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【
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
（
権
利
）
の
哲
学
』
刊
行
二
〇
〇
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
―
人
倫
構
想
と
現
代
―
】

偶
然
と
体
系

　
　

―
偶
然
性
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
体
系
的
崩
壊
と
現
代
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
―

大　
　

藪　
　

敏　
　

宏

一
、�

は
じ
め
に�

―
国
家
主
権
論
に
至
る
包
括
的
偶
然
性
の
哲
学
―

　

こ
れ
ま
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
偶
然
的
な
も
の
の
排
除
を
狙
い
と

し
た
（
加
藤
周
一
監
修
『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
一
九
八
八
年

「
偶
然
」
の
項
）
と
か
、
偶
然
性
を
否
定
し
た
（
廣
松
渉
他
編
『
岩

波
哲
学
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
三
七
七
頁
）
と
か
、

あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
序
文
の
云
う
現
実
的
な
も
の
は
偶
然
的

な
も
の
を
取
り
除
い
た
本
質
的
な
も
の
の
み
を
意
味
す
る
と
い
う
よ

う
な
解
説
（
岩
崎
武
雄
編
『
世
界
の
名
著
44　

ヘ
ー
ゲ
ル
』
中
央
公

論
社
一
九
七
八
年
七
一
頁
）
が
、
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の

法
哲
学
を
詳
細
に
読
む
と
き
、
社
会
的
事
象
に
お
け
る
偶
然
性
の
包

括
的
体
系
的
哲
学
と
い
う
点
で
む
し
ろ
空
前
絶
後
と
も
い
え
る
よ
う

な
偶
然
性
の
網
羅
的
枚
挙
性
と
と
も
に
、
偶
然
性
が
体
系
的
展
開
の

要
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言
え
る
ほ
ど
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
の
詳
細
な
研

究
に
よ
っ
て
、
そ
の
緒
論
、
第
一
部
抽
象
法
、
第
二
部
道
徳
、
第
三

部
人
倫
の
第
二
章
市
民
社
会
ま
で
は
、
体
系
的
に
一
貫
し
て
偶
然
性

が
法
哲
学
の
体
系
的
展
開
に
お
い
て
中
心
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
に
枢

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た）

1
（

。

　

に
も
関
わ
ら
ず
、
第
三
部
人
倫
の
第
三
章
国
家
に
入
る
と
一
変
し
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て
法
体
系
に
お
け
る
偶
然
性
を
め
ぐ
る
強
靭
な
一
貫
性
が
破
綻
す
る

こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
こ
の
国
家
主
権
論
に
お
け
る
体
系
的
一
貫

性
の
崩
壊
を
、
こ
の
偶
然
と
体
系
と
い
う
独
自
の
視
点
と
内
在
的
研

究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
君
主
権
の
最
終
決
定
と
偶
然
性
の
問
題

　

抽
象
的
で
観
念
的
な
国
家
主
権
の
実
存
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
―
「
さ
し
あ
た
り
こ
の
観
念
性
と
い

う
普
遍
的
思
想
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
主
権
が
、
次
に
現
実
存
在
す
る

に
至
る
の
は
、
�
最
後
の
決
定
が
そ
の
な
か
に
あ
る
よ
う
な
、
意
志

の
抽
象
的
な
、
そ
の
か
ぎ
り
で
無
根
拠
な
自
己
規
定
と
し
て
だ
け
で

あ
る
」（S.�444,�

二
七
九
節
本
文
五
三
〇
頁）

2
（

）
―
。
そ
し
て
こ
れ
が

「
国
家
の
個
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
そ
れ
自
身
、
こ
こ
に
お

い
て
の
み
一
者
で
あ
る
」（ibid.

）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
か
の

二
七
一
節
の
「
一
個
の
個
体
性
」
に
お
け
る
「
観
念
性
」
の
完
成
が

あ
る）

3
（

。
し
か
も
こ
う
し
た
「
主
権
を
主
権
た
ら
し
め
る
観
念
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

は
、
二
七
八
節
注
解
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
特
殊
性

を
自
分
の
中
で
止
揚
し
て
自
分
を
個
別
性
へ
と
規
定
す
る
普
遍
性
」

（S.�443,�

二
七
八
節
注
解
五
二
九
頁
）
と
い
う
緒
論
0

0

「
七
節
0

0

」（ibid.

）

に
お
い
て
も
登
場
し
て
い
た
総
体
性
の
論
理
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
る
も
の
で
も
あ

る）
4
（

。
そ
し
て
さ
ら
に
「
主
権
が
現
実
存
在
す
る
に
至
る
」
以
上
は
、

こ
の
「
絶
対
的
な
決
定
を
行
う
こ
の
全
体
の
契
機
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

個
体
性
一
般
で
は
な
く
て
一
個
の

0

0

0

個
体
、
す
な
わ
ち
君
主
0

0

で
あ
る
」

（S.�444,�

二
七
九
節
本
文
五
三
一
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い）

5
（

。
こ
う
し
て
「
意
志
の
最
後
の
無
根
拠
な
自
己
と
い
う
契

機
」（S.�451,�

二
八
一
節
本
文
五
三
八
頁
）
は
、「
恩
赦
権
」（S.�454,�

二
八
二
節
本
文
五
四
一
頁
）
は
「
君
主
の
主
権
の
み
に
属
す
る
」

（S.�454,�

二
八
二
節
本
文
五
四
一
頁
）
と
書
か
れ
て
、「
君
主
の
無

根
拠
の
決
定
に
だ
け
属
す
る
」（S.�455,�

二
八
二
節
補
遺
五
四
二
頁
）

と
講
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
無
根
拠
の
決
定
」
と
い
う
の
は
恣
意
的
な
偶
然

的
決
断
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
第
二
部
道
徳
に
お
け

る
、「
主
観
性
が
こ
の
対
立
の
う
え
に
立
ち
留
ま
り
続
け
る
と
き
、

つ
ま
り
悪
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
れ
ゆ
え
に
対
自
的
に
、
ま
た
は

自
分
だ
け
で
存
在
し
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
自
分
を
保
ち
、
そ
れ

自
身
こ
う
し
た
恣
意
で
あ
る
」（S.�262,�

一
三
九
節
注
解
三
四
六
頁
）

と
い
う
恣
意
的
な
決
断
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
道
徳
0

0

」
の
決
断
主
義
批
判

0

0

0

0

0

0

0

を
想

起
す
べ
き
で
あ
る）

6
（

。
こ
れ
が
「
悪
の
必
然
性
」
が
道
徳
に
お
い
て
成

立
す
る
構
造
で
あ
っ
た）

7
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
第
二
部
「
道
徳
」
に
お

け
る
議
論
で
あ
っ
て
、
第
三
部
「
人
倫
」
の
「
国
家
」
論
に
お
い
て

は
圏
域
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
言
え
て
も
、
用
い
ら
れ
る
論
理
ま
で

