
PDF issue: 2024-12-22

ヘーゲルにおける幸福の問題 : カントの
「最高善」への対応を視角として

KOINUMA, Hirotsugu / 小井沼, 広嗣

(出版者 / Publisher)
法政哲学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政哲学 / 法政哲学

(巻 / Volume)
14

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
12

(発行年 / Year)
2018-03-20

(URL)
https://doi.org/10.15002/00014524



1

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
幸
福
の
問
題

　
　

―
カ
ン
ト
の
「
最
高
善
」
へ
の
対
応
を
視
角
と
し
て

―

小 

井 

沼　
　

広　
　

嗣

は
じ
め
に

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
著
述
の
う
ち
で
、
幸
福
の
問
題
を
表
立
っ

た
主
題
と
し
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
は
、
初

期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
貫
く
本
質
的
関
心
は
様
々
な
か
た
ち
で
「
意

識
の
不
幸
」
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

1
（

。
ま
た

フ
ォ
ル
ス
タ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
哲
学
の
目
的
と
は
、
真

理
の
探
究
と
い
う
理
論
的
目
的
だ
け
で
は
な
く
、
い
っ
そ
う
根
源
的

に
は
、
近
代
人
に
真
の
幸
福
の
も
た
ら
す
と
い
う
実
践
的
目
的
で

あ
っ
た
と
述
べ
、
そ
れ
は
学
の
体
系
と
し
て
構
想
さ
れ
た
『
精
神
現

象
学
』
に
も
当
て
は
ま
る
と
述
べ
て
い
る（

2
（

。
彼
ら
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、「
分
裂
こ
そ
哲
学
の
要
求
の
源
泉
」（W

2,20

（
と
捉
え
る
ヘ
ー

ゲ
ル
に
と
っ
て
、
幸
福
の
問
題
は
自
ら
の
思
想
活
動
の
基
層
を
な
す

モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

3
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
青
年
期
か

ら
『
精
神
現
象
学
』
ま
で
に
照
準
を
絞
り
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
幸
福

に
関
す
る
思
索
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
さ
い
本
稿
で
は
、
こ
の

課
題
を
カ
ン
ト
の
「
最
高
善
」
概
念
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
す
る
こ

と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
説
く
幸
福
は
、
カ
ン
ト
が

最
高
善
と
し
て
論
じ
た
「
道
徳
と
幸
福
の
調
和
」
な
ら
び
に
「
倫
理

的
共
同
体
」
の
思
想
の
批
判
的
受
容
と
い
う
性
格
を
有
す
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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一　
�

初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
歴
史
認
識
と�

幸
福
の
問
題

　
「
理
性
と
自
由
が
ぼ
く
た
ち
の
合
言
葉
だ
、
そ
し
て
ぼ
く
た
ち
の

一
到
点
は
見
え
ざ
る
教
会
だ（

4
（

」。
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ

宛
の
書
簡
（
一
七
九
五
（
の
文
言
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
青
年
期

の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
、
と
り
わ
け
道
徳
宗
教
論
の

う
ち
に
自
ら
の
思
索
の
拠
り
所
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
の

狙
い
が
、
純
粋
理
性
の
み
に
基
づ
く
道
徳
原
理
ま
た
は
道
徳
宗
教
の

確
立
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思

想
的
関
心
は
、
歴
史
的
な
も
の
の
把
握
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
は
、
す
で
に
カ
ン
ト
の
規
範
主

義
的
な
立
場
と
の
隔
た
り
が
随
所
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
最

高
善
の
捉
え
方
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
カ
ン
ト
の
説
く
最
高
善

と
は
、
第
一
義
的
に
は
徳
と
幸
福
の
一
致
を
意
味
す
る
が
、
彼
の
宗

教
論
を
顧
慮
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
個
人
レ
ベ
ル
の
問
題
に
尽
き
る

も
の
で
は
な
く
、「
倫
理
的
共
同
体
」
と
い
う
共
同
性
の
レ
ベ
ル
で

も
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
最
高

善
は
あ
く
ま
で
も
現
存
し
な
い
「
理
念
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
実
践
理
性
の
「
要
請
」
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
由
な
共
和
的
精
神
が
息
づ
い
た
古
代
の
ギ
リ

シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
市
民
生
活
に
お
い
て
は
、
理
念
は
歴
史
的
現
実
の

た
だ
な
か
で
実
現
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
ベ
ル
ン
期
に
書
か
れ
た

『
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
』
続
稿
（
一
七
九
五
／
九
六
（
で
は
、
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　

 「
彼
ら
〔
共
和
国
民
〕
は
、
公
私
い
ず
れ
の
生
活
に
お
い
て
も
、

自
由
な
人
間
で
あ
っ
て
、
各
々
が
自
己
自
身
の
法
則
に
従
っ
て
生

き
て
い
た
。
自
分
の
祖
国
、
自
分
の
国
家
と
い
う
理
念
は
、
彼
が

そ
の
た
め
に
働
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

不
可
視
な
も
の
、
い
と
高
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
世
界
に
お

け
る
彼
の
究
極
目
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
彼
の
世
界
の

究
極
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
究
極
目
的
が
現
実
の
な
か
に
実
現
さ

れ
て
い
る
の
を
誰
も
が
認
め
て
い
た
し
、
あ
る
い
は
自
ら
そ
れ
を

実
現
し
、
維
持
す
る
こ
と
に
協
力
し
た
。
こ
の
理
念
に
臨
ん
で
、

彼
の
個
人
性
は
消
え
去
り
、
彼
は
た
だ
そ
の
理
念
の
維
持
と
生
命

と
存
続
だ
け
を
望
ん
だ
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
こ
と
を
自
ら
実
現

