
ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

の

良

心

論

再

考

―

―

可
能
性
概
念
を
手
が
か
り
に

橋

本

武

志

序

「
道
徳
を
説
く
の
は
容
易
だ
が
、
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
の
は
困
難

で
あ
る
」
。
か
つ
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
た

（
一
）

が
、
こ
の
命
題
は
今
な
お
そ
の
効
力
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
日
常
的

な
倫
理
の
荒
廃
の
問
題
は
も
と
よ
り
、
高
度
な
医
療
、
情
報
そ
の
他

の
技
術
の
進
歩
に
伴
う
様
々
な
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
次
元
に
至
る

ま
で
、
今
日
ほ
ど
「
倫
理

「
道
徳
」
の
基
礎
付
け
が
必
要
と
さ
れ

」

て
い
る
時
代
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
状
況
に
対
応
し
て
倫
理
学
は
メ
タ
倫
理
と
い
う
方
向
性
や
、

生
命
倫
理
、
環
境
倫
理
等
々
の
方
向
性
で
様
々
に
理
論
を
発
展
さ
せ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
営
み
が
必
要
か
つ

不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
尊
重
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を

俟
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
こ
う
し
た
理
論
が
如
何
に
精

緻
に
構
成
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
例
え
ば
何
ら
か
の
法
制
化
が
為

さ
れ
た
と
し
て
も
、
個
々
の
人
間
が
こ
れ
を
単
な
る
強
制
と
し
て
受

け
止
め
る
の
で
は
な
く
、
心
底
か
ら
納
得
し
て
そ
れ
に
従
う
と
い
う

こ
と
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
う
し
た
理
論
や
、

理
念
、
更
に
は
法
が
個
々
人
の
「
良
心
」
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
が

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
不
幸
な
事
態
で
あ
る
と
言

。

、

「

」

、

わ
ざ
る
を
得
な
い

そ
の
よ
う
な
意
味
で

各
人
の

良
心

と
は

個
々
人
が
私
的
領
域
を
踏
み
越
え
て
公
共
的
倫
理
へ
と
足
を
踏
み
入
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れ
る

初
の
入
り
口
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、

倫
理
や
道
徳
が

終
的
に
は
各
人
の
行
為
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
以
上

「
こ
の
行
為
は
為
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
行
為
を
為
す

、

べ
き
で
あ
る
」
と
訴
え
か
け
る
良
心
現
象
は
、
倫
理
を
守
護
す
る

後
の
砦
と
で
も
言
う
べ
き
重
要
な
現
象
で
あ
る
。
た
と
え
如
何
に
声

高
に
倫
理
が
様
々
な
と
こ
ろ
で
叫
ば
れ
よ
う
と
も
、
個
々
人
が
そ
れ

に
耳
を
貸
さ
ず
、
そ
の
良
心
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
徒
労
で

あ
る
。
逆
に
、
そ
う
し
た
外
部
か
ら
の
要
請
や
教
育
が
な
く
と
も
、

お
の
が
良
心
に
耳
を
傾
け
る
者
は
お
の
ず
と
善
き
行
為
を
為
す
よ
う

心
掛
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
者
は
自
ら
の
良
心
を
更

に
鍛
練
し
、
よ
り
善
き
人
格
を
目
指
し
て
鋭
意
努
力
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。と

は
い
う
も
の
の
、
自
ら
の
良
心
に
従
っ
て
為
し
た
筈
の
行
為
が

実
際
に
は

小
さ
く
は
対
人
間
の
い
ざ
こ
ざ
か
ら
大
き
く
は
紛

─

争
・
戦
争
に
い
た
る
ま
で

様
々
な
葛
藤
や
対
立
を
生
み
出
し

─

得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
現
に
生
み
出
し
て
来
た
と
い
う
現
実
は
看
過

さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
衷
心
よ
り
出
で
た
る
善

意
と
善
意
と
の
衝
突
こ
そ
が

も
激
烈
に
し
て
深
刻
な
道
徳
的
紛
糾

を
も
た
ら
す
と
い
う
悲
し
む
べ
き
事
実
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
事
実
を
以
っ
て
直
ち
に
良
心
現
象
か
ら
そ
の
意
義
を
剥
奪
す
る
と

い
う
軽
挙
盲
動
は
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
何
故
な
ら
ば
、
た
と
え
結

果
的
に
「
誤
れ
る
」
良
心
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
持
と
う
と
す

る
者
に
は
陶
冶
の
可
能
性
が
常
に
残
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ

に
無
頓
着
な
者
に
は
も
は
や
何
ら
の
期
待
を
か
け
る
こ
と
も
見
込
め

な
い
か
ら
で
あ
る
。
常
に
お
の
が
「
良
心
」
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う

根
本
的
な
存
在
様
態
そ
の
も
の
が
欠
落
し
て
い
れ
ば
、
そ
も
そ
も
誤

る
、
誤
ら
な
い
な
ど
と
語
る
こ
と
す
ら
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
機
能
を
有
す
る
良
心
と
い
う
現

象
が
決
し
て
一
義
的
に
定
義
で
き
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
、
哲
学
や
心
理
学
、
社
会
学
そ
の
他
の
諸
学
が
こ
の
現
象
を

解
釈
す
る
際
の
そ
の
多
様
性
を
鑑
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
哲
学
内

部
に
限
っ
て
み
て
も
、
あ
る
い
は
「
神
の
声
」
と
し
て
、
あ
る
い
は

「

」

、

「

」

悲
し
み
の
情
念

と
し
て

ま
た
あ
る
い
は

内
的
法
廷
の
意
識

と
し
て
、
更
に
は
外
的
規
範
の
無
意
識
的
内
面
化
等
々
と
し
て
様
々

に
解
釈
さ
れ
、
そ
も
そ
も
良
心
現
象
の
由
来
す
る
場
所
が
本
能
な
の

か
、
理
性
な
の
か
、
そ
れ
と
も
感
情
や
意
志
な
の
か
と
い
う
そ
の
所

在
す
ら
判
然
と
し
な
い
。
加
え
て
こ
れ
に
上
で
も
少
し
述
べ
た
よ
う

な
「
良
心
は
可
謬
的
か
否
か

「
良
心
は
教
育
す
る
こ
と
が
可
能
か

」
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否
か
」
等
の
問
題
が
付
け
加
わ
る
と
い
う
次
第
で
、
こ
れ
ら
の
問
題

全
般
に
わ
た
る
決
定
的
な
一
致
点
は
お
よ
そ
存
在
し
な
い
と
言
っ
て

よ
い
。
重
大
な
意
義
を
有
す
る
も
の
の
、
し
か
し
不
可
思
議
な
現
象

（
二
）

こ
れ
が
「
良
心
」
な
る
も
の
の
特
質
を
成
し
て
い
る
と
も
言
い

─得
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
た
、
そ
の
主
著
た
る
『
存
在
と
時
間
』
の
中

で
、
こ
う
し
た
不
可
思
議
な
良
心
現
象
を
自
ら
の
立
場
か
ら
分
析
し

て
い
る
。
だ
が
周
知
の
如
く
、
こ
の
書
物
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
目
指

し
て
い
る
の
は
、
人
間
学
や
倫
理
学
の
構
築
で
は
な
く
、
存
在
論
の

準
備
の
た
め
の
基
礎
的
存
在
論
の
構
築
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

良
心
現
象
も
ま
た
「
存
在
的

実
存
的(

)

」
に

－
ontisch

-existenziell

ontologisch-

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
存
在
論
的

実
存
論
的(

－

)

」
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ

existenzial

ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
五
九
節
に
於
い
て
従
来
の
伝
統
的
な
良

心
解
釈
を
も
批
判
し
、
こ
れ
を
「
通
俗
的(

)

」
良
心
解
釈
と

vulgär

い
う
強
い
調
子
を
以
っ
て
拒
絶
す
る
こ
と
す
ら
辞
さ
な
い
。
こ
う
し

（
三
）

た
志
向
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
通
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
解
釈
は

一
読
し
た
限
り
で
は

我
々
が
日
常
体
験
し
て
い
る
具
体
的

─

─

な
良
心
現
象
か
ら
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ

を
裏
付
け
る
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
し
か
し
存
在
論
的
な
解
釈

は
そ
も
そ
も
通
俗
的
な
解
釈
と
合
致
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
」(

)

と
述
べ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
こ

S
Z
,289

の
良
心
解
釈
は
「
死
へ
の
先
駆(

)

」
と
い
う

V
orlaufen

zum
T
ode

本
来
性
概
念
が
呈
示
さ
れ
た
後
で
、
こ
れ
が
単
な
る
空
虚
な
理
念
で

は
な
く
、
実
際
に
選
び
取
り
得
る
存
在
様
態
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

た
め
の
具
体
的
な
証
左
と
し
て
導
入
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ

、
、
、
、

る
。
無
論
、
い
く
ら
具
体
的
な
証
左
で
あ
る
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で

も
「
存
在
論
的
に
」
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
の
良

心
概
念
と
相
容
れ
な
い
点
も
多
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
特
異
性
を
勘

案
し
て
も
な
お
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
解
釈
は
、
十
分
に
読
み
込

め
ば
、
現
実
と
合
致
し
た
解
釈
の
一
つ
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
ま
た
先
の
引
用
に
続
け
て

い
さ
さ
か
高
飛
車

─

な
語
り
口
で
は
あ
る
が

こ
う
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

「
に
も

─

。

か
か
わ
ら
ず
、
通
俗
的
な
良
心
解
釈
も
ま
た
こ
の
現
象
を
何
ら
か
の」

仕
方
で

前
存
在
論
的
に

打
ち
当
て
て
い
る
に
違
い
な
い

─

─

(
)

「
通
俗
的
」
良
心
解
釈
が
現
象
を
打
ち
当
て
て
い
る
の
だ
と

ibid.

。

す
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
も
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
自
認
す
る
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
良
心
解
釈
は
事
象
そ
の
も
の
を
よ
り
深
く
把
握
し
て
い
る
こ
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と
に
な
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
根
源
的
良
心
解
釈
か
ら
具

体
的
な
良
心
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
筈
で
あ
る
。
否
、
そ

う
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
解
釈
史
的
に
見
て
も
、
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
良
心
論
を
主
題
と
し
て
正
面
切
っ
て
論
ず
る
と
い
う
研
究

は
従
来
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
そ
も
そ
も
稀
少
で
あ
り
、
た
と
え
こ

れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
で
も
、
例
え
ば
古
く
は
ク
ー
ン
に
代
表

（
四
）

さ
れ
る
よ
う
に
概
ね
批
判
的
に
言
及
さ
れ
る
傾
向
が
根
強
く
、
そ
う

。

、

し
た
動
向
が
現
在
に
於
い
て
も
続
い
て
い
る

こ
の
動
向
に
加
え
て

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
関
与
の
問
題
が
浮
上
し
て
久
し
い

目
下
の
状
況
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
解
釈
も
こ
の
問
題
か
ら

逆
照
射
さ
れ
て
ナ
チ
ズ
ム
と
の
連
関
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
、
い
き
お

い
そ
こ
へ
と
安
易
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
が
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
今
一
度
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」

と
立
ち
返
り
、
具
体
的
現
実
と
い
う
立
脚
点
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

良
心
論
を
読
解
し
直
す
と
い
う
方
向
性
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
考
え
に
則
り
、
本
稿
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
を
再

解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と
現
実
の
具
体
的
な
良
心
現
象
と

。

、

を
架
橋
す
る
こ
と
を
試
み
る

こ
の
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
我
々
は

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
負

い
目
」
概
念
を

「
可
能
性
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
観
点
か
ら
検

、

討
し
直
す
と
同
時
に
、
こ
の
作
業
と
並
行
し
て
現
実
の
具
体
的
な

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
術
語
を
用
い
れ
ば
「
実
存
的
な
」

良
心

─

─

現
象
を
も
、
そ
の
本
質
に
迫
る
ま
で
為
し
能
う
る
限
り
分
析
し
、
両

者
を
近
接
さ
せ
て
行
く
と
い
う
段
取
り
を
採
る
。
こ
の
企
図
に
基
づ

き
、
以
下
で
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
論
述
が
為
さ
れ
る
。
第
一
章
で

は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
解
釈
が
基
づ
い
て
い
る
根
本
的
背
景
に

つ
い
て
述
べ
、
第
二
章
、
第
三
章
で
は
、
そ
の
解
釈
の
特
異
性
に
つ

い
て
論
じ
た
後
に
、
そ
の
特
異
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
実
は

現
実
的
良
心
現
象
と
根
底
的
に
は
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。

後
に
第
四
章
で
は
、
一
般
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
の
弱
点
と

さ
れ
る
点
に
つ
い
て
言
及
し
、
こ
れ
を
考
察
す
る
。

第
一
章

「
ひ
と
」
の
猛
威

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
独
自
の
良
心
論
を
展
開
す
る
と
き
、
ま
ず

も
っ
て
目
に
つ
く
の
は
「
ひ
と(

)