別
の
論
理
で
あ
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
論
理

的
一
貫
性
は
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
君
主
論
に
至
る
前
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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は0

、
さ
ま
ざ
ま
な
圏
域
の
違
い
を
超
え
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
社
会
的
領
域
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

偶
然
性
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
視
点
と
論
理
と
に
は
強
靱
な
一
貫
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
確
認
し
て
く
る
こ
と
が
で
き
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
研

究
蓄
積
が
根
拠
と
な
っ
て
、
こ
の
君
主
制
論
に
至
っ
て
法
哲
学
体
系

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内
に
お
け
る
論
理
的
な
不
整
合
な
い
し
は
君
主
制
の
別
格
化
が
看
取

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る

0

0

0

。

　

確
か
に
補
遺
の
講
義
録
ノ
ー
ト
に
お
い
て
な
ら
「
君
主
は
恣
意
的

に
行
動
し
て
よ
い
と
こ
こ
で
言
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
君

主
は
審
議
の
具
体
的
内
容
に
縛
ら
れ
て
お
り
、
憲
法
が
確
固
と
し
て

い
る
と
き
は
、
君
主
は
し
ば
し
ば
署
名
す
る
ほ
か
に
な
い
。
し
か
し

こ
の
署
名
の
名
前
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
超
え
ら
れ
な
い
頂

点
で
あ
る
」（S.�449,�

二
七
九
節
補
遺
五
三
六
頁
）
と
補
足
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
憲
法
が
確
固
と
し
て
い
れ
ば
、
と
い
う
前
提
条
件
だ

け
で
は
、
君
主
の
偶
然
的
意
志
に
も
と
づ
く
行
為
へ
の
歯
止
め
と
し

て
は
、
あ
ま
り
に
脆
弱
で
は
な
い
か）

8
（

。
信
仰
の
純
粋
性
を
根
拠
と
す

る
こ
と
の
偶
然
性
に
関
わ
る
フ
リ
ー
ス
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー

へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
が
秋
霜
烈
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と

き
、
憲
法
の
確
固
さ
に
よ
る
制
約
だ
け
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
楽

観
的
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
君
主
権
の
第
一
契
機
で
あ

る
「
自
己
規
定
と
し
て
の
最
終
決
定
」（S.�441,�

二
七
五
節
本
文

五
二
七
頁
）
の
権
力
と
い
う
契
機
、
君
主
権
の
第
二
契
機
で
あ
る

「
最
高
審
議
職
」（S.�455,�

二
八
三
節
本
文
五
四
二
頁
）
に
対
し
て
、

君
主
権
の
第
三
契
機
で
あ
る
「
憲
法
の
全
体
と
法
律
」（S.�456,�

二
八
五
節
本
文
五
四
三
頁）

9
（

）
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
国
内
体
制
の
一
翼
を
担
う
の
は
立
憲
君
主
制
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

し
か
も
そ
の
君
主
の
決
定
を
仰
ぐ
「
最
高
審
議
職
」
へ
の
選
任
と

解
任
は
「
君
主
の
制
限
の
な
い
恣
意
に
属
す
る
」（S.�455,�

二
八
三

節
本
文
五
四
二
頁
）
だ
け
で
な
く
、「
君
主
固
有
の
尊
厳
性
は
、
統

治
行
為
に
対
す
る
す
べ
て
の
責
任
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
高
め
ら
れ

て
い
る
」（S.�455,�

二
八
四
節
本
文
五
四
二
頁
）
と
ま
で
書
か
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
君
主
は
恣
意
つ
ま
り
偶
然
的
意
志
に
よ
っ
て
最
高
審

議
職
を
選
任
解
任
で
き
な
が
ら
、
そ
の
最
高
審
議
職
が
君
主
の
決
定

を
仰
い
で
行
っ
た
統
治
行
為
に
関
し
て
は
、
君
主
は
一
切
の
責
任
を

問
わ
れ
な
い
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
偶
然
性
に
注
目
し
た
本

研
究
の
「
家
族
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
」
に
お
い
て
既
に
見
た
よ

う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
四
〇
節
注
解
に
お
い
て
は
、「
自
己
意
識
の

主
観
的
な
権
利
、
す
な
わ
ち
自
己
意
識
は
行
為
が
即
自
且
つ
対
自
的

に
善
ま
た
は
悪
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
規
定
の
も
と
で
行
為
を

知
っ
て
い
る
と
い
う
主
観
的
な
権
利
は
、
こ
の
規
定
の
客
観
性
の
絶

対
的
権
利
と
衝
突
す
る
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ

の
両
者
は
切
り
離
さ
れ
う
る
ほ
ど
相
互
に
分
離
可
能
な
没
交
渉
で
偶0

然
的
0

0

な
の
だ
と
表
象
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（S.�267,�

一
四
〇
節
注

解
三
五
〇
頁
）
と
書
い
て
い
た
。
つ
ま
り
主
観
的
な
決
定
の
権
利
に
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よ
っ
て
、「
客
観
性
の
絶
対
的
な
権
利
」
つ
ま
り
客
観
的
な
結
果
の

正
し
い
法
権
利
つ
ま
り
責
任
は
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
思
考
が
、
む

し
ろ
恣
意
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
生
み
出
す
こ
と
を
、
そ
こ
で
徹
底
的

に
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
の
論
理
に
よ
っ
て
、
実

は
『
精
神
現
象
学
』
の
「
自
己
意
識
」
章
で
は
、
異
教
徒
の
テ
ロ
リ

ズ
ム
に
対
す
る
「
十
字
軍
」
の
純
粋
意
識
を
批
判
し
て
い
た
。
あ
る

い
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
よ
う
な
徳
の
英
雄
に
仮
託
す
る
よ
う
な
英
雄
主

義
的
な
決
断
主
義
へ
の
飛
躍
を
回
避
す
る
た
め
に
「
人
倫
性
」
と
い

う
ヘ
ー
ゲ
ル
独
自
の
概
念
を
発
明
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
前
に
考
察

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

（1
（

。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
行
為
論
が
実
は
道
徳
行

為
論
で
あ
り
、
行
為
自
身
の
目
的
表
象
と
は
関
係
の
な
い
外
面
的
な

偶
然
的
事
情
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
客
観
的
事
態
を
明
瞭
に
考
察

の
中
に
含
め
て
、
行
為
す
る
と
は
「
必
然
性
か
ら
偶
然
性
へ
の
逆
転

（das�U
m

schlagen

）」（S.�218,�

一
一
八
節
注
解
三
二
〇
頁
）
と
い

う
〔
運
命
の
〕「
法
則
に
身
を
任
し
て
犠
牲
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」

（ibid.

