
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る

「
生
と
死
の
戦
い
」
の
思
想
に
つ
い
て
（
承
前
完
）

ヴ
ァ
ン
　
ブ
ラ
フ
ト

五

　
　
　
こ
の
章
に
於
い
て
は
、
直
ち
に
「
精
神
現
象
学
」
の
「
主
」
と
「
奴
」
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
わ
る
箇
所
を
研
究
し
よ
う
と
思
う
。
イ
エ

　
　
ナ
時
代
の
醤
作
の
研
究
は
「
戦
い
」
と
「
主
と
奴
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
起
源
と
そ
の
発
展
を
た
ど
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
ま
た
、

　
　
我
々
は
先
に
こ
れ
ら
の
習
作
と
「
精
神
現
象
学
」
と
を
対
照
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
精
神
現
象
学
」
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
関
し
て
種

　
　
種
の
短
評
を
加
え
た
。
と
云
っ
て
も
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
課
題
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
の
で
は
な
い
。
我
々
の
意
図
は
先
に
言
っ
た
こ
と
を
参
考
と
し
つ
つ
、
我
々
を
研
究
に
導
い
た
「
戦
い
」
の
起
こ
り
と
成
り
行
き
に
関
す

　
　
る
二
つ
の
疑
問
に
な
る
べ
く
根
本
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
「
精
神
現
象
学
」
に
於
い
て
、
こ
の
テ
…
マ
の
扱
い
方
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
前
後
の
関
連
か
ら
そ
の
特
性

　
　
を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
、
そ
の
す
べ
て
を
述
べ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
最
も
重
要
な
点
の
み
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
よ

　
　
う
。

　
　
　
一
番
［
重
要
な
点
は
、
我
々
の
テ
…
マ
が
、
聞
①
巴
℃
げ
臨
。
。
・
o
℃
ぼ
①
目
に
も
う
か
が
わ
れ
た
発
展
の
結
果
と
し
て
、
　
「
精
神
現
象
学
」
で
は
、

　
　
完
全
に
自
己
意
識
の
こ
と
が
ら
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
は
「
承
認
」
を
も
、
権
利
・

m
　
人
倫
。
民
族
な
ど
に
少
し
も
言
及
し
な
い
で
、
た
だ
自
己
意
識
と
い
う
視
点
だ
け
か
ら
論
じ
て
い
る
。
事
実
、
「
自
己
意
識
は
、
他
の
自
己

一　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
山
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
」
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
こ
九
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三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

意
識
に
対
し
て
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
に
於
い
て
存
在
す
る
と
共
に
自
己
に
対
し
て
存
在
す
る
。
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ち
自
己
意
識
は
承
認
さ
れ
た
も
の
諺
コ
①
時
①
高
目
①
ω
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
二
重
の
自
己
意
識
に
於
け
る
こ
の
統
一
の
概
念
…
…
」
と

い
う
言
葉
か
ら
「
主
と
奴
」
と
称
せ
ら
れ
る
章
は
始
ま
る
。

　
先
行
す
る
弁
証
法
が
自
己
意
識
に
必
然
的
な
二
重
化
に
進
ん
だ
途
端
に
、
直
ち
に
－
他
に
ど
の
契
機
も
は
さ
み
込
ま
ず
に
一
i
承
認

の
運
動
は
始
ま
る
。
そ
こ
で
、
臼
①
し
d
①
≦
①
σ
q
自
昌
α
q
◎
⑦
ω
》
譜
①
掃
開
Φ
ゆ
⇒
①
霧
は
、
真
に
（
可
能
的
に
）
自
己
を
意
識
し
て
い
る
主
体
の
最
初

の
、
或
い
は
も
っ
と
も
根
本
的
な
経
験
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
剃
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
重
化
は
、
　
一
方
で
は
そ
れ
以
前
の
様
に
、
よ
り
限

定
さ
れ
、
純
粋
に
実
践
的
に
み
え
る
主
体
の
要
求
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
で
な
く
、
今
や
単
に
自
己
意
識
そ
の
も
の
の
為
に
の
み
起
こ
る
か

