て
掲
げ
て
い
る
「
自
然
権
」
の
観
念

に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
一
八
〇
二
／
〇
三
年
の
「
自
然
法
論
文
」
の
段
階
で
す
で
に
は
っ
き
り
と
「
自
然
権
」
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を
根
本
的
な
も
の
と
み
な
す
思
想
を
拒
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（G

W
4,424

f.

）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
拒
絶
し
て
い
る
の

は
、
超
歴
史
的
で
普
遍
的
な
原
理
の
存
在
で
は
な
く
、
近
代
の
ア
ト
ム
的
な
自
然
権
思
想
、
す
な
わ
ち
人
間
が
人
間
た
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
す
べ
て
の
人
間
に
一
様
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
権
利
を
原
理
的
に
前
提
す
る
よ
う
な
理
論
体
系
で
あ
る
。

も
う
一
点
の
問
題
は
、「
原
理
」
で
あ
る
。（
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
）
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
ら
か
の
「
原
理
」
を
前�

提�

と�

し�

て�

体
系

を
構
成
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
、
本
来
の
哲
学
の
立
場
で
は
な
い
と
み
な
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
か
ら
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
探

求
す
る
〈
人
間
理
性
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
、
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
る
法
／
権
利
〉
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。『
法
の
哲
学
』

の
序
文
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
哲
学
」
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、「
時
間
的
な
も
の
、
過
ぎ
ゆ
く
も
の
の
仮
象
の
う

ち
に
、
内
在
す
な
わ
ち
実
体
を
、
現
在
す
る
永
遠
な
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
」
で
あ
る
（G

W
14,1,14

）。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
お
い
て
も
「
哲
学
」
は
普
遍
的
で
超
歴
史
的
な
真
理
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
次
で
述

べ
る
よ
う
に
、
そ
の
真
理
が
い
か
に
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
両
者
は
異
な
る
考
え
を
持
っ
て
い
る
。

前
節
（
ｂ
）
で
論
じ
た
の
は
、「
自
然
」
と
「
人
為
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
「
歴
史
主
義
」
の
問
題
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
支
持
す

る
古
代
の
哲
学
的
立
場
は
、
実
定
的
な
法
を
「
人
為
」
的
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
原
理
と
し
て
の
「
自
然
」
へ
の
上
昇

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
歴
史
主
義
」
は
「
自
然
」
を
も
は
や
規
範
的
原
理
と
は
み
な
さ
な
い
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴

史
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、「
自
然
」
と
「
人
為
」
を
究
極
的
に
は
一
致
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
方

で
は
「
自
然
」
を
未
だ
人
間
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
即�

自�

的�

な�

ロ
ゴ
ス
と
み
な
し
、
他
方
で
は
「
人
為
」
を
ロ
ゴ
ス
の
現
実
態
で

あ
る
か
ぎ
り
で
の
歴
史
的
現
在
と
み
な
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
歴
史
哲
学
講
義
』
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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「
原
理
、
し
た
が
っ
て
ま
た
原
則
、
法
則
は
内
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
自
身
に
お
い
て
如
何
に
真
な
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
本
当
に
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
。
…
…
即
自
的
な
も
の
は
一
個
の
可
能
性
、
一
個
の
能
力
で
あ
っ
て
、

ま
だ
内
面
か
ら
出
て
現
実
存
在
に
ま
で
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
現
実
的
に
な
る
た
め
に
は
、
第�

二�

の�

契
機
が
加
わ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
第
二
の
契
機
と
は
実
行
、
実
現
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
行
、
実
現
の
原
理
は
意
志
す
な
わ
ち
一
般
の

人
間
の
活
動
で
あ
る
」（V

PG
36

）。

「
自
然
」
に
内
在
す
る
理
念
な
る
も
の
は
そ
れ
自
体
で
は
可
能
性
に
と
ど
ま
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
人
間
の
現
実
的
な
意
志
的
活
動
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
う
し
た
活
動
の
現
れ
と
し
て
革
命
や
歴
史
的
個
人
に
よ
る
、
現
存
す
る
制
度

や
そ
れ
を
支
え
る
特�

殊�

な�

正
・
不
正
の
観
念
の
破
壊
を
肯
定
的
に
理
解
し
て
さ
え
い
る
（V

PG
44
f.