す
る
こ
と
が
で
き
た
」（W

1, 205

（。

　

自
由
な
共
和
国
の
う
ち
で
は
、
各
人
は
自
律
的
に
「
自
己
自
身
の

法
則
に
従
っ
て
生
き
て
」
い
る
が
、
同
時
に
自
分
た
ち
の
「
祖
国
」

と
い
う
一
つ
の
理
念
の
も
と
で
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
理
念
的
な
倫
理
的
共
同
体
の
現
存
す

る
姿
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
共
和
国
の
う
ち
に
認
め
る
。

し
か
し
そ
の
か
ぎ
り
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
描
く
徳
と
幸
福
の
内
実
は
、
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カ
ン
ト
と
は
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
徳

は
、
カ
ン
ト
が
論
ず
る
よ
う
な
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
一

般
に
妥
当
す
る
義
務
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
共
和
国
民
」
と
し
て
の

義
務
を
自
発
的
に
果
た
そ
う
と
す
る
心
術
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト

は
幸
福
に
関
し
て
、「
理
性
的
存
在
者
が
そ
の
存
在
の
全
体
に
お
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
分
の
意
の
ま
ま
に
行
い
う
る
状
態（

5
（

」
と
い

う
仕
方
で
、
通
俗
的
な
幸
福
観
に
即
し
た
定
義
を
与
え
て
い
る
が
、

こ
れ
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
語
る
共
和
国
民
に
と
っ
て
の
幸
福
と

は
、
個
人
的
な
願
望
や
傾
向
性
の
充
足
よ
り
も
む
し
ろ
、
現
存
す
る

理
念
と
し
て
の
共
同
体
の
「
維
持
と
生
命
と
存
続
」
の
た
め
に
自
ら

の
身
を
投
じ
、
そ
う
し
た
社
会
生
活
の
う
ち
に
自
ら
の
同
一
性
を
見

い
だ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
目
論
見
は
た
ん
に
こ
う
し
た
古
代
の
共

和
国
へ
の
憧
憬
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
の
草
稿
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
う
し
た
共
和
国
が
滅
亡
し
、
代

わ
っ
て
、
帝
政
ロ
ー
マ
か
ら
近
代
へ
と
続
く
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
悲

惨
な
自
己
疎
外
状
況
が
生
じ
た
所
以
を
、
当
時
の
「
時
代
精
神
」
の

分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
あ
ら

ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
理
念
の
現
前
と
し
て
の
共
和
国

が
滅
亡
す
る
と
、
国
家
と
国
民
と
の
生
き
生
き
と
し
た
関
係
は
消
滅

し
、
国
家
は
少
数
の
権
力
者
が
管
理
す
る
「
機
械
」
と
な
る
（W

1, 
206

（。
政
治
的
自
由
を
喪
失
し
、「
機
械
」
の
歯
車
に
す
ぎ
な
く

な
っ
た
国
民
大
衆
の
関
心
と
活
動
は
、
没
理
念
的
な
私
的
生
活
、
と

り
わ
け
「
私
有
財
産
の
安
全
」
へ
と
局
限
さ
れ
る
（ebd.

（。
他
方

で
、
人
々
は
こ
の
専
制
主
義
が
く
り
ひ
ろ
げ
る
悲
惨
な
状
況
ゆ
え

に
、「
幸
福
を
天
国
の
う
ち
に
求
め
、
待
ち
望
む
」
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
客
体
的
で
超
越
的
な
神
へ
の
信
仰
が
広
が
っ
て
い
く

（W
1, 211

（。
端
的
に
言
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
存
す
る
「
理
念
」

の
喪
失
と
い
う
事
態
の
う
ち
に
捉
え
る
の
は
、
自
ら
の
享
楽
や
私
的

な
安
寧
を
求
め
る
原
子
論
的
個
人
か
ら
な
る
社
会
の
発
生
と
、
現
存

世
界
か
ら
隔
絶
し
た
客
体
的
な
超
越
神
へ
の
信
仰
の
出
現
と
が
、
相

即
不
離
の
事
態
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ベ
ル
ン
期
の
別
の
草
稿
の
な
か
で
、
こ
う
し

た
個
と
全
体
、
此
岸
と
彼
岸
の
分
裂
と
い
う
歴
史
的
状
況
と
の
関
連

に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
「
最
高
善
」
概
念
に
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
徳
と
幸
福
と
の
一
致
の
要
請
は
、
純
粋
な

0

0

0

実

践
理
性
か
ら
導
か
れ
る
要
請
で
は
な
い
。
自
然
的
な
欲
求
や
傾
向
性

の
満
足
と
い
う
意
味
で
の
幸
福
の
概
念
は
、
ほ
ん
ら
い
「
感
性
」
に

由
来
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
理
性
が
直
接
幸
福
を
求
め
る
こ
と

は
な
い
」（W

1, 196

（。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
要
請
が
掲
げ
ら

れ
る
所
以
は
、
じ
つ
は
感
性
的
欲
求
が
理
性
に
混
入
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
自
然
の
混
入
の
た
め
に
弱
体
化
し
不

純
に
な
っ
た
理
性
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
混
合
物
〔
道
徳
性
に
見
合
っ

た
幸
福
の
享
受
〕
は
実
現
さ
れ
え
な
い
」（ebd.

（。
そ
こ
で
理
性
は
、
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こ
の
自
分
の
力
の
及
ば
な
い
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、「
自
然
に
対

す
る
支
配
力
を
具
え
た
疎
遠
な
実
在
の
存
在
を
要
請
す
る
」（ebd.

（

こ
と
に
な
る
。
し
て
み
る
と
、
道
徳
的
信
仰
と
は
「
理
性
が
絶
対
的

で
自
己
完
結
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
の
欠
如
」（ebd.