ら
で
あ
り
、
他
方
、
そ
れ
は
分
散
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ど
こ
ま
で
も
そ
の
権
利
を
保
つ
統
一
が
二
極
に
分
か
れ
、
か
っ

そ
の
分
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
の
一
層
高
い
形
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
二
画
面
」
と

「
承
認
」
と
は
精
神
的
統
一
の
互
い
に
補
足
し
合
う
両
面
で
あ
る
。
自
己
意
識
が
二
重
と
な
る
途
端
に
、
す
で
に
精
神
は
、
す
く
な
く
と
も

萌
芽
と
し
て
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
相
穀
冒
す
る
両
項
岬
ち
各
自
別
々
に
存
在
す
る
異
な
る
自
己
意
識
の
全
き
自
由
と
自
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
の
中
に
於
け
る
両
項
の
統
一
た
る
精
神
と
い
う
こ
の
地
瓦
的
実
体
」
は
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
承
認
の
弁
証
法
に
於
い
て

こ
の
統
一
は
自
己
自
身
を
個
人
に
於
い
て
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て
い
る
。

　
先
ず
、
承
認
が
自
己
自
身
に
於
い
て
、
換
書
す
れ
ば
観
察
す
る
哲
学
者
に
と
っ
て
、
ど
の
様
に
現
わ
れ
る
か
を
研
究
す
る
の
は
「
精
神

現
象
学
」
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
典
形
的
な
仕
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
に
論
じ
た
自
己
性
と
他
者
性
の
「
鏡
の
戯
れ
」
の
避
く
歯
釜
な
分

析
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
承
認
の
二
つ
の
面
、
即
ち
第
一
に
は
、
進
行
の
一
歩
が
即
ち
退
却
の
一
歩
で
あ
り
、
己
れ
の
も
の
と
し
て
要

求
す
る
こ
と
が
即
ち
他
者
に
譲
る
こ
と
と
な
り
、
他
者
の
否
定
が
同
時
に
他
者
の
論
定
と
な
る
と
い
う
面
と
、
第
二
に
は
、
こ
こ
で
は
個

人
は
た
だ
一
人
だ
け
で
は
何
も
出
来
な
い
と
い
う
面
が
、
ヨ
器
お
ほ
⊆
ξ
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
。
「
従
っ
て
行
為
は
他
者
に
対
す
る
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

様
に
自
分
に
癒
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
於
い
て
二
重
の
意
味
を
も
つ
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
方
の
も
の
の
行
為
で
あ
る
の
と
不



　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
可
分
離
に
他
方
の
も
の
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
於
い
て
も
、
亦
二
重
の
意
味
を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
他
人
に
通
じ
得
な
い
己
れ
の
特
有
性
及
び
自
立
性
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
憲
体
の
試
み
は
、
一
歩
ご
と
に
か
え
っ
て
彼
が
全
く
そ
の
運

　
　
命
を
塗
下
と
共
に
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
個
人
岡
士
は
互
い
に
統
一
さ
れ
る
限
り
に
於
い
て
各
々
自
立
し
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
そ
の
凡
て
の
面
か
ら
指
し
示
し
、
哲
学
的
に
自
己
意
識
の
無
限
性
と
し
て
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
若
い
時
代
に
於
い
て
は
簡
単
に
「
人
が
他
者
を
こ
う
い
う
も
の
と
思
う
と
、
自
ら
も
ま
た
そ
う
い
う
者
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
し
か
る
に
、
こ
こ
で
は
「
各
論
は
他
の
極
に
対
し
て
媒
藷
で
あ
る
、
そ
う
し
て
こ
の
媒
語
に
よ
っ
て
各
極
は
自
己
を
自
己
自
身
と
媒
介
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
連
結
N
¢
ω
鋤
ヨ
導
①
爵
ω
o
｝
濠
霧
ω
①
昌
し
て
居
る
」
と
言
う
。

　
　
　
従
っ
て
、
我
々
哲
学
者
に
と
っ
て
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
個
入
と
鰯
人
と
の
間
で
可
能
な
態
度
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
、
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
「
相
互
に
他
を
承
認
し
て
居
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
合
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
は
民
族
と
か
四
海
同
胞
と
か
を
思
い
浮