」
と
本
来
的
自
己
と
の

das
M
an

峻
別
、
そ
れ
も
過
剰
な
ま
で
に
潔
癖
に
遂
行
さ
れ
た
厳
格
な
区
別
で
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あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
分
法
に
対
す
る
批
判
は
以
前
も
現
在
に
於
い

て
も
常
に
存
在
す
る
し
、
確
か
に
当
を
得
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
だ

が
、
こ
こ
ま
で
厳
格
に
「
ひ
と
」
な
る
も
の
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
排

斥
せ
ん
と
し
た
そ
の
意
図
も
ま
た
汲
み
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即

ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
「
ひ
と
」
と
い
う
在
り
方
の
抜
き
去
り
難

い
頑
強
さ
と
、
あ
ま
り
に
も
強
大
な
そ
の
支
配
力
を
、
骨
の
髄
ま
で

認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る

「
他
者
と
共
に
、
他
者
の
た
め
に
、
そ

。

し
て
他
者
に
抗
し
て
掴
み
取
っ
た
も
の
を
配
慮
す
る
こ
と
の
う
ち
に

は
常
に
、
他
者
と
の
相
違
を
巡
る
関
心
が
宿
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

他
者
と
の
相
違
を
調
整
す
る
た
め
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
他
者
に
遅

れ
を
と
り
つ
つ
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
で
自
己
の
固
有
な
現
存
在
が

こ
の
遅
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
他
者
よ
り
も
優
位

に
立
っ
て
い
る
現
存
在
が
他
者
を
抑
圧
せ
ん
と
す
る
場
合
も
あ
る
。

相
互
に
共
に
在
る(

)

と
い
う
こ
と
は

自
身
に

M
iteinandersein

─

は
隠
さ
れ
て
は
い
る
が

こ
の
よ
う
な
隔
た
り(

)

を
巡

─

A
bstand

る
関
心
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
（
中
略
）

…

か
か
る
存
在
様
態
が
日
常
的
現
存
在
に
と
っ
て
目
立
た
な
け
れ

ば
目
立
た
な
い
ほ
ど
、
こ
の
隔
た
り
は
一
層
頑
強
か
つ
根
源
的
に
作

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
」(

)

。
他
人
と
違
う
と
い
う
こ
と
、

S
Z
,
126

た
と
え
そ
れ
が
他
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
さ
え
、
こ

、

。

の
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
在
は
動
揺
し

安
ん
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い

「
懸
隔
性(

)

」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
在
り
方
は
、
少
し

A
bständigkeit

考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
如
何
に
強
さ
と
自
立
性
を
自
称
す
る

者
で
さ
え
も
完
全
に
こ
れ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ほ

ど
根
強
い
。
こ
の
「
隔
た
り
を
巡
る
関
心
」
を
地
盤
と
し
て
無
記
名

の
他
者
の
支
配
が
始
ま
る
。
こ
の
関
心
が
抜
き
去
り
難
く
頑
強
で
あ

る
が
故
に

「
或
る
特
定
の
者
で
は
な
い
が
全
て
」(

)

で
あ
る

、

S
Z
,127

「
ひ
と
」
が
猛
威
を
ふ
る
い
、
全
て
を
平
均
化
し
、
均
等
化
し
つ
く

。

、

、

「

」

し
て
い
く

し
か
も

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば

か
か
る

ひ
と

の
支
配
か
ら
逃
れ
る
べ
く
隠
遁
し
よ
う
と
し
て
も
「
ひ
と
が
ひ
き
こ

、
、
、
、
、
、

傍
点
は

も
ろ
う
と
す
る
よ
う
に

〝
大
衆

か
ら
ひ
き
こ
も
る
」(

〝

ibid.

、
、
、
、
、
、
、
、
、

)

と
い
う
皮
肉
な
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

引
用
者
に
よ
る

る

加
え
て
そ
う
し
た
隠
遁
先
が

か
り
に
世
俗
を
離
れ
た
所
謂

聖

。

、

「

な
る
」
世
界
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
人
間
が
い
る
限
り
は
こ
う
し
た

「
ひ
と
」
の
支
配
力
は
決
し
て
弱
ま
ら
な
い
。
世
俗
に
於
け
る
の
と

は
違
っ
た
形
態
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
、
本
質
的
に
は
何
も
変
わ
り

は
な
い
。
つ
ま
り
、
お
よ
そ
「
界
」
と
名
の
つ
く
と
こ
ろ
で
生
き
る

以
上
は
「
ひ
と
」
か
ら
逃
亡
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
構
造
に
な
っ
て
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い
る
わ
け
で
あ
る
。

das
か
く
し
て
「
ひ
と
」
は
「
日
常
性
の

も
実
在
的
な
主
体(

〝

)

」(
)

と
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ

realste
S
ubjekt

SZ
,128

〝

う
な
「
ひ
と
」
の
支
配
は
、
善
悪
の
価
値
判
断
を
伴
う
よ
う
な
行
為

に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
或
る
者
が
倫
理
上

「
善
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
遂
行
す
る
場
合
で
も

「
ひ

、

」

。

と
が
す
る
よ
う
に

善
く
振
る
舞
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ

無
論
、
そ
の
行
為
自
体
は
善
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
何

の
問
題
も
あ
り
は
し
な
い
と
い
う
見
解
も
成
立
し
得
る
。
し
か
し
な

が
ら
少
な
く
と
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
う
考
え
て
は
い
な
い
。
か
と

い
っ
て
そ
れ
は
所
謂
「
動
機
主
義
」
と
い
う
立
場
と
も
一
線
を
画
し

て
い
る
。
行
為
す
る
主
体
が
「
ひ
と
」
乃
至
は
「
ひ
と
」
に
浸
食
さ

れ
て
し
ま
っ
た
「
ひ
と

自
己(

)

」
で
あ
る
限
り
は
、
当

－
M
an
-selbst

の
善
き
行
為
は
自
己
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
選
び
取
ら
れ
た
可
能
性
で

は
な
く
、
無
自
覚
的
か
つ
（
意
識
し
よ
う
と
す
ま
い
と
）
強
制
的
に

選
ば
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
行

為
の
自
覚
的
主
体
そ
の
も
の
が
存
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

当
の
善
行
は
善
い
と
も
悪
い
と
も
言
え
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
倫
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
以
前
に
、
言
葉
の
厳
密
な
意
味

に
お
け
る
「
自
発
的
な
行
為
」
と
す
ら
呼
べ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

、

「

」

こ
の
よ
う
な
背
景
を
鑑
み
る
な
ら
ば

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

良
心

と
い
う
倫
理
学
的
概
念
を
殊
更
に
持
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理

由
も
明
ら
か
に
な
る
。
次
章
で
は
ま
ず
こ
の
理
由
に
つ
い
て
の
論
述

か
ら
は
じ
め
よ
う
。

第
二
章

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
概
念
の
特
異
性

通
常
我
々
が
「
良
心
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
為
さ
ん
と
す

る
行
為
に
対
し
て
「
そ
れ
は
為
す
べ
き
で
あ
る

「
為
す
べ
き
で
は

」

な
い
」
と
命
じ
て
来
る
も
の
、
ま
た
あ
る
い
は
既
に
為
し
て
し
ま
っ

た
行
為
そ
の
も
の
、
ひ
い
て
は
行
為
の
結
果
に
対
し
て
「
為
す
べ
き

こ
と
を
し
た

「
為
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
、
あ
る
い
は
評
価

」

し
、
あ
る
い
は
裁
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
分
類
す
れ
ば
ま
だ
ま

だ
細
分
化
は
可
能
で
あ
り
、
各
様
態
に
つ
い
て
更
に
詳
細
な
分
析
も

為
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
ご
く
一
般
的
な
理
解
に
と
ど

め
て
お
く
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
良
心
と
は
、
各
人
が
自
ら

（
五
）
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の
行
為
を
倫
理
的
な
観
点
か
ら
自
律
す
る

後
の
砦
の
如
き
も
の
で

あ
る
と
言
え
る

「
法
が
禁
じ
て
い
る
か
ら

「
他
人
の
目
が
あ
る
か

。

」

ら

等
々
と
い
っ
た
外
面
的
規
制
を
遥
か
に
凌
駕
し
て

個
人
の

内

」

、

「

面
」
そ
の
も
の
に
訴
え
掛
け
る
な
に
も
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

（
六
）

に
「

後
の
砦
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
己
に
於
い
て
は
「
良
心
の

呵
責
」
に
責
め
た
て
ら
れ
た
り
、
他
人
に
対
し
て
は
そ
の
「
良
心
に

訴
え
」
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
こ
の
訴
え

に
耳
を
傾
け
る
傾
向
性
を
常
に
有
す
る
者
が
「
良
心
的
」
な
人
物
と

呼
ば
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
着
目
し
た
の
は
ま
さ
に
、
良
心
が
倫
理
の

終

、

、

局
面

つ
ま
り
行
為
や
振
る
舞
い
の

終
的
決
断
に
際
し
て
機
能
し

し
か
も
、
法
や
世
間
と
い
っ
た
外
面
的
規
制
を
超
出
し
て
直
截
に
個

（
七
）

人
の
内
面
に
切
り
込
み
、
こ
れ
を
改
変
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
有
し
て

、

。

、

い
る

と
い
う
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
こ
に

「

」

。

ひ
と

か
ら
の
脱
出
の
手
掛
か
り
を
つ
か
も
う
と
し
た
の
で
あ
る

言
い
換
え
れ
ば
「
ひ
と

自
己
」
か
ら

も
固
有
な
本
来
的
自
己
へ

－

の
転
換
の
契
機
を
見
て
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
八
）

し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
良
心
の
声
」
の
働
く
局
面
を
狭
義

の
倫
理
的
行
為
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く

ひ
い
て
は
そ
も
そ
も

行

、

「

為
」
に
す
ら
限
定
す
る
の
で
も
な
く
、
端
的
に
現
存
在
の
「
存
在
」

そ
の
も
の
へ
の
呼
び
か
け
と
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
為
さ
ん

と
願
望
さ
れ
表
象
さ
れ
た
行
為
や
、
も
は
や
為
さ
れ
て
し
ま
っ
た
行

為
に
対
す
る
評
価
や
裁
き
が
良
心
現
象
の
本
質
で
は
な
い
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
「
ひ
と

自
己
」
の
内
の
自
己
そ
の
も
の

－

に
向
か
っ
て
「
呼
び
か
け(

)

、
し
か
も
何
事
か
を
「
呼
び

anrufen

」

伝
え
る(

)

」
の
で
は
な
く
、
端
的
に
「

も
固
有
な
自
己
自

zurufen

A
ufruf

zum
eigensten

身
で
在
り
得
る
こ
と
へ
と
呼
び
出
す

(

、
、)

」(
)

と
い
う
こ
と
こ
そ
が
良
心
の

も

S
elbstsein

S
Z
,273

können

本
質
的
な
機
能
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
良
心
解
釈
に
対

し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
ま
ず
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か

か
る
良
心
解
釈
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
な
強
力
な
「
ひ
と
」
の

支
配
圏
、
及
び
そ
れ
に
浸
食
さ
れ
た
自
己
か
ら
脱
す
る
と
い
う
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
戦
略
的
方
法
と
し
て
は
理
解
し
得
る
も
の
の
、
や
は
り

個
々
の
行
為
を
離
れ
た
良
心
な
る
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
。

、

。

だ
が

こ
の
疑
念
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
得
る
で
あ
ろ
う

例
え
ば
、
何
か
道
義
に
悖
っ
た
こ
と
を
為
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の

歯
止
め
と
な
る
の
は
「
こ
の
行
為
を
為
し
て
し
ま
っ
た
ら
自
分
は
も

は
や
自
分
で
は
な
く
な
る
。
自
己
を
自
己
と
し
て
肯
定
す
る
す
べ
を
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奪
わ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
思
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
既
に
為
し
て

「

」

し
ま
っ
た
後
に
は

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
念
が
生
ず
る
が
、
こ
こ
で
「
取
り
返
し
」
が
つ
か
な
い
の
は

当
の
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
行
為
を
為
し
た
と
い

う
「
事
実
」
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
為
し
て
し
ま

っ
た
当
の
自
己
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
良
心
は
た
し
か
に
個
々
の
行
為
に
際
し
て
機
能
す
る

（
九
）

が
、
し
か
し
実
質
的
に
は
そ
う
し
た
個
々
の
行
為
を
通
り
越
し
て
、

自
己
全
体
の
存
在
様
態
そ
の
も
の
を
裁
い
た
り
、
評
価
し
た
り
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
良
心
と
は
、

終
的
に
は
自
己
が
自
己
と
し
て
成
立
し
て
い
る
そ
の
実
存
的
な
基

盤
、
私
が
私
で
在
る
と
い
う
そ
の
同
一
性
の
根
拠
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
良
心
と
は