（
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
に
、「
理
性
の
自
律
」
に
背
反
す
る

実
定
的
な
宗
教
論
が
展
開
さ
れ
る
素
地
を
嗅
ぎ
つ
け
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
要
請
論
は
、
自
律
的
な
諸
市
民
の
存
立
根
拠
と
な
る
よ

う
な
地
上
の
共
和
国
の
不
在
と
い
う
事
態
を
、
思
想
的
に
反
映
し
た

も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
へ
の
批
判
的
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
期
に
そ
れ
以
降
の
生
涯
を
貫
く
基
本
的
な
視
座
を
形
づ
く
る

に
至
る
が
、
つ
づ
く
イ
ェ
ー
ナ
初
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
哲
学

を
、
理
性
と
感
性
、
精
神
と
自
然
、
主
観
と
客
観
等
の
二
項
対
立

―
こ
れ
ら
も
ま
た
個
と
全
体
と
の
分
裂
状
況
の
理
論
的
反
映
で
あ

る
―
を
固
定
化
し
て
捉
え
る
近
代
の
「
反
省
哲
学
」
の
代
表
格
と

し
て
、
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
こ
と
と
な
る
。
と
り
わ
け
『
信
仰
と

知
』（
一
八
〇
二
（
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
純
粋
理
性
に
立
脚
す

る
カ
ン
ト
哲
学
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
経
験
的
な
幸
福
主
義
へ
の
隠
れ

た
依
存
関
係
を
も
つ
こ
と
を
看
破
し
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
非
難
す

る
。

　

 「
こ
れ
ら
の
哲
学
〔
カ
ン
ト
に
始
ま
る
反
省
哲
学
〕
は
幸
福
主
義

そ
の
も
の
と
は
正
反
対
の
位
置
に
立
ち
つ
つ
も
、
幸
福
主
義
か
ら

ま
っ
た
く
抜
け
出
て
い
な
い
。〔
�
〕
こ
の
〔
カ
ン
ト
的
な
〕
理

性
は
た
だ
経
験
的
な
も
の
に
対
立
す
る
と
い
う
方
向
し
か
も
た

ず
、
無
限
な
も
の
は
そ
れ
自
体
有
限
な
も
の
と
の
関
係
の
う
ち
に

し
か
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
哲
学
は
経
験
的
な
も
の

と
戦
う
こ
と
に
お
い
て
た
だ
ち
に
こ
の
経
験
的
な
も
の
の
領
域
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
」（W

2, 296

（。

　

純
粋
理
性
と
感
性
的
自
然
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
経
験
的
な
も

の
と
を
分
断
し
、
純
粋
な
道
徳
性
か
通
俗
的
な
幸
福
主
義
か
の
二
者

択
一
を
迫
る
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
二
分
法
は
、
そ
こ
で
説
か
れ
る

純
粋
理
性
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
内
容
な
形
式
的
普
遍
に
と
ど
ま

る
か
ぎ
り
で
、
か
え
っ
て
経
験
的
な
も
の
の
領
域
に
絶
対
的
な
実
在

性
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
経
験
的
な
幸
福
主
義
を
是

認
し
、
そ
れ
に
存
立
根
拠
を
与
え
る
結
果
を
招
い
て
い
る
。
カ
ン
ト

の
幸
福
概
念
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
最
高
善
の
理
念
の
も
と
で
語

ら
れ
る
と
き
で
さ
え
、
通
俗
的
な
幸
福
観
か
ら
ま
っ
た
く
抜
け
出
て

い
な
い
所
以
は
、
こ
の
よ
う
に
、
彼
が
理
性
と
自
然
、
道
徳
と
幸
福

と
を
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
な
仕
方
で
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
難
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
幸
福
」
の
捉
え
方
の

特
質
も
明
ら
か
と
な
る
。『
一
八
〇
〇
年
の
体
系
断
片
』
で
は
、「
幸

福
な
民
族
」
が
「
そ
の
生
活
が
で
き
る
か
ぎ
り
分
解
も
分
裂
も
し
て

い
な
い
民
族
」（W

1, 426

（
と
表
現
さ
れ
、
対
照
的
に
、「
よ
り
不
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幸
な
民
族
」
が
「
分
裂
の
う
ち
に
」（ebd.

（
あ
る
と
表
現
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
幸

福
」
の
本
義
を
、
民
族
生
活
に
お
け
る
個
と
全
体
と
の
生
き
生
き
と

し
た
調
和
的
統
一
の
う
ち
に
見
い
だ
す
。
こ
れ
に
対
し
、
通
俗
的
な

意
味
で
の
幸
福
の
観
念
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
個
人
的
な
欲
求
や
傾
向

性
の
満
足
と
い
う
意
味
で
の
幸
福
観
は
、
共
同
体
と
の
一
体
性
を
喪

失
し
、
実
体
的
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
の
う
ち
に
生
の
意
味
を
見
出

せ
な
く
な
っ
た
「
分
裂
し
た
」
時
代
状
況
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
の

で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
そ
の
よ
う
な
幸
福
の
実
現
を
関
心
の
中

心
に
お
く
人
々
は
不
幸
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の

よ
う
な
視
座
か
ら
、
カ
ン
ト
の
通
俗
的
な
幸
福
観
念
、
な
ら
び
に
徳

福
の
一
致
を
た
ん
な
る
「
要
請
」
と
み
な
す
主
張
を
、
不
幸
な
近
代

の
分
裂
状
況
を
思
想
的
に
表
現
し
た
も
の
と
捉
え
る
に
至
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
人
間
の
幸
不
幸
を
把
握
す
る
か
ぎ

り
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
非
常
に
困
難
な
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
共
和
国
で
実
現
し
て
い
た
よ
う
な
個
と
全