）
と
も
注
解
す
る
ほ
ど
、
行
為
の
結
果
の
偶
然
性
に
対
し
て

詳
細
か
つ
慎
重
に
考
察
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
洞
察
の
権

利
」
に
つ
き
ま
と
う
「
主
観
に
と
っ
て
の
偶
然
性
」
を
め
ぐ
る
詳
細

な
哲
学
的
考
察
が
、
や
が
て
「
良
心
」
に
つ
き
ま
と
う
偶
然
性
の
問

題
、
さ
ら
に
は
そ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
決
断
主
義

に
つ
き
ま
と
う
偶
然
性
の
問
題
へ
の
批
判
的
な
分
析
を
生
み
出
す
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
さ
ら
に
最
終
的
に
は
「
善
と
良
心
」

に
つ
き
ま
と
う
主
観
的
偶
然
性
の
問
題
へ
の
包
括
的
な
批
判
哲
学
で

あ
る
一
四
〇
節
の
異
常
に
長
大
な
注
解
と
原
注
と
を
生
み
出
し
、
こ

の
道
徳
の
偶
然
性
へ
の
包
括
的
な
哲
学
的
考
察
の
帰
結
と
し
て

一
四
一
節
「
道
徳
か
ら
人
倫
へ
の
移
行
」
が
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
偶
然
性
の
問
題
こ
そ
が
第
二
部

「
道
徳
」
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
道
徳
か
ら
人
倫

へ
の
移
行
」
を
引
き
起
こ
す
弁
証
法
的
展
開
の
牽
引
役
を
果
た
し
た

と
言
っ
て
も
必
ず
し
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
偶
然
性
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
を
詳
細
に

辿
っ
て
き
た
本
研
究
の
視
点
と
そ
の
成
果
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
君
主

論
を
読
む
と
、
一
個
の
個
体
性
に
よ
っ
て
主
権
を
演
繹
し
て
、
封
建

君
主
制
と
も
国
家
の
崩
壊
や
恐
怖
に
至
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
も
異

な
る
国
家
論
を
展
開
す
る
た
め
と
は
い
え）

（1
（

、
君
主
の
恣
意
の
偶
然
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
し
て
は
特
に
結
果
の
客
観
性
に
対
す
る
無
責
任
と
い
う
主
張
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
ま
り
に
第
二
部
ま
で
の
偶
然
性
の
社
会
哲
学
と
は
異
な
り
す
ぎ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
り
0

0

、）
（1
（

こ
れ
ま
で
の
偶
然
性
に
関
す
る
一
貫
し
た
社
会
哲
学
的
考
察

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
の
逸
脱
が
君
主
制
論
に
は
見
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。）
（1
（

ま
さ
に
「
君
主
」
を

「
地
上
に
お
け
る
神
の
よ
う
な
も
の
の
よ
う
に
崇
拝
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（S.�434,�

二
七
二
節
補
遺
五
一
九
頁
）
と
で
も
い
う
か
の

ご
と
き
、
神
格
化
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
社
会
哲
学
的
考
察
の
一
貫
性

か
ら
し
て
君
主
制
の
別
格
化
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
近
代

0

0
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国
家
の
原
理
に
よ
る
権
利
と
義
務
の
同
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
的
相
互
補
完

0

0

0

0

0

）
性
と
い

0

0

0

う
観
点
か
ら
も
逸
脱
が
見
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
う
し
た
君
主
制
論
こ
そ
が
、

プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
を
神
格
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
嫌
疑
を
助
長
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
そ
し
て
こ
の
嫌
疑
は
、『
法
哲
学
綱
要
』
を
一
貫
し
て
主
導
し

て
き
た
は
ず
の
「
自
己
意
識
の
主
観
的
な
権
利
、
す
な
わ
ち
自
己
意

識
は
行
為
が
即
自
且
つ
対
自
的
に
善
ま
た
は
悪
で
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
規
定
の
も
と
で
行
為
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
主
観
的
な
権
利
」

（S.�267,�

一
四
〇
節
注
解
三
五
〇
頁
）
が
、
君
主
権
に
お
け
る
「
自

己
規
定
と
し
て
の
最
終
決
定
」
に
お
い
て
は
失
念
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
と
結
び
つ
く）

（1
（

。

三
、
王
位
の
自
然
的
世
襲
制
の
偶
然
性

　

こ
こ
で
二
七
七
節
に
お
け
る
国
家
の
職
務
と
人
格
と
の
結
び
つ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の0

「
偶
然
性

0

0

0

」
の
指
摘
は
、
ま
た
別
の
面
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
君
主
制

論
の
矛
盾
を
も
、
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
前
節
「
君

主
権
の
最
終
決
定
と
偶
然
性
の
問
題
」
に
お
い
て
は
結
び
つ
き
な
い

し
決
定
の
偶
然
性
か
ら
君
主
主
権
の
無
謬
性
に
も
似
た
君
主
主
権
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

別
格
化
の
論
理
的
不
整
合
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
指
摘
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
君

主
権
は
政
治
的
国
家
の
ひ
と
つ
の
区
別
項
で
あ
り
な
が
ら
、
君
主
の

「
位
」
と
「
こ
の
個
人
」
と
の
結
び
つ
き
に
は
「
自
然
性
と
い
う
規

定
」（S.�450,�

二
八
〇
節
本
文
五
三
六
頁
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

う
。
つ
ま
り
王
位
の
世
襲
制
の
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
「
純
粋

な
自
己
規
定
の
概
念
か
ら
、
存
在
の
直
接
性
へ
の
移
行
、
そ
し
て
そ

れ
と
と
も
に
自
然
性
へ
の
こ
の
移
行
は
、
純
粋
に
思
弁
的
な
本
性
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
認
識
は
論
理
的
哲
学

0

0

0

0

0

に
属
す
る
」

（S.�450,�

二
八
〇
節
注
解
五
三
六
頁
）
と
、
ま
た
も
や
法
哲
学
の

「
論
理
学
的
精
神
」
を
持
ち
出
す
。
こ
こ
で
「
意
志
の
純
粋
な
自
己

規
定
の
一
個
の
こ
の
も
の
と
自
然
的
現
存
在
へ
の
無
媒
介
の
転
化
」

と
い
う
直
接
転
化
逆
転
（das�um

m
ittelbare�U

m
schlagen

）
の

論
理
は
、
そ
の
論
理
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
よ
う
な
も
の
を
「
大
論
理

学
」
に
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
か

な
り
の
無
理
が
あ
る
。
無
理
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
要
す
る
に
大
論

理
学
に
同
じ
論
理
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
論

理
を
こ
こ
で
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
君
主
制
論
が
、
こ
の
法
哲
学

の
他
の
議
論
と
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
内
在
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
神
の

現
存
在
の
存
在
論
的
証
明
」
は
「
真
理
の
認
識
」
を
め
ぐ
る
悟
性
批

判
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
思
弁
」
を
持
ち
出

し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
後
の
「
思
弁
」
の
評
判
の
急
落
の
最
大
の