）。
歴
史
的
個
人
は
「
時�

代�

の�

要�

求�

と�

趨�

勢�

」
を
洞
察
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
個
人
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
、
世
界
に
内
在
し
て
い
た
即
自
的
な
理
念
は
現
実
に
存
在
す
る
も

の
と
な
る
の
で
あ
る
（V

PG
46

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
自
然
」（
超
歴
史
的
な
も
の
）
と
「
人
為
」
と
い
う
伝
統
的
な
区
別
を
、「
歴
史
主

義
」
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
踏
み
越
え
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
「
自
然
」
は
「
人
為
」

を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
「
自
然
」
か
ら
「
人
為
」
へ
の
進
展
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
歴
史
」
と
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

ど
ん
な
人
間
も
個
人
と
し
て
は
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
行
為
（「
人
為
」）
が
そ
の
都
度
特
殊
な
歴
史
状
況
を
作
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
（
ｃ
）
で
論
じ
た
よ
う
な
「
歴
史
相
対
主
義
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
が
そ
れ
自
身
状
況
に
制
約
さ
れ
た
特
殊
的
な
要
求
の
実
現
で
あ
る
に
せ

よ
、
そ
れ
を
超
え
る
原
理
（
超
歴
史
的
な
原
理
）
も
ま
た
現
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
哲
学
的
認
識
に
よ
っ
て
そ
れ
を
自
覚
的
に
捉
え
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う
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（V

PG
32

）。

た
だ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
歴
史
」
を
超
越
す
る
こ
と
は
、
現
実
に
時
代
状
況
の
内
部
で
行
為
す
る
個
人
に
は
可
能
で
な
い
と
も
考
え
て

い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
〈
運
命
〉
は
、
行
為
す
る
個
人
に
と
っ
て
は
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も
の
の
実
現

は
、
個
人
の
特
殊
な
関
心
の
間
で
の
闘
争
を
通
し
て
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
個
々
の
特
殊
的
な
も
の
が
危
険
に
晒
さ
れ
没
落
す
る
か
ど

う
か
は
、
普
遍
的
な
理
念
の
実
現
に
は
関
係
が
な
い
。
個
人
は
行
為
を
通
し
て
「
歴
史
」
を
超
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、

人
間
が
全
く
真
理
を
知
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
知
り
得
な
い
と
し
た
ら
、「
歴
史
」
の
目
標
は
人

間
の
「
自
由
」
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
人
間
は
い
か
に
し
て
世
界
の
真
理
を
知
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
行
為

が
な
さ
れ
た
あ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
世
界
の
思
想
状
況
の
変
動
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
よ
う
や
く
、
哲
学
的
反
省
に
よ
っ
て
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
お
い
て
真
理
の
把
握
は
、「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
フ
ク
ロ
ウ
」（G

W
14,1,16

）
の
よ
う
に

事
柄
の
最
後
に
よ
う
や
く
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
前
節
の
最
後
（
ｄ
）
で
論
じ
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
的
観
点
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
問
題
性
と
関
連
し
て
い

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
個
人
は
行
為
す
る
以
前
に
は
自
ら
の
行
為
の
正
・
不
正
の
判
断
し
う
る
普
遍
的
原
理
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
哲
学
者
で
あ
っ
て
も
、
行
為
が
な
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
歴
史
」
の
進
展
が
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
し
か
普
遍
的
真
理
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．
普
遍
的
真
理
と
歴
史

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
ら
の
時
代
を
「
絶
対
的
瞬
間
」
と
し
て
「
歴
史
」
を
閉
じ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
超
歴
史
的
な
真
理
を
捉
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
、
人
間
の
思
想
が
超
歴
史
的
な
事
柄
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
「
歴
史
」