た
し
か
に
そ
の
機
能
に
関
し
て
は
個
々
の
行
為
、
振
る
舞
い
の
場
で

働
く
が
、
そ
の
存
立
に
関
し
て
は
自
己
が
自
己
で
在
る
と
い
う
実
存

的
基
盤
に
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が
存
在
論
的

実
存
論
的
な
良
心
解
釈
に
於
い
て
為
そ
う
と
し
て
い

－

る
の
は
ま
さ
し
く
、
こ
の
後
者
の
構
造
を
剔
抉
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
良
心
現
象
を
斯
様
に
考
え
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
解
釈
を
現
実
か
ら
遊
離
し
た
単
な
る
抽
象
論
と
す
る
批
判
は
、
良

心
現
象
の
一
側
面
し
か
見
な
い
と
い
う
皮
相
な
理
解
に
由
来
す
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

、

。

だ
が

こ
の
批
判
よ
り
も
更
に
根
底
的
な
批
判
が
予
想
さ
れ
得
る

す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
「
良
心(

)

」
と
い
う
言
葉
は
、
ラ

G
ew

issen

テ
ン
語
の

の
直
訳
で
あ
り
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の

conscientia

に
ま
で
遡
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
共
に
・
知
る
」
と

syneidēsis

い
う
意
味
で
あ
る
ゆ
え

「
共
に
」
と
「
知
る
」
と
い
う
こ
の
両
契
機

、

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
別
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
言
葉
の

原
義
上
は
共
同
体
内
部
で
の
規
範
を
共
有
す
る
と
い
う
意
味
を
内
包

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
義
に
則
る
な
ら
ば
、
世
間
や
共
同
体
か

ら
完
全
に
遊
離
し
た
個
人
だ
け
の
良
心
な
ど
は
形
容
矛
盾
と
な
っ
て

し
ま
う
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

「
上
述
の
（
＝
外
来
的
諸
力
の
う
ち
に
良
心
の
呼
ぶ
主
体
を

。

求
め
る
）
良
心
解
釈
は
〈
単
に
主
観
的
に
で
は
な
く
〉
語
る
よ
う
な

〈
普
遍
的
に
〉

拘
束
す
る
声
と
い
う
意
味
に
於
い
て
呼
び
声
を
認
め

－
て
い
る
の
だ
と
自
称
し
て
い
る
。
更
に
は
こ
の
〈
普
遍
的
な
〉
良
心

は
〈
世
界
良
心
〉
に
ま
で
高
ま
る
が
、
か
か
る
世
界
良
心
は
そ
の
現

〈

〉

、〈

〉

象
的
性
格
に
関
し
て
は

そ
れ

で
あ
り

何
者
で
も
な
い
も
の
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で
あ
り
、
ゆ
え
に
や
は
り
、
個
々
の
主
観
の
う
ち
で
は
か
か
る
無
規

定
な
も
の
と
し
て
語
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
〈
公
共
的

〉
、

。

良
心

こ
れ
は
ひ
と
の
声
以
外
の
な
に
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
か

〈
世
界
良
心
〉
な
ど
と
い
う
案
出
物
が
現
存
在
に
思
い
つ
か
れ
る
の

は
ひ
と
え
に
、
良
心
が
そ
の
根
底
と
本
質
に
於
い
て
は
そ
の
つ
ど
私

、
、
、
、
、

丸
括
弧
内
は

の
も
の(

)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」(

je
m

eines
S
Z
,278.

、
、
、

、
、

)

。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
良
心
と
い
う
現
象
に
関

引
用
者
に
よ
る

し
て
は
、
何
ら
か
の
外
的
な
力

神
は
も
ち
ろ
ん
、
他
者
、
法
や

─

世
間
、
更
に
は
共
同
体
の
規
範
な
ど
一
切
を
含
む

を
良
心
現
象

─

の
主
体
と
す
る
見
方
を
完
全
に
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る

な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
の
内
部
で
は
共
同
体
の
規
範
へ
の

通
路
は
全
く
遮
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
如
何
に
精
緻
に
良
心
現
象
の
み
分
析
し
て
も
、
共
同
体
の

倫
理
に
通
ず
る
道
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
と
し
て
、
一
旦
本
筋
に

戻
り
、
良
心
が
我
々
に
何
を
理
解
さ
せ
る
べ
く
呼
ぶ
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
察
す
る
段
に
移
ろ
う
。

第
三
章

可
能
性
の
圧
迫
と
し
て
の
「
負
い
目
」

三

一

－

第
二
章
に
於
い
て
我
々
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
「
良
心
の
呼

び
声
」
が
本
来
の
自
己
へ
と
呼
び
か
け
、
呼
び
進
め
る
声
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
、
こ
の
解
釈
と
現
実
の
良
心
現
象
と
の
架
橋
を
試
み
て

き
た
。
で
は
、
良
心
は
自
己
に
呼
び
か
け
て
何
を
理
解
せ
し
め
ん
と

す
る
の
か
。
そ
れ
が
「
か
く
為
す
べ
し
、
為
さ
ざ
る
べ
し
」
と
い
っ
た

何
ら
か
の
具
体
的
な
指
令
で
な
い
の
は
存
在
論
的
良
心
解
釈
の
方
向

性
か
ら
考
え
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
良
心
が
理
解
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
は
周
知
の
如
く
「
負
い
目
在
る
こ
と(

)

」
で

S
chuldigsein

あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
こ
の
概
念
こ
そ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

良
心
論
を
理
解
す
る
上
で
の
躓
き
の
石
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

す
ぐ
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
こ
の
「
負
い
目
」
解
釈
の
箇
所
は
一
般

に
、
現
存
在
の
有
限
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
論

脈
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
人
間
存
在
の
「
有
限
性
」
を
強
調

す
る
こ
う
し
た
解
釈
は
決
し
て
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
有
限
性
が
存
在
論
的
に
更
に
何
に
基
づ
い
て
い
る
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の
か
と
問
い
を
深
め
て
行
く
な
ら
ば
、
そ
し
て
誰
が
何
に
対
し
て
負

い
目
を
負
っ
て
い
る
の
か
と
問
う
て
み
れ
ば
、
も
う
少
し
別
の
解
釈

も
出
て
く
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
我
々
は
さ
し
あ
た
り
「
可
能
性
に

対
す
る
現
実
性
の
負
い
目
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す

る
。ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
負
い
目
在
る
こ
と
」
と
呼
ん
で
い
る
そ
の
内

実
は

「
無
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と(

)

」

、

G
rundsein

einer
N
ichtigkeit

(
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
己
自
身
が
企
投
し
た
の
で
は
な

S
Z
,283

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
裸
の
原
事
実
と
し
て
自
ら
の
存
在
を
引
き
受

け
、
そ
の
根
拠
な
ら
ざ
る
無
的
な
根
拠
と
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
得
な

、

い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
或
る
一
つ
の
可
能
性
を
選
ん
で
し
ま
え
ば
他

の
可
能
性
は
捨
象
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
本
性

、
、

上
頽
落
、
す
な
わ
ち
非
本
来
性(

)

へ
の
傾
向
を
有

U
neigentlichkeit

、

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
三
重
の
無
性

こ

─

の
三
重
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
語
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
三
重
性
は
関
心
の
三
肢
構
造─

に
き
れ
い
に
符
合
し
す
ぎ
て
い
る
感
も
否
め
な
い
の
で
あ
る
が

こ
れ
に
徹
頭
徹
尾
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
葉
の

も
本
来
的
な
意
味
で
の
「
負
い
目
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

通
常
の
意
味
で
の
負
い
目
（
他
人
に
借
り
が
あ
る
、
他
人
に
迷
惑
を

か
け
た
な
ど
と
い
っ
た
負
い
目
）
は
、
こ
の
本
来
の
意
味
で
の
負
い

、

。

目
概
念
の
結
果
で
は
あ
っ
て
も
原
因
で
は
な
い

と
言
う
の
で
あ
る

だ
が
、
こ
れ
ら
三
重
の
無
性
は
一
体
ど
こ
で
一
つ
の
も
の
と
な
る

の
か
、
換
言
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
立
脚
地
か
ら
こ
れ
が
語
ら
れ
て
い

る
の
か
、
ま
た
、
何
に
対
し
て
誰
が
負
い
目
を
負
っ
て
い
る
の
か
、
こ

。

、

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
不
分
明
な
ま
ま
で
あ
る

そ
こ
で
我
々
は

こ
の
三
重
の
無
性
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
立
脚
地
を
明
ら
か
に
す
べ

く
、
現
存
在
の
根
本
体
制
の
三
契
機
で
あ
る
「
理
解(

)

」

V
erstehen

「
情
態
性(

)

「
語
り(

)

」
そ
の
も
の
に
ま
で
遡

B
efindlichkeit

R
ede

」

っ
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
の
視
座
を
提
供
す
る
の

が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
独
自
の
可
能
性
概
念
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
現
存
在
は
徹
頭
徹
尾
「
可

能
性
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
存
在
が
自
ら
の
内
的

可
能
性
、
未
だ
実
現
さ
れ
ざ
る
可
能
性
を
現
実
化
し
つ
つ
生
を
送
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
可
能
性
と
そ
の
現

実
化
」
と
い
う
図
式
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
内
部
で
は
否
定
さ

れ
て
お
り
、
む
し
ろ
基
本
的
に
は
「
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
そ
の

力
を
弱
め
る
こ
と
な
く
保
つ
」
と
い
う
至
上
命
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
ま
ず
自
己
が
存
在
し
、
こ
れ
が
存
在
諸
可
能
性
や
行

（
一
〇
）

為
諸
可
能
性
と
関
わ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
可
能
性
と
関
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
己
が
自
己
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま

た
逆
に
「
企
投
は
投
げ
る
こ
と
に
於
い
て
、
可
能
性
を
可
能
性
と
し

て
前
へ
投
げ
、
可
能
性
と
し
て
存
在
せ
し
め
る
」(

)

と
述
べ

SZ
,145

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
可
能
性
と
の
関
わ
り
、
あ
る
い
は

可
能
性
へ
の
自
己
企
投
が
当
該
の
可
能
性
そ
の
も
の
を
可
能
性
と
し

て
存
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
義

的
に
は
こ
の
よ
う
な
可
能
性
か
ら
、
か
つ
可
能
性
と
し
て
自
己
を
理

解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
現
存
在
は
本
質
上
情
態
的

な
も
の
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
既
に
あ
る
一
定
の
諸
可
能
性
に
落
ち
入

っ
て
お
り
、
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
在
り
得
る
こ
と

(
)

と
し
て
そ
う
し
た
一
定
の
諸
可
能
性
を
通
り
過
ぎ
さ

Seinkönnen

せ
、
不
断
に
自
ら
の
存
在
の
諸
可
能
性
を
放
棄
し
た
り
、
つ
か
み
取

、

」

。

、

っ
た
り

つ
か
み
損
な
っ
た
り
し
て
い
る

(
)

す
な
わ
ち

S
Z
,144

そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
と
関
わ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
あ
る
限
ら

れ
た
一
定
の
可
能
性
の
内
へ
と
既
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
己
で
在
る
と
い
う
こ
と
は

「
徹
頭
徹
尾
投
げ
ら

、

、
、

れ
た
可
能
性
」(

)

で
在
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ibid.

、
、

し
か
し
、
日
常
性
の
内
に
い
る
と
き
、
我
々
は
こ
う
し
た
構
造
を

見
て
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
現
存
在
が
そ
も
そ
も
可
能
性
で
あ
る

と
い
う
存
在
体
制
が
露
わ
に
な
る
の
は
、
ま
ず
「
理
解
」
の
契
機
か
ら

見
る
な
ら
ば
、
死
と
い
う
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
へ
と
先
駆
す
る
と

き
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
可
能
性
が
不
可
能
性
へ
と
転
化
す
る
ぎ
り

ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
自
己
の
存
在
の
正
体
で
あ
る
「
可
能
性
」

が
看
取
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も
「
可
能
性
」
と
し
て
保
持
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
情
態
性
の
契
機
か
ら
見
て
も
、
本
来
的
情
態
性
で
あ
る
不

安
の
内
で
、
そ
れ
ま
で
手
許
存
在
者
と
円
滑
に
関
わ
っ
て
い
た
そ
の

、

「

」

関
わ
り
が
崩
壊
し

世
界
全
体
が

無
意
義
性(

)
U
nbedeutsam

keit

(
)

と
い
う
、
何
物
も
別
の
何
か
を
指
し
示
さ
ず
、
ひ
い
て
は

S
Z
,186

現
存
在
自
身
と
の
関
わ
り
を
も
失
っ
た
世
界
と
成
り
果
て
た
と
こ
ろ

で
「
手
許
存
在
者
一
般
の
可
能
性
」(

)

が
押
し
迫
っ
て
く
る

SZ
,187

、
、
、

と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
現
存
在
の
可
能
性
格
が
押
し

迫
っ
て
く
る
と
い
う
構
造
は
共
通
し
て
い
る
。
日
常
性
に
於
い
て
は

死
は
た
し
か
に
「
現
実
の
も
の
」
と
見
な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か