体
と
の
美
し
い
調
和
の
喪
失
を
歴
史
的
必
然
と
し
て
受
け
と
め
る
な

ら
ば
、
分
裂
の
様
相
を
呈
す
る
近
代
の
境
位
の
う
ち
で
新
た
に
幸
福

を
達
成
す
る
理
路
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
れ
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
。
イ
ェ
ー
ナ
後
期
に
書
か
れ
た

『
精
神
現
象
学
』
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
応
答
と
い
う
意
味
合

い
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る（

4
（

。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル

は
同
書
に
お
い
て
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
、《
共
同
体
に
お
け
る
幸

福
》
と
い
う
捉
え
方
を
保
持
し
つ
つ
も
、
人
倫
的
共
同
体
の
具
体
化

の
過
程
を
、
近
代
的
な
主
観
性
を
範
型
と
し
た
自
己
意
識
の
「
陶

冶
」
の
運
動
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
介
し
た
「
相
互
承
認
」
の
成
立
と

い
う
観
点
か
ら
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次

節
で
は
、
そ
の
基
本
的
な
視
座
と
理
路
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ

う
。

二　

�『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
「
幸
福
」�

達
成
の
理
路　

　
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
幸
福
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
、
ま

ず
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
書
の
主
要
概
念
の
一

つ
で
あ
る
「
不
幸
な
意
識
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
概
念
の
も

と
で
捉
え
る
の
は
、
理
念
と
現
実
、
不
変
な
も
の
と
可
変
な
も
の
と

の
乖
離
と
対
立
を
自
覚
し
て
苦
悩
す
る
「
自
己
の
う
ち
で
分
裂
し
た

意
識
」（W

3, 163

（
の
こ
と
で
あ
る
。「
不
幸
な
意
識
」
が
主
題
的

に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
自
ら
の
自
立
性
を
確
証
し
よ
う
と
す
る
「
自

己
意
識
」
の
一
形
態
と
し
て
で
あ
る
が
、
精
神
章
と
宗
教
章
の
記
述

に
も
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
人
倫
の
崩
壊
後

に
登
場
す
る
歴
史
的
な
意
識
形
態
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
し
く
、
理
念
と
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現
実
と
が
分
裂
を
呈
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
意
識
形
態
で
あ
る
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
（W

3, 359 u. 546f.

（。
こ
の
点
か
ら
確
認
で

き
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
不
幸
な
意
識
」
の
位
置
づ
け
は
、
青

年
期
以
来
の
思
索
過
程
で
形
成
さ
れ
た
歴
史
認
識
が
正
確
に
踏
ま
え

ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
そ
う
し
た
意
識
の
「
不
幸
」
を
克
服
し
て

い
く
過
程
と
し
て
論
じ
る
の
が
、
理
性
章
Ｂ
か
ら
始
ま
る
「
行
為
す

る
理
性
」
の
経
験
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
理
性
」
と
し
て
の
自

己
意
識
が
、「
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
実
現
し
よ
う
と

す
る
」（W

3, 261

（
過
程
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭

部
に
お
い
て
、
こ
の
運
動
の
目
標
が
、
他
の
人
々
と
の
相
互
承
認
を

成
り
立
た
せ
る
「
人
倫
の
国
」
の
実
現
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て

い
る
。「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
す
で
に
生
じ
て
い
る
概
念
で
あ
る
目

標
を
、
つ
ま
り
他
の
自
由
な
自
己
意
識
の
う
ち
に
自
分
自
身
の
確
信

を
持
ち
ま
さ
に
そ
の
う
ち
で
自
分
の
真
理
を
持
つ
承
認
さ
れ
た
自
己

意
識
を
、
そ
の
実
在
性
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
と
、〔
�
〕
こ
の
概

念
の
う
ち
に
人
倫
の
国
が
開
け
て
く
る
」（W

3, 264

（。
く
わ
え
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
ら
の
歴
史
認
識
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
目
標
へ
と
至

る
経
験
の
過
程
が
、「
自
己
意
識
が
〔
人
倫
的
〕
実
体
の
う
ち
に
存

在
す
る
と
い
う
幸
福
を
喪
失
し
た
」（W

3, 268

（
地
点
か
ら
出
発
す

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
意
識
が
達

成
す
べ
き
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
人
倫
の
よ
う
な
個
と
全
体
と
が
未
分
離

の
「
直
接
的
な
人
倫
的
実
体
」（W

3, 269

（
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近

代
的
な
主
観
性
す
な
わ
ち
「
道
徳
性
」（ebd.

（
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
た
自
覚
的
な
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ

り
、
こ
の
箇
所
以
降
の
叙
述
に
お
い
て
主
題
と
な
る
の
は
、
た
ん
な

る
個
別
的
な
意
識
の
経
験
の
歩
み
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
同
時
に
、

近
代
的
な
主
観
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
新
た
な
人
倫
的
共
同
体
を
具

体
化
す
る
こ
と
で
、
ギ
リ
シ
ャ
的
人
倫
の
崩
壊
以
来
の
分
裂
状
況
を

克
服
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幸
福
を
新
た
に
達
成
す
る
こ
と
が

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
目
標
は
、
さ
し

あ
た
り
は
「
わ
れ
わ
れ
の
」
立
場
、
つ
ま
り
意
識
の
経
験
を
観
望
す

る
者
の
立
場
か
ら
の
見
通
し
で
あ
っ
て
、
当
の
意
識
自
身
が
そ
の
こ

と
を
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
当
の
意
識
は
、
実
体

的
な
生
活
か
ら
離
れ
出
て
お
り
、「
自
分
だ
け
で
孤
立
し
た
意
識
」

を
「
本
質
」（W

3, 267

（
と
す
る
よ
う
な
原
子
論
的
な
個
人
で
あ
っ

て
、
こ
の
個
人
は
そ
れ
ゆ
え
「〔
既
存
の
〕
掟
や
習
俗
に
対
抗
す
る

も
の
」（ebd.