ヘーゲルにおける「歴史」と「自由」 ― ２０６ ―



が
未
来
へ
と
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
正
・
不
正
の
問
題
の
よ
う
な
最
も
重
要
な
事
柄
に
つ
い
て
の
問
い
に
取
り
組

み
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
を
探
求
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
普
遍
的
な
原
理
へ
の
道
が
見
出

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
「
歴
史
」
は
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
思
想
、
そ
し
て
確
実
に
あ
ら
ゆ
る
哲
学
思
想
は
、
同

一
の
基
本
的
テ
ー
マ
な
い
し
同
一
の
基
本
的
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
事
実
お
よ
び
原
理
に
つ
い
て
の
人
間
の
知
識

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
よ
う
と
も
変
化
し
な
い
枠
組
み
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
（N

H
23-24

）。
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
は
、
こ
の
基
本
的
問
題
に
取
り
組
み
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
思
想
は
歴
史
的
制
約
を
超
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

「
知
恵
」
で
は
な
く
「
知
恵
の
探
求
」
そ
の
も
の
が
「
歴
史
」
を
越
え
て
普
遍
的
原
理
へ
と
到
達
す
る
た
め
の
道
で
あ
る
と
み
な
し
て

い
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
観
点
か
ら
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
を
全
面
的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
の
問
題
を
、「
自
然
権
」

す
な
わ
ち
行
為
の
正
・
不
正
の
普
遍
的
規
範
の
可
能
性
に
関
し
て
定
式
化
す
る
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
の
枠
組
み
で
は
、
行�

為�

に�

先�

立�

っ�

て�

そ
の
行
為
の
正
・
不
正
を
判
定
す
る
よ
う
な
普
遍
的
な
基
準
と
な
る
よ
う
な
原
理
を
見
出
す
こ

と
は
可
能
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
は

「
歴
史
の
終
局
」
ま
で
寄
る
辺
な
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
状
況
に
置
か
れ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
、
実
証
的
な
歴
史
主
義
で
も
、
歴
史
相
対
主
義
で
も
な
い
が
、
単
に
（
超
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

の
）「
自
然
」
を
「
人
為
」
よ
り
も
上
位
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
「
自
然
」
は
、
未
だ
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ

え
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
抽
象
的
原
理
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
で
「
人
為
」
は
時
代
状
況
の
制
約
を
受
け
、
そ
の
ま
ま
で
は
普
遍
的

な
真
理
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、「
歴
史
」
に
対
す
る
哲
学
的
認
識
を
通
し
て
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
で
も
っ
て
同�

時�

に�

「
自
然
」
の
原
理
が
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
こ
う
し
た
枠
組
み
に
お
い
て
、
普
遍
的
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真
理
が
現
に
存
在
し
う
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
枠
組
に
お
い
て
、「
歴
史
の
終
局
」
と
は
哲
学
的
な
歴
史
認

識
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
の
第
二
章
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
的
論
へ
の
批
判
に
対
し
て
反
論
を
行
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
由

が
「
歴
史
性
」
に
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
歴
史
を
哲
学
的
に
捉
え
る
こ
と
の

難
し
さ
も
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
歴
史
的
存
在
と
し
て
特
殊
的
な
状
況
へ
と
不
可
避
的
に
投
げ
込
ま
れ
た
個
人
が
、
い
か
に
し
て
普
遍
的

な
真
理
を
捉
え
う
る
の
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
捉
え
た
と
主�

張�

し�

う�

る�

の
か
。
と
い
う
の
は
、
歴
史
哲
学
者
も
ま
た
、
個
別
者
と
し
て
特

殊
的
な
状
況
の
中
に
置
か
れ
た
存
在
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
と
哲
学
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
容
易
な
問

題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
苦
慮
の
跡
は
、
原
理
や
前
提
と
い
っ
た
術
語
の
不
用
意
と
も
言
え
る
使
用
の
う
ち
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
人
間
は
、
そ
れ
自
身
歴
史
的
な
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
状
況
の
な
か
で
真
理
を
見

出
そ
う
と
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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⑴

W
alter

Jeschke,H
egelH

andbuch

（2.A
uflage

）,Stuttgart/W
eim
ar
2010,S.404.