原
因
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
無
理
が
生
じ
て
い
る
。
そ

の
悟
性
批
判
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
悟
性
は

「
国
家
に
お
け
る
最
終
決
定
の
契
機
が
即
自
か
つ
対
自
的
に
（
す
な
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わ
ち
理
性
概
念
に
お
い
て
）
直
接
的
自
然
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
を
否
認
す
る
。
こ
こ
か
ら
ま
ず
、
こ
の
結
合
の
偶
然
性

0

0

0

0

0

0

0

0

が
結
論
さ

れ
、
そ
し
て
さ
き
の
両
契
機
の
絶
対
的
相
違
こ
そ
理
性
的
な
も
の
と

し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
結
合
の
非
理

性
性
が
導
か
れ
て
、
こ
う
し
て
国
家
の
理
念
を
混
乱
さ
せ
る
他
の
諸

帰
結
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
」（S.�450f,�

二
八
〇
節
注
解
五
三
七
頁
以

降
）。
こ
の
程
度
の
論
理
だ
け
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
王
位
の
自
然
的
世

0

0

0

0

0

0

0

襲
制
が
も
つ
偶
然
性

0

0

0

0

0

0

0

0

を
否
定
し
て
い
る
が
、
本
研
究
が
こ
れ
ま
で
詳

細
に
研
究
し
て
き
た
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
包
括
的

な
考
察
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
績
と
達
成
に
比
べ
て
、
王
位
の
自
然
的
世

襲
制
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
安
易
に
偶
然
性
を
否
定
排
除

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
偶
然
性
の
取
り

扱
い
が
繊
細
か
つ
包
括
的
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
カ
ン
ト
人
倫

学
と
の
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
君
主
制

に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
の
考
察
は
、
行
為
や
そ
の
他
の
偶
然
性
や

衝
突
の
問
題
に
対
す
る
カ
ン
ト
人
倫
学
と
同
程
度
の
素
っ
気
な
さ
を

呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
理
性
概
念
は
理
性
概
念
で
あ
る
が
ゆ
え
に
悟

性
概
念
で
は
な
い
と
い
う
、
ほ
ぼ
自
同
律
は
自
同
律
で
あ
る
が
ゆ
え

に
矛
盾
律
で
は
な
い
と
い
う
か
の
よ
う
な
単
純
な
自
同
律
で
あ
り
、

何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
に
等
し
く
、
君
主
権
力
と
自
然
性
と
の
結

び
つ
き
の
偶
然
が
、
他
の
箇
所
と
違
っ
て
悟
性
内
在
的
に
（
時
に
悪

へ
と
）
弁
証
法
的
に
転
倒
し
て
い
く
過
程
を
追
思
惟
す
る
様
子
も
な

い
。
こ
れ
は
偶
然
性
に
関
す
る
こ
こ
ま
で
の
包
括
的
体
系
的
追
思
考

の
哲
学
と
大
き
く
異
な
る
思
考
停
止
と
も
言
え
る
よ
う
な
哲
学
的
な

特
異
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
「
緒
論
」「
抽
象
法
」「
道

徳
」「
家
族
」「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
偶
然
性
の

問
題
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
取
り
扱
い
を
詳
細
か
つ
内
在
的
に
辿
っ
て
き

た
か
ら
こ
そ
浮
き
彫
り
と
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
非
一
貫
性
で
あ

る
。「
国
家
が
ど
う
な
る
か
は
、
君
主
の
た
め
に
偶
然
性
に
依
存
す

る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
君
主
は
た
だ
「
そ

う
」
と
言
っ
て
、「
残
り
の
点
を
打
て
ば
足
り
る
」（S.�451,�

二
八
〇

節
補
遺
五
三
八
頁
）
と
補
足
し
て
い
る
の
は
有
名
な
講
義
録
の
補
足

箇
所
で
も
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
、「
激
情
」
に
依
拠
す
る
フ
リ
ー
ス
ら
の

恣
意
の
偶
然
性
に
対
す
る
歯
止
め
と
し
て
「
自
然
性
」
を
も
っ
て
く

る
か
の
よ
う
な
文
脈
は
、
ま
る
で
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
貨
幣
理
論

の
よ
う
な
自
然
主
義
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
主
義
に
対
し
て
は
、

同
じ
補
遺
で
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
も
講
じ
て
い
た
と
い
う

講
義
録
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
精
神
が
自
然
の
上
に
立
つ
の
に
応
じ

て
、
そ
れ
だ
け
国
家
は
物
理
的
生
命
の
上
に
立
つ
。
だ
か
ら
わ
れ
わ

れ
は
国
家
を
地
上
に
お
け
る
神
の
よ
う
な
も
の
の
よ
う
に
崇
拝
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（S.�434,�

二
七
二
節
補
遺
五
一
九
頁
）。「
自
然

に
お
い
て
は
個
物
が
相
互
併
存
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
精
神
に
お
い

て
は
、
す
べ
て
異
な
っ
た
も
の
は
た
だ
観
念
的
な
も
の
（Ideelles

）

と
し
て
存
在
し
、
ひ
と
つ
の
統
一
と
し
て
存
在
す
る
」（S.�441,�
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二
七
五
節
補
遺
五
二
七
頁
）。
こ
れ
ら
の
補
遺
同
士
の
比
較
に
よ
っ

て
も
、
君
主
の
世
襲
に
お
け
る
自
然
性
へ
の
依
拠
と
い
う
の
は
、
他

の
補
遺
に
お
け
る
自
然
へ
の
言
及
と
矛
盾
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の

補
遺
の
中
で
登
場
し
て
い
る
「
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
国
家
を
地
上
に

お
け
る
神
の
よ
う
な
も
の
の
よ
う
に
崇
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（S.�434,�

二
七
二
節
補
遺
五
一
九
頁
）
と
い
う
講
義
録
も
含
め
て
、

そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
も
し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
君
主
に
客
観
的
性
質
を
要
求
す
る
の
は
間

違
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
（S.�451,�

二
八
〇
節
補
遺

五
三
八
頁
）、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
道
徳
に
対
し
て
も
、
そ
の
道
徳
行
為
の

客
観
性
に
注
目
し
て
、
行
為
の
意
図
か
ら
ず
れ
た
行
為
の
客
観
的
偶

然
性
を
徹
底
的
に
追
及
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
善
の
悪
へ
の
逆
転
の
弁

証
法
」
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
道
徳
や
善
や
良
心

に
対
し
て
も
徹
底
的
に
追
及
し
て
い
た
客
観
性
へ
の
責
任
を
君
主
に

だ
け
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
求
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
や
は
り

こ
れ
ま
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
へ
の
包
括
的
考

察
に
比
し
て
、
客
観
性
と
偶
然
性
に
関
し
て
君
主
を
別
格
化
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
君
主
制
論
に
お
け
る
非
一
貫
性
が
伺
え
る）