（
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

よ
う
な
自
己
意
識
が
い
か
な
る
仕
方
で
共
同
性
の
う
ち
に
自
ら
の
幸

福
を
見
出
す
に
至
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
た
め
の
理
路
と
し
て
、
共
同
体
に
お
け
る
幸

福
と
い
う
観
点
と
は
別
に
、
ま
ず
は
、
よ
り
一
般
的
な
意
味
で
の
幸

福
の
捉
え
方
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
幸
福
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と
は
自
分
自
身
の
行
為
を
介
し
て
「
自
ら
の
現
実
と
対
象
的
実
在
と

の
統
一
」（W

3, 268

（
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
自
己
の
「
目
的
」
を
達
成
す
る
こ
と
、
個
別
者
と
し
て
の
自
分

を
現
実
化
し
、
そ
の
う
ち
で
「
自
己
を
享
受
す
る
」（W

3, 269

（
こ

と
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
行
為
を
通
じ
た
自
己
実
現
が
こ
こ
で

言
わ
れ
る
幸
福
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
こ
の
個
人
は
自
分
の

幸
福
を
求
め
る
た
め
に
、
自
ら
の
精
神
か
ら
世
界
の
う
ち
へ
と
送
り

だ
さ
れ
る
」（W

3, 268

（
こ
と
と
な
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
幸
福
、
自
己
実
現
を
目
指
す

自
己
意
識
の
経
験
が
、
衝
動
の
高
次
化
の
過
程
と
い
う
視
座
か
ら
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
衝
動
と
は
、

自
己
の
確
信
す
る
目
的
に
客
観
性
を
与
え
る
べ
く
、
自
己
意
識
を
行

為
へ
と
駆
り
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
さ
し
あ
た
り
「
あ

る
直
接
的
な
意
欲
ま
た
は
自
然
衝
動
」
に
促
さ
れ
て
行
為
へ
と
及
ぶ

が
、「
諸
々
の
衝
動
の
真
理
が
何
で
あ
る
か
が
経
験
さ
れ
る
運
動
に

お
い
て
、
諸
衝
動
の
直
接
性
ま
た
は
粗
野
な
あ
り
方
が
消
失
し
て
、

諸
衝
動
の
内
容
が
よ
り
高
次
の
も
の
へ
と
移
っ
て
い
く
」（ebd.
（。

す
な
わ
ち
、
行
為
す
る
理
性
は
、
自
ら
の
「
快
楽
」、「
心
情
」、「
徳
」

（
天
賦
の
才
（
と
い
っ
た
も
の
の
実
現
を
目
的
と
し
て
確
信
し
、
行

為
へ
と
及
ぶ
が
、
な
さ
れ
た
こ
と
が
他
の
人
々
と
の
共
同
の
場
面
の

な
か
で
耐
え
う
る
よ
う
な
妥
当
性
を
も
た
な
い
か
ぎ
り
で
、
そ
う
し

た
確
信
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
否
定
の

経
験
が
そ
の
つ
ど
反
省
さ
れ
る
こ
と
で
、
衝
動
の
内
容
は
主
観
的
・

個
別
的
な
も
の
か
ら
よ
り
客
観
的
・
普
遍
的
な
も
の
へ
と
漸
次
的
に

高
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
的
な
自
己
意
識
の
経
験
の
叙

述
に
お
い
て
は
、
低
次
の
衝
動
が
否
定
さ
れ
る
と
と
も
に
高
次
の
衝

動
が
生
成
す
る
と
い
う
衝
動
の
発
展
ま
た
は
陶
冶
が
、
基
底
的
な
論

理
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る（

6
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
衝
動
を
発
展
的
に
捉
え
る
と
い
う
視
座
の

う
ち
に
は
、
経
験
的
な
幸
福
主
義
と
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
的
な
二
分

法
を
と
も
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
企
図
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
行
為
す
る
理
性
の
経
験

は
、「〔
直
接
的
な
〕
諸
衝
動
の
う
ち
に
自
ら
の
使
命
を
置
く
、
意
識

の
誤
っ
た
表
象
」（W

3, 268f.

（
が
否
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
様
相

を
呈
す
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
経
験
は
、
私
的
な
欲
求
や
願
望

の
充
足
を
目
的
と
す
る
近
代
の
個
人
主
義
的
な
幸
福
観
が
覆
さ
れ
て

い
く
過
程
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
否
定

は
衝
動
の
内
容
を
理
性
に
適
合
し
た
も
の
へ
と
高
め
る
効
果
を
も
つ

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て
衝
動
そ
の
も
の
が
排
除
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
衝
動
や
欲
求
を
低
次
の

欲
求
能
力
と
し
て
、
自
由
な
意
志
規
定
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
カ

ン
ト
の
立
場
に
対
し
て
も
、
異
を
立
て
る
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
現
象
学
』
に
お
け
る
「
幸
福
」

達
成
の
理
路
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
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る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
幸
福
を
さ
し
あ
た
り
、
行
為
を
媒
介
と
し
た
自
己

実
現
、
対
象
の
う
ち
で
の
自
己
の
享
受
の
う
ち
に
見
い
だ
す
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
幸
福
を
十
全
に
達
成
す
る
に
は
、
個
人
は
共
同
の
場