し
こ
の
見
方
の
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
い
つ
か

は
現
実
と
な
る
が
し
か
し
ま
だ
到
来
し
て
は
い
な
い
も
の
」
と
い
う

形
で
現
存
在
の
存
在
の
枠
組
み
か
ら
あ
ら
か
じ
め
除
外
さ
れ
て
し
ま
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っ
て
い
る
。
か
か
る
見
方
が
破
ら
れ
て
初
め
て
死
の
「
可
能
性
」
が

一
つ
の
「
切
迫(

)

」
と
し
て
押
し
迫
っ
て
く
る
。
ま
た
日

B
evorstand

常
的
に
我
々
が
関
わ
る
事
物
も

確
か
に
手
許
存
在
者
の
欠
如
や

─

故
障
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
格
が
時
に
閃
き
現
わ
れ
は
す
る
も

の
の

基
本
的
に
は
有
意
義
性
と
い
う
可
能
性
の
連
鎖
と
し
て
は

─

見
ら
れ
ず
、
眼
前
存
在
者
と
し
て
と
り
あ
え
ず
は
現
実
性
と
見
な
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば

「
理
解
」
と
「
情
態
性

、

、

」

こ
の
両
者
い
ず
れ
に
於
い
て
も
次
の
点
が
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
は
一
種
の
疑
似
現
実
性
と
見
な
さ
れ
て

い
た
も
の
が
「
可
能
性
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
翻
っ
て
は
自
己

そ
の
も
の
も
ま
た
そ
う
し
た
可
能
性
に
よ
っ
て
初
め
て
存
立
し
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
ら
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
本
来
的
な
沈
黙
せ

る
「
語
り
」
で
あ
る
良
心
の
呼
び
声
に
於
い
て
も
ま
た
同
様
の
こ
と

が
言
え
る
。
そ
も
そ
も
語
り
と
は
情
態
的
理
解
に
於
い
て
理
解
さ
れ

た
内
容
を
分
節
す
る
機
能
で
あ
る

理
解
や
情
態
性
が

死

や

不

。

「

」

「

安
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
転
換
契
機
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

語
り
で
あ
る
「
良
心
の
呼
び
声
」
は
そ
う
し
た
具
体
的
契
機
と
は
一

応
は
関
係
な
く

「
無
限
の
実
存
可
能
性
」
と
い
う
欺
瞞
と

「
確
固

、

、

（
一
一
）

、

」

た
る
現
実
的
自
我
が

対
象
た
る
眼
前
存
在
者
を
自
由
に
裁
量
す
る

と
い
う
欺
瞞
を
破
壊
し

「
現
存
在
が
可
能
性
で
在
る
」
と
い
う
上

、

述
の
テ
ー
ゼ
を
理
解
す
る
よ
う
に
促
す
の
で
あ
る
。

三

二

－

以
上
で
述
べ
て
き
た
観
点
か
ら
現
存
在
の
「
無
性
」
を
解
釈
し
直

す
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
被
投
性
の
有
す
る
無
性
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る

「
現
存
在
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
か
る
投
げ
ら
れ
た
根

。

拠
で
在
る
の
か
。
そ
れ
は
現
存
在
が
、
投
げ
込
ま
れ
た
諸
可
能
性
へ

、
、

と
自
ら
を
企
投
す
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
自
己
自
身
の
根
拠
を
置
き
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
自

己
は
、
そ
の
根
拠
を
決
し
て
支
配
す
る(

)

こ
と
は

m
ächtig

w
erden

、
、
、

で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
実
存
し
つ
つ
根
拠
で
在
る

、
、

こ
と
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い

(
)

も
し
も
自
己
が

現

」

。

「

S
Z
,
284

実
性
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
を
支
配
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
現
実
性
の
根
底
は
抜
け
去
っ
て
い
る
。

自
己
は
あ
く
ま
で
も
「
可
能
性
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
可

能
性
と
し
て
の
自
己
を
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
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る

つ
ま
り

投
げ
ら
れ
た
根
拠
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
は

投

。

、

「

」

、

げ
ら
れ
た
諸
可
能
性
へ
と
自
ら
を
企
投
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り

こ
の
よ
う
に
自
分
で
は
支
配
出
来
な
い
諸
可
能
性
へ
自
己
企
投
す
る

こ
と
の
み
が
「
自
己
」
の
存
在
形
態
な
の
で
あ
る
。

ま
た
企
投
の
有
す
る
無
性
に
関
し
て
は
「
在
り
得
る
こ
と
で
あ
り

つ
つ(

)
現
存
在
は
一
つ
の
可
能
性
か
、
あ
る
い
は
別

seinkönnend

の
可
能
性
の
う
ち
に
そ
の
都
度
立
っ
て
お
り
、
不
断
に
別
の
可
能
性

で
は
無
く
、
実
存
的
企
投
に
於
い
て
は
別
の
可
能
性
を
放
棄
し
て
し

、
、

ま
っ
て
い
る
」(

)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
表
面

SZ
,285

的
に
読
め
ば
、
な
に
も
殊
更
に
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
至
極
当
然
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

と
い
う
可
能
性
を
選
択

Ａ

す
れ
ば
、

と
い
う
可
能
性
を
選
択
で
き
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で

－Ａ

あ
り
、
人
間
の
有
限
性
の
表
現
と
言
う
に
は
余
り
に
も
平
板
に
し
て

陳
腐
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
こ
で
主
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
行
為
可

能
性
と
い
う
よ
り
も
存
在
可
能
性
で
あ
り
、
こ
と
に
そ
の
主
要
な
二

つ
の
様
態
で
あ
る
本
来
性
と
非
本
来
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
の

引
用
は
、
自
己
に
即
し
た
可
能
性
を
選
ぶ
か
、
そ
れ
と
も
自
己
的
で

は
な
い
可
能
性
を
選
ぶ
か
と
い
う
二
者
択
一
が
迫
ら
れ
て
い
る
状
況

を
提
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
を
選
び
取
る
か
と
い

う
こ
と
と
連
動
し
て
、
そ
の
後
の
行
為
可
能
性
全
体
も
完
全
に
別
様

の
も
の
と
な
る
。
第
二
に
、
今
述
べ
た
こ
と
と
連
関
し
て

「
在
り

、

得
る
こ
と
で
あ
り
つ
つ
」
と
い
う
文
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

こ
で
も
ま
た
や
は
り
現
存
在
が
「
可
能
性
と
し
て
」
在
る
と
い
う
こ

と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
自
己
が
可
能
性
と
い
う
根
本
体
制
に
よ
っ

て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
に
基
づ
い
て
初
め
て
、
あ
る
可
能
性

を
「
選
択
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
決
断
」
の
重
大
さ
が
生
じ
て
く

る
。

と
い
う
可
能
性
を
選
択
す
る
こ
と
は
単
に

を
選
び
取
ら
な

Ａ

－Ａ

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

敢
え
て
大
仰
な
言
い
方
を
す
る
な
ら

─

ば

そ
れ
ま
で
の
自
己
の
実
存
全
体
を
そ
の
可
能
性
へ
と
投
入
し

─
集
約
さ
せ
、
こ
れ
へ
と
自
己
を
賭
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
如
何
に
些
細
に
見
え
る
選
択
で
あ
っ
て
も
、
よ
く
よ
く
そ
れ
を
観

察
し
て
み
れ
ば
そ
の
選
択
に
は
当
人
の
存
在
様
態
全
体
が
表
現
さ
れ

て
い
る
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
の
選
択
は
、
単
に
そ

、
、
、
、

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
実
相
に
於
い
て
は
自
己
の
在
り
方
全
体
の

、
、
、
、
、

選
択
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
人
間
の
「
有
限
性
」
へ
の
痛
切
な

自
覚
は
以
上
の
よ
う
な
事
態
を
踏
ま
え
た
上
で
初
め
て
生
じ
て
く
る

も
の
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
決
断
は
如
何
に
そ
れ
が
自
己
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に
即
し
た
本
来
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
度
決
断
す
れ
ば
そ
れ
で

済
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
不
断
に
「
ひ
と
」
の
解
釈
性
に
よ
っ

て
浸
食
さ
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
決
断
は
常
に
か

か
る
力
に
抗
し
て
「
取
り
戻
さ
れ
、
反
復
さ
れ
る(

)

」

w
iederholen

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
頽
落
」
す
な
わ
ち

非
本
来
性
の
有
す
る
無
性
に
つ
い
て
も
殊
更
に
言
及
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

斯
様
に
考
察
を
進
め
て
み
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
負
い
目
概
念

の
解
釈
に
於
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
無
性
」
と
は

「
現
存
在
が

、

そ
の
つ
ど
自
ら
の
可
能
性
で
在
る
」
と
い
う
こ
の
根
本
思
想
の
一
変

奏
だ
と
い
う
こ
と
が
如
実
に
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
良
心
が
理
解
さ
せ
よ
う
と
促
す
「
負
い
目
」
と
は
、
日

常
性
の
内
に
在
る
現
存
在
が
自
己
自
身
を
、
自
己
的
な
ら
ざ
る
も
の

か
ら
理
解
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
可
能
性
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
自
己
の
存
在
を
い
か
ん
せ
ん
現
実
性
と
捉
え
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
事
態
を
裏
面
か
ら
指
し
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り

「
負
い
目
在
り
」
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
畢
竟
、
現

、

存
在
が
「
可
能
性
と
し
て
在
る
」
こ
と
、
自
己
が
自
己
で
在
る
と
い

う
こ
と
も
こ
こ
か
ら
可
能
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
理
解
し
、
ま
た
そ
の

た
め
の
選
択
の
重
要
性
を
理
解
し
、
自
己
が
常
に
自
己
的
な
ら
ざ
る

存
在
可
能
性
の
内
に
在
り
得
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
良
心
現
象
は
個
々
の
自
己
の
内
へ
と
ず
ば
り
と
切
り

込
み
、
以
上
の
よ
う
な
負
い
目
、
す
な
わ
ち
自
己
が
自
己
な
ら
ざ
る

と
こ
ろ
か
ら
自
己
を
理
解
し
、
結
果
と
し
て
自
己
的
で
は
な
い
可
能

性
の
内
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
せ
し
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
に
於
い
て
「
現
実
性
と
し
て
の
自
己
」
が
「
可
能
性
と
し
て
の
自

己
」
に
対
し
て
負
い
目
を
負
っ
て
い
る
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
を
指

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
常
、
現
実
性
は
可
能
性
の
現
実
化
と
し

て
「
可
能
性
よ
り
も
高
い
」
様
相
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
沿

っ
て
日
常
性
に
於
い
て
は
現
存
在
は
自
ら
を
現
実
性
で
あ
る
と
思
い

込
み
、
よ
り
高
き
も
の
と
し
て
自
己
を
措
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
自

己
を
も
自
由
に
裁
量
で
き
る
対
象
と
思
い
做
し
て
い
る
。
そ
れ
が
良

心
の
声
に
よ
っ
て
「
可
能
性
」
の
次
元
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
、
一

旦
現
存
在
は
高
み
か
ら
転
落
す
る
。
こ
れ
が
「
負
い
目
」
の
負
い
目

た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
現
実
性
の
高
み
に
い
た
自
己
は
、
良
心
の
呼

び
声
に
よ
っ
て
、
実
は
そ
の
根
底
で
は
可
能
性
に
よ
っ
て
初
め
て
存

立
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
そ
う
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し
た
可
能
性
を
更
に
突
き
詰
め
て
行
け
ば
、
そ
こ
に
は
死
や
無
意
義

性
と
い
っ
た
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
す
ら
も
垣
間
見
え
る
よ
う
に

な
る
。
つ
ま
り
「
高
さ
」
と
思
い
込
ん
で
い
た
も
の
が
そ
の
実
相
に

於
い
て
は
何
ら
高
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
低
さ
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ

の
認
識
こ
そ
が
自
己
を
し
て
恥
じ
入
ら
し
め
る
と
言
い
換
え
て
も
よ

か
ろ
う

し
か
る
に

可
能
性
は
現
実
性
よ
り
も
よ
り
高
い

(
)

。

「

」S
Z
,
38

の
で
あ
り
、
見
か
け
上
転
落
と
見
え
は
す
る
も
の
の
こ
れ
は
実
は
上

昇
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
本
来
的
実
存
へ
の
転
換
の
道
が

開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
良
心
現
象
に
関
し
て
、
こ
れ
を
自
己
の
「
内
面

（

)

」
に
於
け
る
対
話
的
出
来
事
と
は
見
ず
、
む
し
ろ
こ

D
as

Innere

う
し
た
見
方
を
排
斥
す
る
の
も
ま
さ
に
こ
の
同
じ
理
由
に
よ
る

ひ

。「

と

自
己
は
自
己
へ
向
け
て
呼
び
掛
け
ら
れ
る
。
と
は
い
っ
て
も
評

－価
の
〈
対
象
〉
と
成
り
得
る
よ
う
な
自
己
へ
向
け
て
、
で
は
な
く
、

自
己
の
〈
内
的
生
〉
を
神
経
過
敏
に

好
奇
心
か
ら
、
し
か
し
何
の

－

支
え
も
な
く
優
柔
不
断
に
分
析
す
る
自
己
へ
向
け
て
、
で
も
な
く
、

ま
た
精
神
状
態
や
そ
の
背
景
を
〈
分
析
的
に
〉
傍
観
す
る
自
己
へ
向

け
て
、
で
も
な
い
。
ひ
と

自
己
に
於
い
て
自
己
に
呼
び
掛
け
る
呼

－

び
掛
け
は
、
自
己
に
押
し
迫
っ
て
こ
れ
を
内
面
へ
と
追
い
や
り
、
も

〈

〉

」

っ
て
自
己
が

外
界

か
ら
身
を
閉
ざ
す
よ
う
に
す
る
の
で
は
な
い

(
)