（1
（

。
二
八
〇

節
注
解
に
お
け
る
無
か
ら
現
存
在
へ
の
逆
転
の
論
理
学
的
飛
躍
（
君

主
権
）
と
一
一
八
節
注
解
の
逆
転
や
一
三
九
節
注
解
や
一
四
〇
節
本

文
の
「
折
れ
返
り
」（
道
徳
）
と
の
間
の
違
い
に
は
、
論
理
学
に
お

け
る
存
在
論
と
本
質
論
の
違
い
と
い
う
専
門
的
分
析
で
尽
く
す
こ
と

の
で
き
な
い
追
思
考
を
め
ぐ
る
未
解
明
の
哲
学
的
問
題
と
と
も
に
、

法
哲
学
に
お
け
る
体
系
性
の
亀
裂
が
垣
間
見
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

四
、�

お
わ
り
に�

―
法
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
体
系
的
一
貫
性
の
破
綻

　

ま
た
、
二
八
一
節
に
お
け
る
君
主
の
自
然
的
世
襲
制
に
つ
い
て
の

「
自
然
に
委
ね
ら
れ
た
規
定
と
し
て
の
現
実
存
在
」
か
ら
、
王
位
継

承
が
自
然
的
に
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
つ
ま
り
恣
意
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
こ
の
理
念
が
、
君
主
の
尊
厳
性
（die�

M
ajestät�des�M

onarchen

）
を
な
す
」（S.�451f.�

二
八
一
節
本

文
五
三
八
頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
反
面
で
二
八
三
節
に
お
い
て

は
「
最
高
審
議
職
」
へ
の
人
事
に
関
し
て
は
「
君
主
の
制
限
さ
れ
な

い
恣
意
に
属
す
る
」（S.�455,�

二
八
三
節
本
文
五
四
二
頁
）
と
も
書

い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
恣
意
に
よ
っ
て
不
動
で
あ
り
な
が
ら
恣
意
に

よ
っ
て
動
者
で
あ
る
と
い
う
、
恣
意
に
よ
る
不
動
の
動
者
と
い
う
立

場
で
は
、
ま
さ
に
君
主
は
地
上
に
お
け
る
不
動
の
動
者
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

抽
象
的
に
は
主
権
に
は
偶
然
性
は
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
論
理
的
完
結
性
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
観
念
的
推
論
」
の

論
理
学
に
よ
っ
て
論
証
（
し
よ
う
と
）
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
キ
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リ
ス
ト
教
的
一
元
論
の
も
と
で
想
定
さ
れ
形
成
さ
れ
た
西
洋
の
主
権

思
想
に
お
い
て
は
、
偶
然
性
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
そ
れ
が
観
念

性
に
お
け
る
主
権
の
本
質
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
権
が

行
使
さ
れ
る
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
性
が

現
象
す
る
（
そ
れ
ゆ
え
に
実
際
に
国
論
が
二
分
・
三
分
さ
れ
る
現
象

が
見
ら
れ
る
）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
観
念
的
推
論
は
、
社
会
的

領
域
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
現
象
場
面
の
偶
然
性
を
社
会

哲
学
か
ら
排
除
せ
ず
、
具
体
的
な
場
面
で
詳
細
に
取
り
上
げ
て
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
の
体
系
的
な
展
開
を
可
能
に
し
て

き
た
。
そ
れ
が
、
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
や
他
の
法
哲
学
と

大
き
く
異
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
独
自
性
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
領
域

に
お
け
る
そ
の
社
会
的
偶
然
性
の
対
象
化
の
包
括
性
は
、
哲
学
史
上

空
前
の
も
の
で
あ
る
し
、
絶
後
と
付
け
加
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
（
そ
の
是
非
は
反
証
例
を
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
る
か

を
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
）。

　

と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
主
権
の
み
が
社
会
現
象

の
そ
の
包
括
的
圏
域
か
ら
外
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
が
あ
り
う
る
。
あ

る
い
は
、
主
権
の
み
は
本
質
領
域
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
て
、
社
会

的
場
面
に
は
現
象
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
し
か
し
そ
れ
な
ら

ば
、
本
稿
二
節
冒
頭
で
引
用
し
た
二
七
九
節
本
文
に
お
い
て
主
権
の

「
現
実
存
在
」、
つ
ま
り
偶
然
性
の
領
域
へ
の
主
権
の
「
現
実
存
在
」

を
語
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
キ
リ

ス
ト
教
文
化
を
背
景
と
す
る
独
自
の
総
体
性
の
論
理
学
に
反
す
る
特

異
点
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
性
が
（
重
力
）
崩
壊
す
る
唯
一
の
特

異
点
（
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
）
で
あ
る
。

　

偶
然
性
を
哲
学
か
ら
排
除
せ
ず
、
む
し
ろ
偶
然
性
を
軸
に
展
開
し

偶
然
性
に
よ
っ
て
体
系
の
崩
壊
を
示
唆
す
る
特
異
点
を
構
成
す
る
近

代
哲
学
の
一
体
系
が
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
結
果
か
ら
現
代
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
偶
然
性
の
哲
学
を
構
想
し
実
践
す
る
か
は
、
ま
た

別
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
《
注
》

（
1
）�

二
〇
二
〇
年
度
第
四
〇
回
法
政
哲
学
会
大
会
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法

（
権
利
）
の
哲
学
』
刊
行
二
〇
〇
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

人
倫
構

想
と
現
代
」
の
一
一
月
二
一
日
（
土
）
の
拙
報
告
に
お
い
て
は
、
こ

の
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
体
系
に
お
け
る
偶
然
性
の
重
要
性
に
つ
い
て
、

①
大
藪
敏
宏
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
哲
学
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
」

（
二
〇
〇
〇
年
平
成
一
二
年
三
月
、「
富
山
国
際
大
学
紀
要
」
第
一
〇

号
、p�.13 -p.�20.

富
山
国
際
大
学
）
か
ら
、
⑱
大
藪
敏
宏
「
国
家
権

力
の
分
立
と
国
家
主
権
の
偶
然
性
―
カ
ン
ト
的
「
実
践
理
性
の
推

論
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
「
国
民
に
相
応
し
い
政
府
」
―
」（
二
〇
二
〇

年
令
和
二
年
三
月
、「
子
ど
も
育
成
学
部
紀
要
」
第
一
一
巻
第
二
号
、

p.�1 -p.�14.�

富
山
国
際
大
学
）
に
至
る
拙
稿
一
八
本
の
「
偶
然
と
体

系
―
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
研
究
―
発
表
関
連
論
文
リ
ス
ト
」
を
資

料
添
付
し
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
割
愛
し

た
。

（
2
）�

ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
か
ら
の
引
用
や
参
照
箇
所
の
提
示
は
、
本
文
中
の
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括
弧
内
に
略
号
を
も
っ
て
示
す
。
略
号
の
後
の
数
字
は
、
引
用
ま
た