面
で
妥
当
す
る
よ
う
な
、
言
い
換
え
れ
ば
、
他
の
人
々
か
ら
の
承
認

を
得
る
よ
う
な
、
普
遍
的
な
行
為
を
意
欲
す
る
主
体
へ
と
形
成
陶
冶

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
立
し
た
主
体
間

の
相
互
承
認
を
成
り
立
た
せ
る
と
同
時
に
そ
う
し
た
相
互
承
認
を
介

し
て
は
じ
め
て
生
成
す
る
も
の
が
人
倫
的
実
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
お
い
て
個
人
は
真
の
自
己
実
現
を
果
た
し
、
幸
福
の
問
題
、

ひ
い
て
は
徳
福
一
致
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
幸
福
の
達
成
を
、
個
人
の
陶
冶
と
自
己
実

現
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
よ
り
根

源
的
に
は
、
共
同
性
の
歴
史
的
変
遷
と
の
関
わ
り
か
ら
捉
え
る
以

上
、
個
別
的
な
「
意
識
の
諸
形
態
」
を
扱
っ
て
い
る
理
性
章
ま
で
の

範
囲
内
で
は
事
は
完
結
し
な
い
。
つ
づ
く
精
神
章
で
は
歴
史
的
な

「
精
神
の
諸
形
態
」
が
叙
述
さ
れ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
に
お
い

て
改
め
て
、
幸
福
を
可
能
と
す
る
共
同
性
が
近
代
的
な
精
神
の
う
ち

で
い
か
に
し
て
成
り
立
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
章
「
Ｃ
自
己
確
信
的
精

神
、
道
徳
性
」
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
要
請
論
を
近
代
の

精
神
の
一
形
態
と
捉
え
つ
つ
、
そ
れ
と
ふ
た
た
び
対
決
す
る
な
か

で
、
近
代
的
な
主
観
性
を
介
し
た
共
同
性
の
成
立
を
説
い
て
い
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
当
該
箇
所
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
カ
ン
ト
批
判

を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　
「
道
徳
と
幸
福
の
調
和
」
の
帰
趨

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
道
徳
性
」
把
握
の
特
質
は
、
カ
ン
ト
が
そ
れ
を
純

粋
な
実
践
理
性
に
即
し
て
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
歴
史
的

な
「
精
神
」
の
運
動
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
直
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳
性
を
、
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
原
理
と
な
っ
た
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
を
内
面
化
す
る
こ
と

で
成
立
し
た
「
自
己
確
信
的
精
神
」
と
捉
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
、
カ
ン
ト
の
説
く
自
律
的
な
理
性
は
、
い
か
な
る
外
面
的
な
規
範

や
権
威
に
も
よ
ら
ず
、
自
分
自
身
の
立
て
る
「
純
粋
義
務
」（
道
徳

法
則
（
の
う
ち
に
の
み
自
己
の
本
質
を
見
出
す
点
で
、
優
れ
て
近
代

的
な
主
観
性
の
立
場
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
他
面
で
、
カ
ン
ト
の

所
論
で
は
、
道
徳
性
を
成
り
立
た
せ
る
叡
知
界
が
、
内
外
の
「
自

然
」、
す
な
わ
ち
感
性
界
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
仕
方
で
措
定

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
う
し
た
二
元
論
的
な

「
道
徳
的
世
界
観
」
は
、
彼
が
「
自
己
疎
外
的
精
神
」
と
し
て
把
握

す
る
近
代
の
分
裂
状
況
を
解
消
す
る
ど
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
主
観
性
の

う
ち
で
一
層
先
鋭
化
し
て
い
る
と
捉
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
は
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こ
れ
ら
二
つ
の
世
界
の
乖
離
を
そ
の
ま
ま
に
は
せ
ず
、
最
高
善
の
理

念
の
も
と
で
調
和
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
わ
け
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見

る
と
こ
ろ
、
カ
ン
ト
の
説
は
現
実
に
は
存
在
し
え
な
い
調
和
を
思
考

の
う
え
で
「
要
請
」
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
点
で
、
二
元
的
対
立
を

真
に
統
一
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
要
請
論
を
独
自
の
仕
方
で
再
構
成
し
て
論

じ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
が
「
道
徳
性
と
幸
福
の
調

和
」
の
要
請
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
最
高
善
の
要
請
に
対
応
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
錯
綜
し
た
論
述
を
包
括
的
に
検
討
す
る

こ
と
は
せ
ず
、
本
論
考
の
主
題
か
ら
し
て
重
要
と
な
る
三
つ
の
論
点

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、「
徳
福
一
致
の
要
請
」
が
通
俗
的
な
幸

福
主
義
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
最
高
善

と
は
道
徳
性
に
見
合
っ
た
幸
福
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自

ら
の
意
志
を
規
定
す
る
際
に
感
性
的
な
も
の
に
影
響
さ
れ
る
道
徳
的

意
識
が
「
道
徳
的
な
完
成
」（W

3, 458

（
―
カ
ン
ト
の
言
う
「
神

聖
性
」
―
に
達
す
る
に
は
、
無
限
の
努
力
を
必
要
と
な
る
。
し
か

も
、
カ
ン
ト
自
身
が
道
徳
的
中
間
物
を
許
容
し
な
い
姿
勢
を
示
し
た

よ
う
に
、
道
徳
性
に
関
し
て
そ
れ
の
多
少
と
い
っ
た
「
量
の
区
別
」

（ebd.

（
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
が
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

ほ
ん
ら
い
、
い
ま
だ
不
完
全
な
意
識
が
幸
福
を
「
自
ら
の
功
績
」

（W
3, 459

（
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ

こ
で
意
識
は
、
幸
福
を
「
自
由
な
恩
寵
」（ebd.

（
と
し
て
願
望
す

る
ほ
か
な
い
わ
け
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
幸
福
を
、

道
徳
性
に
関
係
な
く
、「
偶
然
と
恣
意
に
従
っ
て
期
待
す
る
」（ebd.