。
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
内
的
自
己
と
の
対
話
は
良
心

S
Z
,
273

「

」

。

を
聴
き
損
な
っ
た

誤
れ
る
良
心

へ
と
誘
導
し
て
し
ま
う
と
い
う

「
良
心
に
於
い
て
〈
呼
び
誤
り
〉
が
生
ず
る
の
は
呼
び
声
の
見
誤
り

（
呼
び

損
な
い
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
良
心
が
聴
き
取
ら
れ
る

－

、
、
、
、
、
、

仕
方
に
よ
っ
て
初
め
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
呼
び
声

─

が
本
来
的
に
理
解
さ
れ
ず
に
ひ
と

自
己
に
よ
っ
て
討
議
的
自
己
対

－

話
の
内
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
、
呼
び
声
の
開
示
傾
向
に
於
い
て
転
倒

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
の
で
あ
る
」(

)

。
内
面

S
Z
,
274

性
の
観
察
は
結
局
は
自
己
を
現
実
性
と
し
て
対
象
化
し
、
の
み
な
ら

ず
あ
た
か
も
「
内
面
」
や
「
内
的
生
」
な
る
も
の
が
そ
れ
自
体
で
自

。

、

「

」

存
す
る
か
の
如
き
謬
見
に
陥
っ
て
い
る

そ
の
上

内
面
の

観
察

な
い
し
「
反
省
」
は
通
常
、
高
次
の
自
己
と
低
次
の
自
己
を
措
定
す

る
と
い
う
形
態
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
際
、
高
次
の
自
己

と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
実
際
に
は
「
ひ
と
」
で
あ
る
と
い
う
危

険
性
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
「
内
面
的
自
己
対
話
」
な

る
想
定
は
、
自
己
を
現
実
性
と
い
う
存
在
様
態
に
於
い
て
捉
え
、
あ

ま
つ
さ
え
そ
の
内
に
更
に
「
内
面
」
な
る
別
の
現
実
性
を
封
じ
込
め

る
と
い
う
二
重
の
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ハ
イ
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デ
ッ
ガ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
お
そ
ら
く
、
内
面
性
も
ま
た
現
存
在
が
可

能
性
と
し
て
在
る
と
い
う
脱
自
的
動
性
か
ら
の
み
把
握
し
得
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
精
神
現
象
学
』
の

「

」

、

良
心
論
に
於
い
て
難
じ
た

美
し
き
魂

の
自
閉
性
と
そ
の
脆
さ
を

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
た
別
の
視
点
か
ら
で
は
あ
る
が
批
判
し
て
い
る

と
い
っ
て
も
よ
い
。

三

三

－

以
上
我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
負
い
目
概
念
を
「
可
能
性
」
と
い

う
立
脚
点
か
ら
解
釈
し
直
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
疑

念
が
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
果
た
し
て
「
他
者
に
対
す
る
」
と
い
う

観
点
を
抜
き
に
し
て
そ
も
そ
も
「
負
い
目
」
な
る
概
念
が
成
り
立
ち

得
る
の
か
。
ま
た
、
如
何
に
再
解
釈
を
施
し
た
か
ら
と
て
、
か
か
る

負
い
目
概
念
は
現
実
の
良
心
現
象
か
ら
大
き
く
懸
隔
し
た
抽
象
的
議

論
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
こ
う
し
た
疑
念
に
対

し
て
は
次
の
よ
う
に
解
答
で
き
よ
う
。
現
実
的
局
面
に
於
い
て
我
々

が
抱
く
負
い
目
は
、
こ
う
し
た
自
己
の
可
能
性
格
に

た
と
え
不

─

十
分
な
仕
方
で
は
あ
っ
て
も

気
付
く
か
ら
こ
そ
生
ず
る
の
で
あ

─

る
、
と
。

「
や
ま
し
い
良
心(

)

」
を
例
に
と
っ
て
み
よ

schlechtes
G
ew

issen

（
一
二
）

う
。
我
々
が
も
は
や
為
し
て
し
ま
っ
た
行
為
に
関
し
て
「
あ
の
よ
う

」

、

な
振
る
舞
い
は
為
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
念
を
抱
く
と
き

無
論
そ
こ
に
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
有
形
無
形
の
被
害
、
不
利
益
を

蒙
っ
た
特
定
の
他
者
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
良
心
の
呵
責
乃
至
負
い

目
は
常
に
「
自
責
の
念
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

、
、

。

、「

」

、

あ
る

す
な
わ
ち

負
い
目

は
な
る
ほ
ど
自
分
の
為
し
た
行
為

そ
し
て
当
の
行
為
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
被
害
を
蒙
っ
た
他
者
に
「
対

し
て
」
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
責
め
の
方
向
性
は
常
に
自
己

自
身
に
「
向
か
う
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
良
心
の
声
に
よ
っ
て
責
め

ら
れ
、
か
つ
責
め
て
い
る
の
は
徹
頭
徹
尾
自
己
自
身
な
の
で
あ
る
。

「
負
い
目
」
は
謂
わ
ば
、
一
旦
は
他
者
を
経
由
し
は
す
る
も
の
の

終
的
に
は
自
己
自
身
に
向
け
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
我

々
は
先
に
、
良
心
と
は
或
る
特
定
の
行
為
に
向
け
て
と
い
う
よ
り
も

む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
己
の
人

格
全
体
へ
と
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
こ

と
と
連
動
し
て

や
ま
し
い
良
心

に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
て
い
る

自

「

」

「
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責
の
念
」
も
ま
た
、
当
該
の
行
為
を
為
し
た
と
き
の
様
々
な
状
況
は

ど
う
あ
れ
、
そ
う
し
た
行
為
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
そ
う
し

た
行
為
し
か
選
択
で
き
な
か
っ
た
自
己
自
身
全
体
に
向
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
負
い
目
と
は
煎
じ
詰
め

れ
ば
自
己
自
身
へ
の
「
負
い
目
」
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。次

に
こ
の
「
自
責
の
念
」
の
内
実
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
の
大

部
分
は
「
何
故
に
あ
の
よ
う
な
こ
と
を
為
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と

い
う
悔
悟
の
念
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
「
何
故
に
別
の
行

為
可
能
性
を
選
び
取
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
思
念

に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
責
め
は
「
別
の
可
能
性
を
選
べ
な
か

っ
た
」
と
い
う
事
実
に
ま
ず
向
か
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
放
棄

し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
て
い
る
」
と
言
い
換
え

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
無
論
こ
こ
で
の
可
能
性
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

言
う
よ
う
な
根
源
的
な
存
在
可
能
性
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
と

無
縁
で
は
な
い
。
可
能
性
に
よ
っ
て
追
撃
さ
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
選

、

。

択
し
決
断
す
る
こ
と
の
深
刻
さ

重
大
さ
を
身
を
も
っ
て
痛
感
す
る

つ
ま
り
「
一
つ
の
可
能
性
し
か
選
び
え
ず
、
不
断
に
別
の
可
能
性
で

は
無
い
」
と
い
う
無
性
が

あ
く
ま
で
も
存
在
的

実
存
的
な
仕

─

－

方
で
で
は
あ
る
が

表
層
に
現
わ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

─

た
「
何
故
に
あ
の
よ
う
な
こ
と
を
為
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」
な
ど
と

問
う
て
は
み
て
も
、
そ
の
時
は
そ
の
よ
う
な
行
為
し
か
選
び
得
な
か

っ
た
か
ら
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
様
々
な

心
理
的
、
経
済
的
、
偶
発
的
、

─

そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の

状
況
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
れ
を
以
っ

─

て
答
え
に
代
え
よ
う
と
し
て
も
、
良
心
は
そ
の
欺
瞞
を
即
座
に
見
破

る
。
と
す
る
な
ら
ば
唯
一
残
さ
れ
た
答
え
は
「
自
己
が
そ
の
よ
う
な

行
為
し
か
選
べ
な
い
よ
う
な
自
己
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
被
投
性
に
属
す
る
無
性
で
あ
る
、
徹
頭
徹
尾
自

己
の
存
在
可
能
性
の
内
に
投
げ
込
ま
れ
た
我
を
再
認
識
す
る
ほ
か
な

い
状
況
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
選
び
取
る
こ
と
が
出
来
な

か
っ
た
様
々
な
可
能
性
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
る
と
同
時
に
、
と
は
い

「

」

う
も
の
の
そ
う
し
た
可
能
性
を
現
実
に
選
び
得
た
か
と
い
え
ば

否

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
そ
う
し
た
可
能
性
を
選
ぶ
こ

と
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
自
己
全
体
、
人
格
全
体
の
存
在
可
能
性
が

今
や
問
題
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
こ
う
し
た
事
態
を
当
事
者
が
ど
の
程
度
自
覚
し
て
い
る
か

に
は
度
合
の
差
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
負
い
目
」
と
い
う
現



ハイデッガーの良心論再考／106

象
に
は
上
述
の
認
識
は
必
ず
随
伴
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
為
可
能

「

」

、

性
を
可
能
性
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
の

可
能
性
の
制
約

と
し
て

そ
も
そ
も
自
己
が
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と

い
う
認
識
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
良
心
の
呵
責
に

於
い
て
は
、
た
と
え
行
為
を
媒
介
に
し
て
は
い
て
も
個
々
人
が
直
面

し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
し
て
の
自
己
に
他
な
ら
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
現
実
の
自
己
の
根
底
に
可
能
性
と
し
て
の
自
己

が
透
け
て
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
方
向
性
で
「
負
い
目
」
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
負
い
目
」
解
釈
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
目
指

─

す
の
が
「
存
在
論
的

実
存
論
的
」
解
釈
で
あ
る
以
上

「
存
在
的

－

、

実
存
的
」
解
釈
と
の
あ
る
程
度
の
乖
離
は
や
む
を
得
ぬ
に
せ
よ

－

通
常
の
「
負
い
目
」
現
象
と
全
く
隔
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ

─と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
む
し
ろ
そ
の
類
縁
性
の
方
が
際
立
っ
て
い
る

（
一
三
）

と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
章

自
己
の
取
り
戻
し
と
共
同
体
的
規
範

か
く
て

「
負
い
目
」
を
理
解
せ
し
め
ん
と
す
る
沈
黙
の
呼
び
声

、

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
決
し
て
単
な
る
受
動
で
は
な
く
、
自
己
自
身

を
選
び
直
す
と
い
う
能
動
的
営
み
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て

初
め
て
自
己
は

選
択
を
取
り
戻
し(

)

選

「

」「

N
achholen

einer
W
ahl

択
を
選
択
す
る(

)

」(
)

こ
と
が
可
能
と
な

W
ählen

der
W
ahl

S
Z
,268

る
。
し
か
し
、
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
が
直
ち
に
所
謂
「
良
心

的
行
為
」
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
原
事
実
的(

)

に
は

没

faktisch

〝

良
心
的(

)

で
あ
る
」(

)

。
す
な
わ
ち
、
自
己

gew
issenlos

〝

S
Z
,288

が
自
己
の
無
的
性
格
、
つ
ま
り
は
可
能
性
格
に
気
付
か
ず
、
自
己
を

現
実
性
と
見
な
し
、
か
か
る
自
己
理
解
に
基
づ
い
て
他
者
を
も
同
じ

視
座
か
ら
理
解
し
て
い
る
限
り
は
「
没
良
心
性
」
か
ら
は
逃
れ
ら
れ

な
い
。
ゆ
え
に
ま
ず
も
っ
て
為
さ
れ
る
べ
き
は
「
良
心
を

持
と
う

─

と

意
志
す
る
こ
と(

)

」
で
あ
る
こ
と
に
な

─

G
ew

issen-haben-w
ollen

る
。
ま
さ
に
こ
の
「
良
心
を

持
と
う
と

意
志
す
る
こ
と
」
こ
そ
が

─

─

「
没
良
心
性
を
引
き
受
け
る
」(

)

こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
初
め

ibid.