⑵
V
gl.Pierre

G
arniron

und
Friedrich

H
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ann,
H
egels

V
orlesungen
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H
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H
egel-Studien

Bd.26,
hrsg.

von
F.
N
icolin

und
O
.

Pöggeler,B
onn

1991,S.78
f.

ま
た
、
ヘ
ス
ペ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
晩
年
に
『
世
界
史
の
哲
学
』
の
出
版
も
計
画
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
（Ibid.,

84

）。

⑷
「
差
異
論
文
」
で
は
こ
の
こ
と
が
哲
学
の
課
題
と
さ
れ
て
い
た
（G
W
4,11

f.und
20
f.

）。

⑸
『
歴
史
哲
学
講
義
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
だ
け
で
も
三
つ
の
異
な
る
版
（
ガ
ン
ス
版
、
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
版
、
ラ

ッ
ソ
ン
版
）
が
あ
る
（V

gl.Franz
H
espe,op.cit.,

S.82
ff.

）。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
九
九
六
年
に
は
ホ
ト
ー
、
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
、
ケ
ー
ラ
ー

の
筆
記
録
を
も
と
に
し
て
一
八
二
二
／
二
三
年
の
講
義
の
み
を
再
現
し
た
版
（G

.W
.F.H

egel,Vorlesungen
:
ausgew

ählte
N
achschriften

und
M
anuskripte

Bd.12,
hrsg.von

K
.H
.Ilting,K

.B
rehm

er
und

H
.N
.Seelm

ann,H
am
burg

1996

）
が
出
版
さ
れ
た
。
最
も
新
し
い
ア
カ

デ
ミ
ー
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
の
版
（G

.W
.F.H

egel,G
esam

m
elte

W
erke.Bd.14,1,

hrsg.von
der

N
ordrhein-W

estfälischen
A
kadem

ie
der

W
issenschaften

und
der

K
ünste,D

üsseldorf
2015

）
で
は
、
新
た
に
発
見
さ
れ
たK

.R
.H
agenbach

の
筆
記
録
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
の
引
用
は
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
一
二
巻
（G

.W
.F.H

egel,Vorlesungen
über

die
Philosophie

der

G
eschichte

（G
.W
.F.H

egel
W
erke

Bd.12
）,Frankfurt

a.M
.1986

）
か
ら
行
い
、
該
当
箇
所
を
示
す
た
め
に
略
号V

PG

と
と
も
に
ペ
ー
ジ

番
号
を
文
中
に
記
す
。

⑹

K
arl
R
aim
und

Popper,The
open

society
and

its
enem

ies,
volum

e
II:

The
high

tide
of
prophecy,London

1957,pp.8-10.

な
お
、H

is-

toricism

は
そ
の
ま
ま
翻
訳
す
れ
ば
「
歴
史
主
義
」
と
な
る
が
、
小
河
原
と
内
田
は
（
お
そ
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
ポ
パ
ー
の
辛
辣
な
批
判
を

ふ
ま
え
て
）「
歴
史
信
仰
」
と
訳
し
て
い
る
（
カ
ー
ル
・
Ｒ
・
ポ
パ
ー
『
開
か
れ
た
社
会
と
そ
の
敵

第
二
部

予
言
の
大
潮
』
小
河
原
誠
・
内

田
詔
夫
訳
、
未
来
社
、
一
九
八
〇
年
）。
本
稿
で
も
そ
れ
に
倣
い
、
ポ
パ
ー
の
主
張
に
関
す
る
限
りH

istoricism

を
「
歴
史
信
仰
」
と
し
た
。

⑺

Ibid.,
pp.36-38.

⑻

細
谷
に
よ
れ
ば
、
ポ
パ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
的
論
に
お
い
て
は
歴
史
の
「〈
目
的
〉
が
個
々
の
人
間
主
体
の
目
的
か
ら
歴
史
の
統
一
的
主
体
の

目
的
へ
と
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っ
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