（

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「〔
道
徳
的
意
識
の
〕
非
道
徳
性
と
は
何
で

あ
る
か
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
の
が
道
徳
性

で
は
な
く
、
道
徳
性
と
は
関
係
の
な
い
幸
福
そ
れ
自
体
で
あ
る
、
と

い
う
点
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
」（ebd.

（。

　

し
か
し
、
こ
う
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
を
非
難
す
る
と
き
、
彼
の
意

図
す
る
の
は
、
幸
福
を
道
徳
性
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
は
、
カ
ン
ト
が
道
徳
性
と
幸
福
を

ま
っ
た
く
相
い
れ
な
い
、
異
種
的
な
も
の
と
捉
え
た
点
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
特
記
す
べ
き
二
点
目
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
道
徳

と
幸
福
の
調
和
を
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
仕
方
で
捉
え
直
そ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

 「
道
徳
的
意
識
は
幸
福
を
断
念
す
る
こ
と
も
、
幸
福
と
い
う
契
機

を
自
己
の
絶
対
的
目
的
か
ら
捨
て
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
純
粋

義
務
と
言
い
表
さ
れ
る
目
的
は
本
質
的
に
、
個
別
的
な
自
己
意
識

を
含
む
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
具
え
て
い
る
。〔
�
〕

対
象
的
に
な
っ
た
目
的
、
成
就
さ
れ
た
義
務
に
具
わ
る
こ
の
契
機

は
、
個
別
的
意
識
が
自
己
を
実
現
し
た
も
の
と
し
て
直
観
す
る
こ

と
、
あ
る
い
は
享
受
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
享
受
は
、
た
し

か
に
心
術
と
捉
え
ら
れ
た
道
徳
性
の
概
念
の
う
ち
に
直
接
的
に
含
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ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
道
徳
性
の
実
現
の
概
念
の
う
ち

に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
、
享
受
は
心
術
と
し
て

の
道
徳
性
の
う
ち
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

心
術
は
、
行
為
に
対
立
し
た
心
術
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、

行
為
し
、
自
ら
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
か
ら
で
あ
る
」（W

3, 
444

（。

　

こ
の
箇
所
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
道
徳
性
と
幸
福
を

カ
ン
ト
と
は
異
な
る
仕
方
で
把
握
す
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
、「
道
徳

性
」
の
是
非
が
問
わ
れ
る
の
は
、
行
為
以
前
の
内
面
的
な
意
識
規
定

ま
た
は
「
心
術
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
行
為
や
そ
の
結
果
の
良
し
悪

し
は
第
一
義
的
に
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考

え
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
な
「
心
術
」
は
ほ
ん
ら
い
、
義
務
を
果
た
す

べ
く
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
内
面
的
な
意
志
規
定
だ
け
で
は

な
く
、「
道
徳
性
の
実
現
」、「
成
就
さ
れ
た
義
務
」
と
い
う
契
機
を

う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
幸
福
」

は
、
カ
ン
ト
が
説
く
よ
う
な
、
非
道
徳
的
・
感
性
的
な
欲
求
や
願
望

の
満
足
と
い
う
意
味
で
の
幸
福
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
道
徳
的
な
心

術
が
「
行
為
」
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
、
義
務
の
成
就

と
い
う
意
味
で
の
「
自
己
の
実
現
」、「
享
受
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
に
は
、
前
節
で
み
た
、
幸
福
を
自
己
実
現

と
み
な
す
見
地
が
道
徳
的
意
識
に
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と

れ
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
義
務
は
、
道
徳
的
意
識
自
身
が
自
己
の

4

4

4

目
的

と
し
て
立
て
、
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
成
就
さ
れ
た
義
務
の

う
ち
に
は
必
ず
、
普
遍
的
な
事
柄
の
実
現
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

自
己
の
実
現
、
享
受
と
い
う
個
別
性
の
契
機
が
含
ま
れ
る
、
と
ヘ
ー

ゲ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
幸
福
は
、
道
徳
性
に
背

反
す
る
ど
こ
ろ
か
、「
道
徳
性
」
概
念
の
実
現
で
あ
り
、「
道
徳
性
の

概
念
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
」
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
と
は
異
な
り
、
道
徳
性
の
問

題
を
内
面
的
な
意
識
規
定
の
局
面
に
閉
じ
込
め
る
の
で
は
な
く
、
行

為
と
そ
の
結
果
と
い
う
客
観
的
な
局
面
を
含
め
て
把
握
し
、
幸
福

を
、
行
為
を
通
じ
た
自
己
実
現
と
捉
え
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
叡
知

界
と
感
性
界
、
徳
と
幸
福
は
、
無
関
係
に
対
峙
し
あ
う
も
の
で
は
な

く
、
両
者
の
調
和
的
統
一
が
見
据
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
第
三
に
特
記
す
べ
き
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
カ
ン

ト
自
身
の
理
説
の
う
ち
で
は
道
徳
的
な
「
行
為
」
が
真
に
主
題
化
し

え
な
い
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
の
説
く

普
遍
的
・
必
然
的
に
妥
当
す
る
「
純
粋
義
務
」
と
は
、
そ
の
つ
ど
の

状
況
に
置
か
れ
た
具
体
的
な
行
為
と
い
う
、
現
実
的
な
コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
捨
象
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
具
体
的
な
行
為
の
場
面
で
は
つ
ね
に
多
義
的
な
諸
事
情
が
絡

み
合
う
が
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
限
定
的
で
相
対
的
な
「
多
数
の
義
務
」