て
「

善
く
〉
在
る
と
い
う
実
存
的
可
能
性
が
存
立
す
る
」(

)

と

〈

ibid.
、
、
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さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
語
り
口
は
極
め
て
逆
説
的
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う

な
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
良
心
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
自
己
分

析
を
し
た
り
、
自
分
の
感
情
を
他
者
に
投
影
し
た
り
、
自
己
内
部
で

内
面
と
討
議
し
た
り
す
る
と
い
う
仕
方
で
「
他
人
に
悪
い
こ
と
を
し

た
」
と
い
う
反
省
、
内
省
を
促
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
「
他
人
に
悪
い
こ
と
を
し
た
」
と
い
う
反
省
は
一
見
良
心
的
で
あ

る
よ
う
に
見
え
は
す
る
が
、
そ
れ
が
い
ま
だ
単
な
る
特
定
の
行
為
の

次
元
で
語
ら
れ
て
い
る
限
り
は
、
実
は
ま
だ
「
悪
の
自
覚
」
に
は
到

（
一
四
）

り
切
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
己
の
存
在
構
造
に
ま
で

遡
及
し
て
こ
れ
を
全
面
的
に
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
ま
で
突
き
詰
め
て

行
か
な
い
と
真
の
「
倫
理
的
行
為
」
に
は
到
達
し
得
な
い
。
そ
の
よ

う
な
意
味
に
於
い
て
良
心
は
未
だ
持
た
れ
て
は
い
な
い
。
ゆ
え
に
こ

れ
を
「
持
と
う
と

意
志
す
る
」
そ
の
能
動
性
こ
そ
が
実
は
良
心
そ

─

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
も
重
要
な
営
み
で
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
れ

は
「
決
意
性(

)

」
と
い
う
独
特
の
術
語
で
も
っ
て

E
ntschlossenheit

表
現
し
直
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
我
々
は
こ
こ
で
、
先
に
留
保
し
て
お
い
た
問
い
に
戻
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
良
心
の
原
義
に
存
す
る
「
共
に
」
と
い

う
契
機
、
こ
の
契
機
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
の
内
に
読
み
取
り

得
る
も
の
な
の
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
良
心
論
の
内
に
は
共
同
体
的
規
範
へ
の
通
路
は
開
か
れ
て
い
る

の
か
否
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
少
な
く
と
も
「
良
心
の
呼
び
声
」
と
そ
う
し
た
規

範
と
の
連
関
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
規
範
そ
の
も
の

に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
た
箇
所
は
『
存
在
と
時
間
』
に
は
な
い
。

そ
れ
に
近
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
決
意
性
に
よ
っ
て
「
他
者
と

の
顧
慮
的
共
存
在(

)

」

das
fürsorgende

M
itsein

m
it
den

A
nderen

(
)

も
ま
た
変
化
し
、
他
者
へ
の
本
来
的
な
顧
慮
が
成
立
し
、

S
Z
,298

決
意
せ
る
自
己
が
「
他
者
の
〈
良
心

」(
)

と
な
る
と
い
う
く
だ

〉

ibid.

り
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
我
々
は
今
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
他
者
論
か
ら

上
の
問
題
に
接
近
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
方
途
を
と
り
た
い
。
我

々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
歴
史
概
念
の
内
に
、
こ
の
問
題
へ
の
解
答
と

、

。

ま
で
は
言
え
ぬ
に
せ
よ

そ
れ
へ
の
示
唆
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る

「

」

「

」

そ
れ
は
他
な
ら
ぬ

遺
産(

)

の

自
己
伝
承(

)
E
rbe

S
ichüberliefern

(
)

と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史

SZ
,383

的
遺
物

「
作
用
連
関

、
な
ら
び
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
な
ど
は
第
一

、

」

義
的
に
は
歴
史
的(

)

と
呼
ば
れ
得
ず
、
現
存
在
こ
そ
が

geshichtlich
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歴
史
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
遺
物
や
伝
承

さ
れ
た
も
の
な
ど
が
本
当
に
「
歴
史
的
」
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
う

し
た
伝
承
さ
れ
た
も
の
を
自
ら
も
う
一
度
引
き
受
け
直
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
伝
承
の
な
か
に
は
様
々
な
規
範
も
ま
た

含
ま
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
共
同
体
的
倫
理
は
単
に
理
性
の
命

令
に
よ
っ
て
一
義
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
理
性

が
関
与
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
の
多
く
は
長
い
時
間
の
経
過
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
一
見
合
理
的
で
自
明
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
規

範
で
さ
え
も
、
そ
の
根
拠
を
改
め
て
問
わ
れ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
に
対

し
て
完
全
に
理
論
的
に
整
合
性
の
あ
る
解
答
を
も
っ
て
答
え
よ
う
と

す
る
と
返
答
に
窮
す
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
共
同
体

的
規
範
は
そ
れ
自
体
で
「
善
い
」
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
規
範
を

あ
く
ま
で
も
自
ら
の
存
在
可
能
性
と
し
て
自
覚
的
に
引
き
受
け

自

、「

ら
に
伝
承
す
る
」
と
い
う
営
み
を
通
じ
て
は
じ
め
て
「
善
き
遺
産
」

と
し
て
蘇
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
伝
承
物
と

同
様
に
倫
理
的
規
範
も
ま
た
現
存
在
に
よ
っ
て
選
択
し
直
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
一
旦
は
「
良
心
の
声
」
に
よ
る
促
し
を
経
て
再
度
自
己
、
、

の
実
存
可
能
性
と
し
て
洗
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

、

う
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
規
範
は
単
な
る
「
ひ
と
」
に
よ
る
無
言
の
強

制
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
自
己
の
規
範
」
に
ま
で
高
ま
り
得
る
。

、
、
、

無
論
こ
れ
で
論
議
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ぬ
。
個
々
人
の

決
意
が
如
何
に
し
て
他
者
と
の
本
来
的
関
わ
り
へ
と
転
換
さ
れ
得
る

の
か
と
い
う
、
他
者
論
に
於
け
る
問
題
と
な
ら
ん
で
、
自
己
の
内
部

に
お
け
る
本
来
性
へ
の
転
換
が
、
真
な
る
倫
理
的
判
断
を
生
み
出
す

と
い
う
保
証
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
共
同
体
的
規
範
を
廃
棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
ま
た
何
か
従
来
の
規
範
に
取
っ
て
替
わ
る
よ
う
新
た
な
、
か

つ
独
善
的
な
規
範
を
樹
立
せ
ん
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
は
言

い
得
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
現
に
在
る
、
あ
る
い
は
在
っ
た
規
範
を

（
一
五
）

「
ひ
と
」
の
公
共
性
か
ら
解
放
し
て
我
有
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

結
語

我
々
は
本
稿
に
於
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
と
現
実
の
良

心
現
象
を
架
橋
す
る
と
い
う
方
向
性
で
論
述
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
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よ
う
な
試
み
は
「
存
在
論
的
」
な
良
心
解
釈
を
目
指
す
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
意
図
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
と
の
安
易
な
妥
協
に
よ
っ

て
彼
の
企
図
を
骨
抜
き
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
る

や
も
知
れ
ぬ
。
ま
た
、
良
心
な
ど
と
い
っ
た
あ
や
ふ
や
な
現
象
を
如

何
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
倫
理
に
、
ま
た
倫
理
学
に
貢

献
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
な
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
難
ず

る
向
き
も
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
敢
え
て
反
論
す
る
な
ら
、
前
者
に
対
し
て
は
、
如
何
に
「
存
在

」

、

、

論
的
な

解
釈
で
あ
る
と
し
て
も

い
や
む
し
ろ
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

そ
れ
は
現
実
の
現
象
と
何
ら
か
の
仕
方
で
合
致
し
て
い
る
、
な
る
ほ

ど
と
腑
に
落
ち
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

ま
た
、
後
者
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
良
心
と
い
う
こ
の
一
つ
の
現

象
を
も
っ
て
直
ち
に
倫
理
上
の
諸
問
題
を
全
て
解
決
し
よ
う
な
ど
と

い
う
大
そ
れ
た
意
図
は
筆
者
に
は
な
い
、
と
だ
け
言
う
に
と
ど
め
た

い
。
本
稿
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
行
為
の

終
的
な
決
断

は
実
は
こ
の
さ
さ
や
か
な
「
良
心
」
と
い
う
現
象
に
あ
る
と
い
う
目

論
見
の
も
と
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
を

敢
え
て
大
げ
さ

─

な
言
葉
を
使
え
ば

倫
理
的
「
覚
醒
」
を
可
能
に
す
る
存
在
論
的

─

構
造
を
捉
え
ん
と
し
た
良
心
解
釈
と
し
て
改
め
て
考
察
す
る
と
い

う
、
こ
れ
ま
た
さ
さ
や
か
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
為
し
得
る
限
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
立
場

を
汲
み
取
る
形
で
、
い
わ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
寄
り
に
議
論
を
進
め
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

哲
学
に
於
け
る
「
他
者
の
不
在
」
乃
至
希
薄
さ
の
問
題
、
な
ら
び
に

良
心
に
従
っ
て
行
為
す
る
場
合
の
具
体
的
規
準
の
欠
落
と
い
う
問
題

は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
序
に
於
い
て
も
述
べ
た
よ
う

に
、
そ
も
そ
も
何
故
に
良
心
間
の
葛
藤
が
生
じ
得
る
の
か
と
い
う
大

問
題
が
更
に
奥
に
控
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
題
の
究
明
は
ま
た
別

稿
に
譲
り
、
本
稿
で
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
て
一
旦

こ
こ
で
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る
。

〈
了
〉

註本
文
な
ら
び
に
註
に
於
け
る
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
引
用
は
次
の
略
号
で

示
し
た
。

S
Z
:

.
16

A
uflage,

T
übingen,

1986.
Sein

und
Zeit

„M
oral

predigen
ist

leicht,
M
oral

begründen
ist

schw
er.“

A
rthur

（
一
）

S
chopenhauer

:
,
A
rthur

S
chopenhauer

U
eber

den
W

illen
in

der
N

atur
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S
äm

tliche
W
erke,

hrsg.
von

A
rthur

H
übscher,

V
ierter

B
and,

F
.
A
.

B
rockhaus,

1972,
S.

140.

（
二
）
良
心
「
解
釈
」
の
多
様
性
以
前
に
、
そ
も
そ
も
良
心
と
い
う
こ
の
概
念

そ
れ
自
体
が
そ
の
発
祥
の
地
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
に
於
い
て
極
め
て
多
様
な
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
の
良
心(

)

の
語
は
、
ノ
ー
ト
カ
ー

G
ew

issen

(
)

に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の

の
直
訳
で
あ
る

に
由
来

N
otker

conscientia
gew

izzani

す
る
。
こ
の

は
更
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の

に
よ
っ
て
本
質

conscientia
syneidēsis

的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
共
に
見
る
、
共
に
知
る
」
と
い
う
程
の
意

味
で
あ
る
が
、
他
者
の
行
為
に
関
し
て
自
分
も
そ
れ
を
共
体
験
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
や
、
あ
る
い
は
自
ら
の
行
為
を
通
じ
て

「
自
己
自
身
を
知
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
時

に
「
恐
る
べ
き
こ
と
を
為
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
自
己
意
識
の
意
味
で
も
用

い
ら
れ
た
。
し
か
し
、

の
語
が
い
わ
ば
術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ

syneidēsis

う
に
な
っ
た
の
は
紀
元
前
一
世
紀
頃
、
主
に
ス
ト
ア
の
哲
学
者
ら
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
ま
ず
は
自
己
の
行
為
に
随
伴
す
る
意
識
と
い
う
意
味
で
、
次
い
で
、
こ
う

し
た
随
伴
意
識
の
意
味
は
保
持
し
つ
つ
も
、
悪
し
き
行
為
に
よ
る
「
不
安
」
な
意

識
、
つ
ま
り
「
や
ま
し
い
良
心
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
こ
の
よ
う
な

「

」

。

不
安
が
な
い
と
い
う
意
味
で
の

正
し
い
良
心

と
い
う
意
味
へ
と
発
展
し
た

更
に
自
ら
の
内
な
る
、
乃
至
は
外
な
る
法
廷
に
よ
っ
て
倫
理
的
に
判
定
さ
れ
る
意

識
と
い
う
意
味
が
生
じ
、
ひ
い
て
は
広
く
思
想
、
心
術
、
意
志
の
総
体
と
し
て
の

意
識
、
す
な
わ
ち
「
内
面
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

の
語
が

conscientia

H
istorisches

W
örterbuch

現
わ
れ
て
き
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る

(
V
gl.

)

。
こ
の

der
P

hilosophie,
hrsg.

von
J.
R
itter,

B
d.