は
参
照
箇
所
の
巻
数
と
頁
数
を
表
す
。
ま
た
、〔 

〕
は
引
用
者
に
よ

る
補
い
で
あ
り
、
特
記
し
な
い
限
り
引
用
箇
所
の
傍
点
は
引
用
者
に

よ
る
。

�

　

W
=

G.�W
.�F.�H

egel,�W
erke in zw

anzig Bänden.�T
heorie-

W
erkausgabe.�Suhrkam

p�（Frankfurt�a.�M

）,�1971.�
�

　

GW
=

G.�W
.�F.�H

egel,�H
egel G

esam
m

elte W
erke.�Felix�

M
einer�（H

am
burg

）,�1968 -.�
�

　

な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
綱
要
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

本
文
中
の
括
弧
内
に
Ｗ
7
の
頁
数
の
あ
と
、
藤
野
渉
・
赤
沢
正
敏
訳

『
法
の
哲
学
』（
中
央
公
論
社
、
世
界
の
名
著
44
、
一
九
七
八
年
）
の

頁
数
を
記
し
た
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
邦
訳
に
お
い
て
は
邦
訳
書
を

参
考
に
し
た
が
、
原
文
対
照
の
上
で
必
要
に
応
じ
て
訳
し
直
し
た
。

（
3
）�

こ
の
体
系
的
「
観
念
性
」
を
完
成
す
る
「
一
個
の
個
体
性
」
に
、

体
系
に
お
い
て
密
度
無
限
大
と
な
る
数
学
的
物
理
学
的
特
異
点

（singularity

）
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
観
念
性
の
論
理

学
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
家
権
力
の
分
立
と
国
家
主
権
の
偶
然
性

―
カ
ン
ト
的
「
実
践
理
性
の
推
論
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
「
国
民
に
相

応
し
い
政
府
」
―
」「
子
ど
も
育
成
学
部
紀
要
」
第
一
一
巻
第
二
号
、

二
〇
二
〇
年
、p.�1 -p.�14.�

参
照
。

（
4
）�

拙
稿
「
自
己
意
識
の
個
別
性
と
偶
然
性
―
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に

お
け
る
意
志
の
自
由
と
個
別
的
自
己
意
識
―
」、「
国
際
教
養
学
部

紀
要
」
富
山
国
際
大
学
第
一
号
、
二
〇
〇
五
、p.�149 -p.�156

、
同

「
法
・
道
徳
・
人
倫
の
原
理
と
偶
然
的
決
定
―
個
別
的
自
己
意
識

を
通
じ
た
内
容
の
獲
得
―
」、「
国
際
教
養
学
部
紀
要
」
富
山
国
際

大
学
第
二
号
、
二
〇
〇
六
、p.�39 -p.�50.�

（
5
）�

「
も
ち
ろ
ん
〈
国
家
）
は
合
理
的
全
体
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
べ

て
の
個
別
の
内
容
の
現
実
的
な
止
揚
―
媒
介
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に

は
、
専
制
君
主
の
偶
然
的
個
体
性
の
中
に
み
ず
か
ら
を
具
現
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
重
化
運
動
が
『
決
定
的
反
省
』
を
定
義

す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
肯
定
性
の
止
揚
の
運
動
そ
の
も
の
を

具
現
化
し
、
そ
れ
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
を
与
え
る
要
素
で
あ
り
、
こ

れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
反
省
的
決
定
』
と
呼
ぶ
」（
Ｓ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
』
鈴
木
晶
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
三
二
一
頁
）。

（
6
）�

「
と
こ
ろ
で
、
恣
意
性
は
不
法
と
し
て
観
念
さ
れ
る
。
そ
れ
は

（
法
）
秩
序
を
撹
乱
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
暴
君
の
行
為

が
不
法
と
観
念
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
恣
意
的
だ
か
ら
で
あ
る
」

（
福
井
康
太
『
法
理
論
の
ル
ー
マ
ン
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、

一
六
七
頁
）。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
に
は
革
命
の
恣
意
的
暴

力
性
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
は
豊
富
で
あ
っ
て
も
、
暴
君
の
恣
意
的

暴
力
性
と
不
法
性
に
対
す
る
批
判
は
全
く
な
い
が
、
こ
れ
は
偶
然
性

に
関
す
る
包
括
的
社
会
哲
学
の
包
括
性
の
失
わ
れ
た
環
で
あ
る
が
、

こ
の
欠
落
を
埋
め
る
こ
と
は
〈
主
権
の
循
環
的
自
己
言
及
性
〉
に
途

を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
主
権
の
自
己
言
及
性
な

い
し
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
理
論
枠
組
み
を
形
成

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
言
う
代
替

肢
の
試
金
石
と
な
る
。
主
権
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
脱
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
化

の
た
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
要
し
た
理
論
装
置
が
緒
論
二
八
節
の
「
理
念

の
体
系
の
総
体
性
」
の
論
理
で
あ
り
、「
Ⅰ　

国
内
体
制
」
の
冒
頭

の
二
七
二
節
に
お
い
て
「
総
体
性
」
の
論
理
で
あ
り
、「
総
体
性
の

三
契
機
」（S.�441,�

二
七
五
節
本
文
五
二
六
頁
）
で
あ
り
、
つ
ま
り

は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
論
理
学
の
思
弁
的
契
機
で
あ
る
。

（
7
）�

こ
の
こ
と
は
既
に
別
稿
で
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
拙
稿
「
道
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徳
に
お
け
る
善
と
良
心
の
偶
然
性
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
道
徳
論
に
お
け

る
偶
然
性
の
偶
像
化
問
題
―
」
二
〇
一
一
年
平
成
二
三
年
三
月

「
子
ど
も
育
成
学
部
紀
要
」
第
二
号
、p.�37 -p.�48.�

富
山
国
際
大
学
、

四
六
頁
。

（
8
）�
ゆ
え
に
立
憲
大
統
領
制
下
や
立
憲
君
主
制
下
に
お
い
て
も
、
つ
ま

り
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
戦
争
の
開
始
に
お
い
て
米
合
衆
国
憲
法
や

日
本
国
憲
法
や
実
定
的
国
際
法
が
前
提
条
件
と
し
て
十
分
に
機
能
し

た
か
ど
う
か
、
異
論
が
渦
巻
い
た
。

（
9
）�

こ
こ
で
名
著
訳
も
岩
波
全
集
の
佐
藤
訳
も
二
八
五
節
で
は
「
国
内

体
制
の
全
体
と
法
律
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
君
主
権
の
「
総
体
性
を

な
す
三
契
機
」
の
一
つ
と
し
て
の
「
君
主
権
の
第
三
契
機
」
に
最
初

に
言
及
し
た
二
七
五
節
で
は
名
著
は
「
憲
法
お
よ
び
法
律
」
と
訳
し

岩
波
佐
藤
訳
は
「
国
内
体
制
〔
憲
法
〕
と
法
律
」
と
訳
し
て
い
る
の

と
の
一
貫
性
が
失
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国

家
論
の
叙
述
の
一
貫
性
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
君
主
制
論
が
「
封
建
君
主
制