が
並
び
立
ち
う
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
る
と
こ

ろ
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳
意
識
は
、
自
ら
の
純
粋
性
を
保
つ
た
め
に
具
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体
的
な
行
為
に
及
ば
な
い
、
と
い
う
欺
瞞
的
な
帰
結
に
陥
る
こ
と
と

な
る
。「
道
徳
的
意
識
に
従
え
ば
、
私
が
道
徳
的
に
行
為
す
る
の
は
、

た
だ
純
粋
義
務
だ
け
を
果
た
す
と
き
で
あ
っ
て
、
何
か
他
の
こ
と
を

果
た
す
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
私
が
意
識
し
て
い
る
と
き
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
は
私
が
行
為
し
な
い
と
き
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
」（W

3, 468

（。

　

こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
道
徳
性
の
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
す
る
も
の
と
し

て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
ず
る
の
が
「
良
心
」
の
立
場
で
あ
る（

7
（

。
こ
こ
で

は
も
は
や
そ
の
叙
述
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ

の
要
点
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
良
心
と

は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
性
に
お
い
て
は
分
裂
し
て
い
た
純
粋
義
務
と
現

実
性
（
行
為
、
多
数
の
義
務
（
の
二
契
機
を
、
自
己
自
身
の
直
接
的

な
確
信
の
う
ち
で
統
一
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
的
義
務
を
具
体
的

に
遂
行
し
う
る
意
識
形
態
で
あ
る
。
良
心
が
カ
ン
ト
的
な
道
徳
的
意

識
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
純
粋
義
務
は
、
具

体
的
な
場
面
を
捨
象
し
た
抽
象
的
普
遍
と
し
て
確
保
さ
れ
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
良
心
で
は
、
そ
れ
が
他
の
人
々
と
の
現
実

的
な
共
同
性
の
場
面
へ
と
移
し
換
え
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
純
粋
義
務
と
は
、
普
遍
性
と
し
て
他
者
た
ち
に
対
し
て
関
わ
る
と

い
う
本
質
的
な
契
機
で
あ
る
。
こ
の
契
機
が
諸
々
の
自
己
意
識
の
共

同
の
場
面
で
あ
り
、
こ
の
場
面
は
、
為
さ
れ
た
こ
と
が
そ
こ
に
お
い

て
存
立
と
現
実
性
と
を
も
つ
と
こ
ろ
の
実
体
で
あ
り
、
他
者
た
ち
か

ら
承
認
さ
れ
る
と
い
う
契
機
で
あ
る
」（W

3, 470

（。
こ
こ
で
成
り

立
つ
相
互
承
認
の
基
本
構
造
と
は
、
一
方
の
自
己
意
識
が
自
分
の
行

為
が
義
務
に
適
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
「
確
信
」
と
し
て
言

明
し
、
そ
れ
が
他
の
自
己
意
識
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
己
意
識

の
「
為
し
た
こ
と
」
の
道
徳
性
も
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
良
心
間
の
相
互
承
認
の
う
ち

に
、
各
人
が
自
由
で
あ
る
と
と
も
に
相
互
に
調
和
的
で
も
あ
る
よ
う

な
共
同
性
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
で
は

「
要
請
」
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
道
徳
と
幸
福
の
調
和
も
具
体
的
に

実
現
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
幸
福
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど

の
よ
う
な
理
路
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
と
考
え
た
か
と
い
う
問
題

を
、
カ
ン
ト
の
最
高
善
へ
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
試
み
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
概
括
し
て
お
こ
う
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
カ
ン
ト
が
共
同
的
な
最
高
善
と
し
て
示
し
た
「
倫
理
的
共
同

体
」
の
理
念
を
、
現
存
す
る
「
人
倫
」
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
し

た
。
そ
の
う
ち
で
の
幸
福
は
、
単
な
る
私
的
な
欲
望
や
傾
向
性
の
充

足
で
は
な
く
、
個
と
全
体
と
の
調
和
的
統
一
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
人
倫
の
原
像
を
古
代
の
共
和
国
の
う
ち
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に
見
い
だ
し
て
い
た
が
、
分
裂
状
況
を
呈
す
る
近
代
の
う
ち
で
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
る
と
は
捉
え
な
い
。
近
代
の
う
ち
で
成
り

立
つ
「
幸
福
な
」
共
同
体
を
構
想
す
る
う
え
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
重
視

す
る
の
は
、
そ
れ
が
個
人
の
「
行
為
」
と
「
陶
冶
」
を
介
し
て
達
成

さ
れ
る
と
す
る
理
路
で
あ
る
。
個
人
が
陶
冶
を
通
じ
て
、
普
遍
的
な

目
的
を
自
発
的
に
意
欲
す
る
主
体
へ
と
高
ま
り
、
そ
の
目
的
を
行
為

に
よ
っ
て
実
現
す
る
か
ぎ
り
で
、
そ
の
う
ち
で
個
人
は
自
己
の
実
現

を
見
い
だ
す
。
そ
れ
は
、
共
同
の
場
面
に
お
け
る
自
他
の
相
互
承
認

を
介
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
個
と

全
体
と
の
調
和
的
統
一
が
実
現
さ
れ
る
理
路
を
見
い
だ
す
の
で
あ

る
。

　
　
《
注
》

＊
本
稿
は
、
昨
年
の
法
政
哲
学
会
第
三
七
回
大
会
の
個
人
研
究
発
表
と
し

て
予
定
し
て
い
た
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
幸
福
に
つ
い
て
」
を
改

題
し
つ
つ
、
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
大
会
で
は
こ
の
当
初
予

定
し
て
い
た
研
究
発
表
の
準
備
が
間
に
合
わ
ず
、
別
の
内
容
を
発
表
す

る
か
た
ち
と
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
同
大
会
で
発
表
し
た
内
容
と

は
異
な
る
こ
と
を
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お
く
。
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