3,
B
asel/Stuttgart,

1974

よ
う
に
見
て
み
る
と

「
共
に
」
と
「
知
る
」
と
い
う
両
契
機
の
う
ち
の
ど
ち
ら
を

、

重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
様
々
の
語
義
が
派
生
し
て
来
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
こ
の
各
々
の
契
機
に
つ
い
て
も
「
共
に
」
の
方
で
は
「
自
己
と
共

に
」
な
の
か

「
他
者
と
共
に
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
の
何
か
と
共

、

に
、
な
の
か
に
よ
っ
て
語
義
が
多
様
化
し

「
知
る
」
の
方
で
も
知
る
対
象
は
何

、

か
と
い
う
点
で
様
々
な
用
法
が
生
じ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
通
俗
的
良
心
解
釈
か
ら
の
有
り
得
べ
き
反
論
と
し
て

挙
げ
て
い
る
の
は
次
の
４
項
目
で
あ
る
。
１
良
心
は
批
判
的
機
能
を
有
す
る
。

２
良
心
は
そ
の
都
度
あ
る
一
定
の
遂
行
さ
れ
た
、
も
し
く
は
意
欲
さ
れ
た
行
為

に
相
関
し
て
語
る
。
３
良
心
の
声
は
経
験
に
即
し
て
み
る
と
、
決
し
て
現
存
在

の
存
在
に
根
を
張
っ
て
は
い
な
い
。
４
良
心
現
象
の
根
本
形
式
で
あ
る
「
や
ま

し
い
良
心

「
満
足
せ
る
良
心

「
と
が
め
る
良
心

「
警
告
す
る
良
心
」
に
何
の

」

」

」

考
慮
を
も
払
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
み
れ
ば
通
俗

的
良
心
解
釈
と
は
「
あ
る
一
定
の
遂
行
さ
れ
意
欲
さ
れ
た
特
定
の
行
為
に
関
し

て
、
こ
れ
を
批
判
し
、
当
該
の
行
為
に
つ
い
て
そ
し
て
前
も
っ
て
警
告
し
、
事

後
的
に
は
や
ま
し
さ
、
満
足
、
と
が
め
等
を
惹
起
せ
し
め
る
」
機
能
を
有
す
る

も
の
と
見
な
す
解
釈
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
四
）

（
邦
訳
『
存

H
elm

ut
K
uhn

:
,
B
onn,

1954.
B

egegnung
m

it
dem

Sein

在
と
の
出
会
い
』
斎
藤
博
・
玉
井
治
訳

東
海
大
学
出
版
会

一
九
七
三
年
）

（
五
）
良
心
に
つ
い
て
の
包
括
的
分
類
や
そ
の
お
の
お
の
に
関
す
る
議
論
に
つ

い
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
『
存
在
と
時
間
』
の
註
の
な
か
で(

)

言
及

S
Z
,272

H
.
G
.
S
toker

:
.
S
chriften

し
て
い
る
シ
ュ
ト
ー
カ
ー
の

良
心

『

』（

D
as

G
ew

issen

zur
Philosophie

und
S
oziologie,

hrsg.
von

M
ax

Scheler.
B
d.

2,
B
onn

)

に
詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
書
物
を
批
判
し
な

1925

が
ら
も
、
し
か
し
あ
る
前
進
を
与
え
た
も
の
と
し
て
賞
賛
し
て
も
い
る
。
批
判

の
中
心
は
シ
ュ
ト
ー
カ
ー
の
分
析
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
格
主
義
に
根
差
し
、
ま

た
良
心
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
が
完
備
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

さ
ら
に

良

、

「

心
現
象
の
客
観
的
記
述
」
を
為
す
際
の
解
釈
学
的
制
約
に
無
頓
着
で
あ
る
ゆ
え

、

、

に
現
象
学
と
神
学
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が

賞
賛
に
つ
い
て
の
具
体
的
根
拠
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
シ
ュ
ト
ー
カ
ー
は

こ
の
書
物
で
「
や
ま
し
い
良
心
」
を
分
析
の
中
核
に
据
え
、
そ
し
て
こ
の
罪
責

感
を
、
自
己
の
な
か
の
裁
く
部
分
や
、
国
家
や
、
他
者
の
人
格
へ
の
負
い
目
と

は
見
ず
に
、
端
的
に
「
存
在
」
の
恐
怖
と
捉
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
点
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、

「

」

。

が

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て

前
進

と
捉
え
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る

実
際

「
負
い
目
」
に
つ
い
て
の
執
拗
な
ま
で
の
シ
ュ
ト
ー
カ
ー
の
分
析
、
と
言

、

う
よ
り
も
む
し
ろ
「
記
述
」
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
微
に
入
り
細
を
穿
ち
、
何
ら
か

の
確
固
た
る
実
体
験
が
核
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

（
六
）
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
「
内
面
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
自
身
は
良
心
を
「
内
面
へ
向
か
っ
て
呼
ぶ
声
」
と
は
捉
え
て
は
い
な
い
。

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
も
そ
も
「
内
面
」
と
い
う
言
葉
は
彼
に
と
っ
て
は
批

判
の
対
象
で
あ
る
。
何
故
そ
う
な
の
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
後
に
第
三
章

で
詳
し
く
論
ず
る
。

（
七
）
ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ロ
イ
ト
流
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
良
心
の
声
は
外
面
的
規

範
を
超
越
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
ら
か
の
外
面
的
規
範
（
ニ
ー
チ

ェ
な
ら
ば
祖
先
や
国
家
へ
の
負
い
目
そ
し
て
刑
罰
、
フ
ロ
イ
ト
な
ら
ば
父
性
的

な
権
威
）
が
内
在
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
良
心
に
従
う
と
い
う
こ
と
は

な
に
も
高
貴
な
こ
と
で
は
な
く
、
結
局
は
単
に
外
面
的
規
範
に
従
っ
て
い
る
に

。

。

過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

し
か
し
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か

例
え
ば
、
溺
れ
て
い
る
子
供
を
「
誰
か
が
助
け
る
だ
ろ
う
」
と
思
い
つ
つ
横
目

に
見
な
が
ら
仕
事
場
へ
急
ぎ
、
後
に
な
っ
て
こ
の
子
が
溺
死
し
た
と
聞
い
た
と

き
に
は
恐
ら
く
と
て
つ
も
な
い
良
心
の
呵
責
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
や
ま
し
さ
は
何
処
か
ら
来
る
の
か
。
意
識
的
な
い
し
無
意
識
的

に
習
得
し
た
規
則
が
あ
り
、
こ
の
規
則
に
従
わ
な
か
っ
た
際
の
何
ら
か
の
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
の
記
憶
が
内
在
化
し
て
し
ま
っ
て
実
は
こ
れ
が
外
的
規
則
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
て
い
な
い
ゆ
え
、
他
人
に
な
り
か
わ
っ
て
自
分
で
自
分
を
責
め
て

い
る
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
は
良
心
の
呵
責
そ
の
も
の
が
実
は
サ
ン
ク

シ
ョ
ン
で
あ
り
、
道
徳
的
行
為
な
ど
と
は
言
っ
て
も
こ
の
「
や
ま
し
さ
」
と
い

う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
回
避
す
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
な
る
ほ
ど
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
、
筆

者
に
は
ど
う
も
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る

「
溺
れ
る
子
供
を
見
殺
し
に
す
る
」
と

。

い
う
行
為
を
為
す
と
い
う
こ
と
が
納
得
で
き
ず
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
自
己
の
内

に
組
み
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
も
し
こ
う
し
た
行
為
を
為
せ
ば
自
己
の
存

立
基
盤
さ
え
も
揺
る
が
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
と
述
べ
れ
ば

次
の
反
論
が
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
自
己
の
存
立
を
危
う
く
し
な
い

と
い
う
原
理
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
煎
じ
詰
め
れ
ば
こ
れ
は
自
己
防
衛
に
過
ぎ

な
い
、
と
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
単
な
る
「
防
衛
機
制
」
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、

再
び
フ
ロ
イ
ト
流
の
解
釈
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
。
無
論
、
自
己
な
る
も
の
を

極
め
て
狭
義
に
捉
え
る
な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
言
い
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
自
己
と
は
他
者
を
含
め
て
様
々
な
関
係
項
と
の
関
わ
り
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
）
見
解
に
立
て
ば
、
自
己

を
守
る
と
い
う
こ
と
は
関
わ
り
そ
の
も
の
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
か

固
定
的
な
核
の
如
き
も
の
、
卑
近
な
言
葉
で
言
え
ば
ポ
リ
シ
ー
を
守
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
行
為
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
関
係
の
網
の
目
全
体
を
改

変
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
関
係
の
改
変
は
自
己
の
改
変
を
も
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
自
己
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
や
他
者
を
含
め
た
世
界
全
体
を
守

る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
ま
た
世
界
を
守
る
と
い
う
こ

と
は
自
己
を
守
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
八
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
の
徹
底
的
批
判
者
の
ひ
と
り
に
ハ
ン
ス
・
エ
ー

ベ
リ
ン
グ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
は
道
徳
性
を、

廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
論
陣
を
張
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が

そ
の
個
々
の
批
判
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
順
次
註
の
な
か
で
論
駁
し
て
ゆ
く
。

エ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
良
心
論
が
「
没
良
心
的
」
で
あ
る
と
し
て

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
う
す
る
根
拠
も
全
く
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
良
心
と
い
う
事

柄
が
全
く
問
題
に
な
っ
て
も
い
な
い
の
に
良
心
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

M
artin

H
eidegger.

う
し
た
こ
と
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
」(H

ans
E
beling

:

以
下

P
hilosophie

und
Ideologie,

R
einbek

bei
H
am

burg,
1991,

S
.
34.

[
]

と
略
記)

と
述
べ
て
い
る
が

「
没
良
心
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か

E
beling

1991

、

に
つ
い
て
は
今
は
措
く
と
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
良
心
現
象
を
取
り
上
げ
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た
必
然
性
に
つ
い
て
は
本
文
に
述
べ
た
通
り
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。

（
九
）
こ
の
よ
う
に
良
心
が
単
に
行
為
の
み
な
ら
ず
、
人
格
全
体
に
関
わ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
例
え
ば
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て
い

る

「
こ
こ
、
つ
ま
り
本
質(

)

の
内
に
良
心
の
刺
が
突
き
刺
さ
る
場
が
存
す

。

E
sse

る
。
と
い
う
の
も
良
心
は
、
自
己
自
身
の
振
る
舞
い
方
か
ら
生
じ
、
い
や
ま
し

に
親
密
の
度
合
を
増
し
て
行
く
、
固
有
の
自
己
と
の
面
識
に
他
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
良
心
に
よ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
行
為
を
き
っ
か
け
に
し
て

A
rthur

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
本
質
が
告
発
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
」

S
chopenhauer

:
,
A
rthur

Schopenhauer
D

ie
beiden

G
rundproblem

e
der

E
thik

S
äm

tliche
W
erke,

hrsg.
von

A
rthur

H
übscher,

V
ierter

B
and,

F
.
A
.

)

。
ま
た
、
良
心
で
は
な
く
絶
望
に
関
し
て
同
じ
こ
と

B
rockhaus,

1972,
S
.178.

が
当
て
は
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
『
死
に
至
る
病
』
の
内

で
綿
密
に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う

「
絶
望
し
て
い
る
者
は

。

何
事
か
に
絶
望
し
て
い
る
。
一
瞬
こ
の
よ
う
に
見
え
は
す
る
が
そ
れ
は
単
に
一

、
、
、

瞬
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
同
じ
瞬
間
に
真
の
絶
望
が
現
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
絶
望

が
そ
の
真
相
に
於
い
て
現
わ
れ
る
。
絶
望
せ
る
者
は
何
事
か
に
関
し
て
絶
望
す

、
、
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
本
来
は
自
己
自
身
に
関
し
て
絶
望
し
、
そ
こ
で
自
己

、
、
、
、

D
ie

自
身
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
」(S

ören
K
ierkegaard

:

,
G
esam

m
elte

W
erke,

24
und

25
A
bteilung,

übersetzt
K

rankheit
zum

Tode

)

。

von
E
m
anuel

H
irsch,

D
üsseldorf,

1957,
S
.15.