（Feudalm
onarchie

）」（S.�442,�

二
七
八
節
注
解
五
二
九
頁
）
で

も
な
け
れ
ば
「
専
制
政
治
（D

espotism
us

）」（S.�443,�
二
七
八
節

注
解
五
二
九
頁
）
な
い
し
は
専
制
君
主
制
で
も
な
く
「
立
憲
君
主
制

（konstitutionelle�M
onarchie

）」（S.�435,�

二
七
三
節
本
文

五
二
〇
頁
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う

危
険
性
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
端
的
に
次
の
箇
所
に
明
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
封
建
君
主
制
が
対
内
的
に
主
権
を
欠
く
の
に
対
し
て

「
専
制
政
治
（D

espotism
us

）
と
は
一
般
に
法
律
の
な
い
状
態
の

こ
と
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
、
君
主
の
意
志

で
あ
る
に
せ
よ
人
民
の
意
志
で
あ
る
に
せ
よ
（
衆
愚
政
治

O
chlokratie

）、
特
殊
意
志
と
し
て
の
特
殊
意
志
が
、
法
律
と
し
て
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
法
律
の
か
わ
り
と
な
っ
て
通
用
す
る
。
こ
れ
に
反

し
て
、
ま
さ
に
法
律
的
立
憲
的
な
状
態
に
お
い
て
は
、
主
権
が
、
特

殊
的
な
も
ろ
も
ろ
の
圏
と
職
務
と
の
観
念
性
の
契
機
を
な
す
」

（S.�443,�

二
七
八
節
注
解
五
二
九
頁
以
降
）。

（
10
）�

拙
稿
「
愛
の
偶
然
性
と
人
倫
の
哲
学
―
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
家

族
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
―
」、
二
〇
一
三
年
平
成
二
五
年
三

月
、「
子
ど
も
育
成
学
部
紀
要
」
第
四
号
、p.�33 -p.�44.�

富
山
国
際

大
学
、
三
四
頁
以
降
。

（
11
）�

そ
し
て
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
を
継
承
す
る
上
で
の
、
決
断

主
義
に
至
っ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
、
人
倫
論
を
展
開
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と

の
間
の
決
定
的
な
違
い
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
拙
稿
「
道
徳
と

偶
然
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
道
徳
的
行
為
論
と
福
祉
の
論
理
学
な
ら
び
に

社
会
学
的
行
為
論
―
」、
二
〇
一
〇
年
一
月
平
成
二
二
年
、「
言
語

と
文
化
」
第
七
号
、pp.�145 -168.�

法
政
大
学
言
語
・
文
化
セ
ン

タ
ー
、
一
五
五
頁
。

（
12
）�

Ｃ
・
テ
イ
ラ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
八
一
七
年
の
政
治
論
文
を
挙
げ

な
が
ら
、
ウ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
公
国
の
政
治
状
況
の
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
か
ら
貴
族
身
分
の
後
進
性
を
確
認
し
つ
つ
、「
破
壊
的
な
革
命

を
回
避
し
つ
つ
改
革
を
遂
行
す
る
主
な
道
具
は
、
君
主
制
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（C.�T

aylor,�H
egel.�Cam

bridge�U
niversity�

Press,�1975

→1996,�p.�443.

）
と
い
う
状
況
論
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
君
主
政
論
の
決
断
主
義
擁
護
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
状
況
論
的
解
釈
は
、『
法
哲
学
綱
要
』
が
君
主
の
主
権
を

論
じ
る
に
当
た
っ
て
「
総
体
性
の
三
契
機
」
と
い
う
論
理
学
的
装
置

を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
論
理
学
的
理
解
を
見
落
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
テ
イ
ラ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
が
論
理
学
の
領

域
へ
の
取
り
組
み
を
回
避
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
ま
た
三
段
論
法
的
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推
論
に
お
け
る
媒
辞
の
役
割
に
よ
っ
て
「
身
分
」
の
政
治
的
意
義
を

論
証
し
た
（ibid.�445.

）
よ
う
に
法
哲
学
研
究
に
お
い
て
も
論
理
学

的
側
面
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
け
に
、
こ
う
し
た
状
況
論
的

解
決
だ
け
で
は
惜
し
ま
れ
る
。
本
研
究
は
、
こ
う
し
た
法
哲
学
研
究

の
間
隙
を
埋
め
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
テ
イ
ラ
ー
の
研
究
と
異

な
る
。

（
13
）�

こ
の
問
題
は
、
立
憲
君
主
制
下
に
お
け
る
君
主
無
答
責
の
原
則
の

問
題
と
は
、
別
問
題
で
あ
る
。
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
近
代
的

主
観
性
の
権
利
」
と
君
主
権
（
力
）
と
の
関
係
性
の
問
題
で
あ
り
、

二
九
五
節
で
の
「
水
車
製
粉
屋
ア
ル
ノ
ル
ト
事
件
」
に
対
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
の
肯
定
的
評
価
の
体
系
的
一
貫
性
の
問
題
で
あ
る
。

（
14
）�

「
彼
の
主
権
理
論
は
、
あ
と
知
恵
の
利
点
な
し
に
す
ら
、
反
対
に

さ
ら
さ
れ
る
」（
Ｚ
・
Ａ
・
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治

哲
学
」、
Ｚ
・
Ａ
・
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
哲
学
』

藤
原
保
信
他
訳
、
お
茶
の
水
書
房
、
新
装
版
、
一
九
八
九
年
、
所
収
、

四
八
〇
頁
）
と
い
う
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
の
指
摘
と
本
研
究
の
帰
結
と

は
外
形
的
に
は
収
斂
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
帰
結
は

収
斂
し
て
い
て
も
、
特
に
本
研
究
の
場
合
に
は
「
偶
然
性
」
問
題
に

関
す
る
内
在
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
そ
の
論
証
プ
ロ
セ
ス
は
全
く
異
な
る
。
本
研
究
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、
二
〇
世
紀
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
責
任
が

あ
る
か
ど
う
か
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
学
説
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う

外
在
的
な
既
成
基
準
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
政
治
的
な
評
価
に
お
い

て
独
自
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
偶
然
性
」
パ

ラ
ダ
イ
ム
が
も
た
ら
す
社
会
哲
学
へ
の
貢
献
の
包
括
的
な
評
価
を
と

も
な
う
社
会
哲
学
の
研
究
主
題
も
し
く
は
研
究
領
域
の
創
造
的
展
開

に
関
す
る
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
新
た
な
提
案
を
め
ざ
し
て
い
る
。

（
15
）�

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
は
、
次
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
。「
決
定
の
根
拠
に
つ
い
て
熟
考
す
る
こ
と
や
リ
ス

ク
性
に
つ
い
て
の
量
的
な
計
算
す
る
こ
と
は
、
信
頼
を
得
る
こ
と
ほ

ど
は
重
要
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」�（N

.�Luhm
ann,�

Soziologie des R
isikos,�W

alter�de�Gruyter,�1991,�S.�158.

）

（
16
）�

こ
れ
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
版
の1819/20

年
の
講
義

録
ノ
ー
ト
に
お
け
る
君
主
の
署
名
の
重
要
性
は
こ
の
ホ
ト
ー
の
筆
記

録
ノ
ー
ト
よ
り
も
さ
ら
に
格
下
げ
さ
れ
て
、「
そ
の
名
前
は
、
�
個

別
的
な
も
の
を
個
別
的
な
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
る
に
至
っ
た
表
象

の
記
号
で
す
。
裁
判
官
は
、
完
全
に
独
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
君
主
の
名
前
で
判
決
を
下
す
の
で
す
」（S.�250f.

）
と
記
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
側
面
と
力
点
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治

思
想
の
『
自
由
主
義
的
』
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
い
人
々
に
と
っ
て

好
都
合
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
復
古
の
副
官
と
し
て

の
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
と
っ
て
の
証
拠
を
生
み
出
す
よ
う
な

推
論
や
力
点
を
も
同
様
に
許
す
原
理
か
ら
、
可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
」（
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
「
編
者
序
論
」『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
録

1819/20

』
法
律
文
化
社
二
〇
〇
二
年
二
七
三
頁
以
降
）
と
記
し
て

い
る
。
こ
の
問
題
の
よ
り
原
理
的
な
根
源
（
ア
ル
ケ
ー
）
に
つ
い
て
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。「
国
家
に
つ
い
て
の
こ
の
思
想
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、

形
而
上
学
的
概
念
か
ら
直
接
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
が
政

治
的
性
質
を
も
つ
指
向
や
選
択
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
独
自

性
の
認
識
や
力
の
受
容
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
的
原
理
に

対
抗
す
る
思
想
に
よ
っ
て
の
み
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
自
身
は
決
し
て

あ
い
ま
い
で
な
い
根
拠
か
ら
到
達
し
て
し
ま
っ
た
、〈
結
論
に
お
け



62

の
規
則
の
こ
の
矛
盾
は
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

論
議
に
お
い
て
君
主
権
に
与
え
ら
れ
て
い
る
優
越
性
の
う
ち
に
見
出

す
」（
Ｋ
・
Ｈ
・
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
「
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
の
哲
学
』
の
構

造
」、
Ｚ
・
Ａ
・
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
哲
学
』

藤
原
保
信
他
訳
、
前
掲
同
書
、
二
一
二
頁
）
と
述
べ
る
と
き
、
そ
の

論
理
的
な
指
摘
は
「
あ
べ
こ
べ
の
順
序
」
と
い
う
の
は
一
面
的
で
あ

る
と
し
て
も
概
ね
精
確
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
イ
ル
テ
ィ
ン
グ

は
、
そ
こ
で
こ
の
論
理
的
な
契
機
が
二
七
八
節
注
解
で
指
示
さ
れ
て

い
る
「
緒
論
」
七
節
の
総
体
性
の
三
契
機
の
論
理
学
に
直
結
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
ウ
ィ
ー

ン
会
議
の
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
の
世
襲
君
主
制
お
よ
び
『
扇
動
的
』

な
言
動
の
鎮
圧
に
関
す
る
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
の
布
告
に
直
面
し
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
近
代
国
家
に
つ
い
て
の
彼
自
身
の
考
え
を
断
念
し
、
彼

の
理
論
が
両
立
し
が
た
い
二
つ
の
部
分
と
な
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ

た
」（
同
頁
）
と
い
う
よ
う
に
「
総
体
性
」
論
理
学
の
問
題
を
政
治

的
情
況
論
へ
と
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
解
消
す
る
の
は
、「
市
民
社
会
」

に
お
け
る
「
偶
然
性
」
の
問
題
を
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
が
見
失
っ
て
い
る

こ
と
と
直
結
し
て
い
る
。

（
17
）�

こ
の
「
君
主
に
客
観
的
性
質
を
要
求
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
」

と
い
う
二
八
〇
節
補
遺
の
講
義
録
に
反
し
て
、
あ
と
の
と
こ
ろ
で

ヘ
ー
ゲ
ル
は
客
観
性
か
ら
君
主
の
決
定
を
評
価
す
る
。
こ
の
矛
盾
に

つ
い
て
は
、
本
研
究
は
「
ア
ル
ノ
ル
ト
事
件
と
君
主
主
権
の
偶
然
性
」

と
し
て
別
に
論
じ
る
機
会
を
要
す
る
。

る
二
義
性
〉
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」（
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ

「
編
者
序
論
」ibid.�

二
七
四
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
自

由
主
義
者
と
し
て
擁
護
す
る
た
め
に
講
義
録
に
自
由
主
義
の
痕
跡
を

探
索
し
よ
う
と
す
る
人
々
も
、
あ
る
い
は
逆
に
『
綱
要
』
の
特
に
序

文
や
君
主
論
あ
た
り
の
テ
キ
ス
ト
の
表
面
的
理
解
だ
け
を
も
と
に

ヘ
ー
ゲ
ル
を
復
古
主
義
者
と
し
て
非
難
す
る
人
々
も
、
ど
ち
ら
も
進

歩
主
義
的
な
価
値
観
を
共
有
し
て
い
て
、
こ
の
進
歩
主
義
的
価
値
観

を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
外
在
的
に
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
政
治
問
題
を
優
先
さ
せ
て
ア
ル
ケ
ー
の
問
題

に
目
を
向
け
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
哲
学
に
対
す
る
政
治

の
優
位
を
唱
え
る
Ｒ
・
ロ
ー
テ
ィ
と
同
様
の
立
場
に
立
つ
人
々
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
、
政
治
や
法
学
に
対
す
る
哲
学

の
優
位
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
は
か
な
り
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
思

わ
れ
る
。
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
批
判
は
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
・

テ
ー
ゼ
」
へ
の
批
判
に
直
結
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
イ

ル
テ
ィ
ン
グ
が
「
そ
こ
で
は
か
れ
は
自
分
の
理
論
を
叙
述
す
る
ば
あ

い
の
『
弁
証
法
的
』
な
秩
序
に
対
し
て
理
解
し
が
た
い
別
扱
い
を
あ

え
て
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
の
説
明
の
計
画
を
実
行
に
う
つ

す
際
に
、
か
れ
は
あ
べ
こ
べ
の
順
序
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
か
れ
は
弁
証
法
的
な
ジ
ン
・
テ
ー
ゼ
か
ら
は
じ
め
て
、

弁
証
法
的
な
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
へ
と
進
み
、
そ
し
て
最
後
に
テ
ー
ゼ

を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
独
特
な
弁
証
法