（
一
〇
）
こ
の
原
則
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
が

も
顕
著
な
仕
方
で
為
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
死
の

可
能
性
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
死
と
い
う
可
能
性
を
「
可
能
性
と
し
て
弱
め
る

、
、
、
、
、
、

こ
と
な
く
理
解
し
、
可
能
性
と
し
て
完
成
し
、
そ
し
て
こ
の
可
能
性
と
の
関
わ

、
、
、
、
、
、

り
に
於
い
て
可
能
性
と
し
て
耐
え
忍
ぶ
」(

)

こ
と
こ
そ
が
死
と
の
本
来
的

SZ
,262

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
関
わ
り
方
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
大
原
則
を
ひ
と
し
な
み

に
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
関
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
事
柄
と
し
て
妥
当
な
の
か
否

か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
筆
者
は
か
つ
て
拙
稿
「

存
在

『

と
時
間
』
に
於
け
る
可
能
性
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て

（

近
世
哲
学
研
究
』

」
『

第
四
号

京
大
・
西
洋
近
世
哲
学
史
懇
話
会
編

一
九
九
七
年
）
に
於
い
て
考
察
し

た
。

（
一
一
）
自
己
と
可
能
性
と
の
関
係
が
そ
の
均
衡
を
失
っ
た
場
合
、
如
何
な
る
病

理
的
自
己
喪
失
が
現
出
す
る
か
に
関
し
て
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
可
能
性
の
絶

望
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
一
切
の
事
柄
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
迷
妄

に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
自
己
を
見
失
っ
て
ゆ
く
様
が
描
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
現
実
性
を
見
失
っ
た
」
状
態

で
は
な
く
、
必
然
性
を
欠
い
た
状
態
と
見
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
「
現
実
性

は
可
能
性
と
必
然
性
と
の
統
一
で
あ
る
」
と
い
う
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
独
自
の
テ

ー
ゼ
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
む
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
の
こ
の
テ
ー
ゼ
に
基
本
的
に
は
依
拠
し
つ
つ
も
、
こ
の
必
然
性
概
念
を
「
被

投
性
」
へ
と
読
み
換
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
圧
倒
的
な
可
能
性
優
位
の
思
想
を
形
成

し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
特
に
そ
の
可
能
性
概
念
に
関
し
て
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
か
ら
何
を
継
承
し
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
か
と
い

う
主
題
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
と
な
ら
ん
で
興
味
深
い

問
題
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
言
及
で
き
な
い
。

引
き
続
き
考
察
す
る
に
値
す
る
主
題
で
あ
ろ
う
。

（
一
二
）
こ
こ
で
具
体
例
と
し
て
「
や
ま
し
い
良
心
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
自
身
が
、
そ
し
て
一
般
に
伝
統
的
な
良
心
解
釈
も
ま
た
「
や
ま
し
い
良

心
」
の
方
に
優
位
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

「
あ
ら
ゆ
る
良
心
解
釈
の
内
で

。

も
〈
悪
し
き
〉
良
心

〈
や
ま
し
い
〉
良
心
が
優
位
を
有
し
て
い
る
。
良
心
と
は
第

、

一
義
的
に
は
〈
悪
し
き
〉
良
心
な
の
で
あ
る
」(

)

。
た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ッ

S
Z
,290

ガ
ー
は
無
論
こ
の
立
場
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
か
か
る
日
常
的
経
験
が
自

ら
の
言
う
「
負
い
目
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
が
。

（
一
三
）
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
負
い
目
」
解
釈
に
対
し
て
も

。「

、「

」

激
烈
な
調
子
で
批
判
の
矛
先
を
向
け
て
い
る

し
か
し

負
い
目
在
る
こ
と
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が
「
無
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
の
等
価
物
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
よ
っ

て
負
い
目
と
い
う
表
現
か
ら
は
そ
の
意
義
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
私

が
無
性
の
無
的
な
根
拠
で
あ
り
、
被
投
性
に
関
し
て
は
自
由
で
は
な
く
、
ま
た

「
自
由
な
」
企
投
に
於
い
て
も
常
に
（
他
の
可
能
性
を
）
除
外
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
無
性
の
内
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で

も
ま
た
基
準
に
従
え
ば
自
由
で
は
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
私
は
そ
の
都
度
い
つ

、
、

も
、
負
い
目
在
る
も
の
と
し
て
よ
り
は
む
し
ろ
負
い
目
な
き
も
の
と
し
て
規
定

、
、

さ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
都
度
い
つ
も
ギ
リ
シ
ャ

悲
劇
に
出
て
く
る
無
力
に
操
ら
れ
る
も
の
と
見
做
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
」(

[
]

)

。
そ
し
て
そ
の
結
果
「
絶
対
的
な
負

E
beling

1991
,
S.

35.

い
目
在
り
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
「
正
し
い
も
の
」
と
「
不
正
な
も
の
」
と
の
区

別
を
知
ら
な
い
」(

)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ibid.

す
な
わ
ち
、
絶
対
的
に
「
負
い
目
在
り
」
と
い
う
無
力
さ
を
自
認
す
る
も
の
は

結
局
は
「
無
垢
な
る
」
者
と
な
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
負
い
目
の
自
覚
と
い

う
予
防
線
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
か
ら
の
批
判
を
前
も
っ
て
封
じ
込
め
、

結
果
的
に
は
責
任
を
免
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に

日
常
的
次
元
に
お
い
て
も

「
相
済
ま
な
い
」
と
常
に
謝
罪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、

そ
の
後
の
行
為
の
責
任
を
軽
減
し
よ
う
と
し
た
り
、
免
罪
さ
れ
よ
う
と
願
っ
た

り
す
る
姑
息
な
心
性
は
な
る
ほ
ど
人
間
の
中
に
確
実
に
存
在
す
る
。
鋭
敏
な
人

間
観
察
者
で
あ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
批
判
は
こ
う
し
た
観
察
を
歴

史
的
規
模
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
の
批
判
も
同
じ
様
な
趣
旨

の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
あ
く
ま
で
も
存
在
論
的
な
「
負
い
目(

)

」
概
念
の
内
に
、
そ
れ
と
は

S
chuld

別
の
「
罪(

)

」
の
概
念
を
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

S
ünde

そ
れ
が
こ
の
批
判
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
仮
に
こ
の
誤
読
を
容
認
す
る
と
し

て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
目
論
見
は
こ
の
「
罪
」
の
自
覚
か
ら
自
己
の
選
択
を

意
識
的
に
「
と
り
戻
す
」
こ
と
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現

存
在
に
「
責
任
性
」
を
返
し
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

批
判
に
は
に
わ
か
に
は
首
肯
し
難
い
。
そ
も
そ
も
「
負
い
目
在
る
こ
と
を
引
き

受
け
る
」
と
い
う
と
、
い
か
に
も
欠
如
的
自
己
の
み
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
の

み
を
認
め
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
そ
う
受
け
と

ら
れ
る
語
り
方
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
思
う
に
、
こ
れ
は
た
だ
単
に
自
己
の

存
在
が
無
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
否
定
的
側
面
の
み
を
引
き
受
け

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
の
存
在
が
そ
う
し
た
も
の
を
も
含
ん
だ
仕
方

で
初
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
そ
の
全
体
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
果
た
し
て
本
当
に
「
不
自
由
な
」
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
む

し
ろ
自
己
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

本
来
の

自

、

「

由
」
は
生
じ
て
こ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
も
有
り
得
る
。
す
な
わ
ち
自
己
自
身

が
そ
の
よ
う
な
無
的
な
無
力
さ
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
し
か
成
り
立
ち
得
な
い

と
い
う
厳
然
た
る
事
実
か
ら
逃
亡
せ
ず
に
、
い
わ
ん
や
「
ひ
と
」
と
い
う
責
任

の
な
い
存
在
形
態
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
し
に
そ
の
よ
う
な
自
己
に
直
面
す

る
と
い
う
こ
と

『
存
在
と
時
間
』
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
無
に
よ
っ
て
規
定
さ

、

れ
て
い
る
存
在
」(

)

と
い
う
事
実
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

S
Z
,283

、
、

自
由
は
自
由
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

一
四

悪

も
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
現
存
在
の

可

（

）「

」

「

能
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ツ
ォ
リ
コ
ー
ン
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

「
し
か
し
、
悪
を
他
人
の

。

、

。

、

所
為
だ
け
に
す
る
と
き
に
は

私
は
善
人
な
ど
で
は
全
く
な
い

と
い
う
の
も

そ
う
し
た
場
合
に
は
悪
は
尚
更
私
の
内
に
在
り
、
私
の
振
る
舞
い
は
悪
の
性
格

を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
た
だ
そ
れ
に
気
付
こ
う
と
し
て
い
な
い
だ

け
で
あ
る
。
気
付
こ
う
と
し
な
い
こ
と
は
、
私
が
こ
の
悪
し
き
振
る
舞
い
の
う

ち
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
…
（
中
略
）
…

如
何

な
る
現
存
在
も
悪
し
き
振
る
舞
い
の
可
能
性
の
内
に
生
き
て
い
る
。
如
何
な
る

現
存
在
に
も
本
質
的
特
性
と
し
て
出
会
っ
て
く
る
も
の
と
の
関
わ
り
に
於
い
て

悪
し
く
在
り
得
る(

)

と
い
う
こ
と
が
常
に
既
に
含
ま
れ
て
い

B
öse-sein

-können

る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
が
常
に
そ
し
て
は
っ
き
り
と
遂
行
さ
れ
る
か
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von
否
か
と
は
関
係
が
な
い
」(M

artin
H

eidegger
Zollikoner

Sem
inare

)

。

M
edard

B
oss,

Frankfurt
am

M
ain,

1987

（
一
五
）
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
は

『
存
在
と
時
間
』
の
「
道
徳
性
に
よ
っ
て
は
根
源

、

的
な
負
い
目
在
る
こ
と
は
規
定
さ
れ
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
道
徳
性
は
そ
れ

自
身
の
た
め
に
既
に
根
源
的
に
負
い
目
在
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ

」

「

、

、

る

(
)

の
箇
所
を
引
い
て

こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

西
洋
の

S
Z
,286

特
に
カ
ン
ト
以
来
打
ち
建
て
ら
れ
た
行
為
の
道
徳
性
の
意
味
を
抹
殺
し
よ
う
と

試
み
て
い
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
彼
自
身
の
ナ

チ
ズ
ム
の
陰
謀
に
本
質
的
に
連
関
す
る
よ
う
な
理
論
的
に
比
肩
し
得
な
い
不
正

の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
」(

[
]

)

と

E
beling

1991
,
S
.
35.

述
べ
て
い
る
。
註
の
（
一
三
）
に
於
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

意
図
は
道
徳
性
の
廃
棄
に
あ
る
の
で
は
な
い

『
存
在
と
時
間
』
の
或
る
一
箇
所

。

の
み
を
引
用
し
、
こ
れ
を
直
ち
に
ナ
チ
ズ
ム
と
直
結
さ
せ
る
論
理
は
強
引
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

「
良
心
」
現
象
は
個
々
人
の
内
に
於
い
て
生
ず
る
も

。

の
で
あ
り
、
良
心
現
象
の
み
を
も
っ
て
全
て
の
行
為
が
無
謬
で
あ
る
と
す
る
の

が
危
険
で
あ
る
の
は
、
な
に
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
伝
統
的
に
も

「
良
心
の
可
謬
性
」
と
い
う
こ
と
が
論
議
の
的

、

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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Zu Heideggers Gewissensanalyse
－ －Anhand vom Begriff der Möglichkeit

Takeshi HASHIMOTO

Wenn wir ein unmoralisches Vorhaben in die Tat umsetzen wollen, werden wir
sogleich von Stimme des Gewissens gewarnt. Nachdem wir das Unrecht begangen
hätten, würden wir ein schlechtes Gewissen haben. So funktioniert das Gewissen als
die warnende und rügende innere Stimme in bezug auf eine bestimmte gewollte oder
vollzogene Tat. In diesem Sinne spielt das Gewissen bei den Handlungs-
entscheidungen eine sehr wichtige Rolle. Wir könnten sagen, daß das Gewissen die
letzte Schanze für das Moral sei.

Dieses wichtige Gewissensphänomen läßt sich aber beileibe nicht leicht und
eindeutig definieren. So viele Philosophen dieses Phänomen zu interpretieren
versucht haben, so weit gehen doch ihre Interpretationen auseinander.

Auch Heidegger hat dieses Phänomen zu analysieren versucht. Seine Gewissens-
analyse hat aber viele Merkwürdigkeiten. In üblichen und traditionellen Auslegungen
wird das Gewissen in bezug auf eine Tat gedeutet. Solche Auslegung wird aber von
Heidegger als „vulgäre“ Gewissensauslegung zurückgewiesen. Er begreift die
Stimme des Gewissens unabhängig von jeder bestimmten Handlung oder gar von
allen Handlungen überhaupt. Er legt diese Stimme des Gewissens schlechthin als
Aufruf zum eigensten Selbstsein aus. Dieses Selbstsein sei, nach Heidegger, ständig
„schuldig“ und der Gewissensruf lasse dem einzelnen Selbst diese Schuld verstehen.

Diese Gewissensanalyse Heideggers ist nicht nur schwer zu verstehen, sondern
auch scheint von unserem gewöhnlichen Gewissenserlebnis weit entfernt zu sein.

Der vorliegende Aufsatz versucht nun zu zeigen, daß diese ontologische
Gewissensanalyse Heideggers, trotz ihrer scheinbaren Verschiedenheit von dem
üblichen Gewissenserlebnis, mit diesem nicht im Widerspruch steht. Dazu muß aber
sein Schuldbegriff revidiert werden. „Schuldigsein ist“, so Heidegger, „Grundsein
einer Nichtigkeit“. Zu beachten ist aber, daß sein Schuldbegriff und Nichtsbegriff
eine Variation des Grundgedankens seines Hauptwerkes darstellt:Sein und Zeit
Dasein sei wesenhaft je seine Möglichkeit. Nichtigkeit und Endlichkeit des
Selbstseins kann nur dann deutlich und in ihrer Tiefe verstanden werden, wenn wir
sie aus dem Möglichkeitscharakter des Daseins her auslegen. Erst auf diese Weise
können wir das gewöhnliche und alltägliche Gewissenserlebnis und die ontologische
Gewissensanalyse Heideggers miteinander in Einklang bringen und damit diese als
die Theorie, welche ein ethisches Erwachen von jedem Selbst ermöglicht, neu
interpretieren und sie in ihrer hohen Bedeutung einschätzen.