　
　
か
べ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
は
以
前
ほ
ど
早
急
に
結
論
に
進
み
行
く
こ
と
は
し
な
い
。
我
々
哲
学
者
に
と
っ
て
は
抽

　
　
象
理
論
と
し
て
万
人
の
相
互
承
認
が
必
要
な
こ
と
は
充
分
洞
察
さ
れ
は
す
る
が
、
　
「
精
神
現
象
学
」
の
こ
の
段
階
に
位
す
る
、
相
互
承
認

　
　
す
る
自
己
意
識
、
那
ち
個
人
同
士
自
身
が
そ
れ
を
具
体
的
に
洞
察
し
、
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
今
後
に
は
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
真
の

　
　
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
承
認
の
過
程
が
自
己
意
識
に
対
し
て
如
何
様
に
現
わ
れ
る
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
始
め

　
　
る
。
こ
こ
で
直
接
的
な
結
果
は
貧
弱
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
凡
て
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
今
第
一
の
問
い
を
課
す
こ
と
に
し
よ
う
。
戦
い
の
原
因
は
何
で
あ
る
か
。
主
体
同
士
の
互
い
に
対
す
る
最
初
の
態
度
は
、
ど
う

　
　
し
て
否
定
的
で
、
相
互
破
壊
を
狙
う
も
の
で
あ
る
か
。
こ
こ
で
は
偶
有
的
な
誘
因
が
到
底
登
場
し
な
い
か
ら
、
自
己
意
識
そ
の
も
の
の
内

　
　
面
的
弁
証
法
の
内
に
し
か
そ
の
解
答
を
見
い
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
へ
…
ゲ
ル
の
思
想
を
出
来
る
限
り
忠
実
に
描
写
す
る
前
に
、
お
そ
ら
く
彼
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
シ
ェ
リ
ン
グ
の
以
下
の
テ
キ

石B
@
ス
ト
を
考
え
て
み
よ
う
。
　
「
外
面
的
な
形
が
私
と
似
て
い
る
甦
る
存
在
者
が
そ
の
昌
的
や
意
図
を
私
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ

一　
　
　
　
　
　
へ
｝
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
」
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
三
一
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二

7411

@
て
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
存
在
者
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
も
の
が
単
に
物
覚
え

　
　
の
い
い
（
σ
q
①
『
藍
α
q
）
動
物
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
次
の
経
験
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
け

　
　
っ
し
て
他
者
の
意
志
の
内
に
自
己
の
要
求
に
対
す
る
反
抗
を
見
出
す
こ
と
の
な
い
者
は
、
結
局
、
そ
の
御
し
や
す
い
人
種
に
対
し
て
、
そ

　
　
し
て
終
に
は
人
類
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
全
く
尊
敬
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私
が
他
者
に
鮒
し
て
要
求
を
だ
す
時
彼
が
き
っ
ぱ
り

　
　
と
、
　
『
お
断
り
し
ま
す
』
と
言
っ
て
、
私
の
要
求
を
は
ね
つ
け
る
か
、
又
は
、
彼
が
私
の
自
由
を
代
償
に
し
て
の
み
彼
の
自
由
を
譲
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
す
る
時
に
の
み
、
始
め
て
、
こ
の
顔
の
裏
に
人
間
性
が
、
そ
の
胸
裏
に
自
由
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
の
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と

　
　
っ
て
濡
者
の
承
認
は
純
粋
に
理
論
的
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
理
論
的
行
為
と
実
践
的
行
為
と
の
総
合
に
外

　
　
な
ら
な
い
。
た
と
い
こ
の
二
者
が
こ
こ
で
全
く
絡
み
合
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
我
々
が
理
論
的
要
素
と
実
践
的
要
素
を
留
る
程
度
分
離
し

　
　
よ
う
と
す
る
の
は
、
明
白
さ
を
得
る
た
め
に
で
あ
る
。
そ
し
て
極
め
て
分
析
的
に
一
こ
れ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
過
度
に
簡
単
化
す
る
危

　
　
険
は
あ
る
が
…
1
次
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
先
行
す
る
弁
証
法
よ
り
現
わ
れ
る
自
己
意
識
の
含
む
種
々
な
要
素
の
内

　
　
で
、
自
己
立
思
識
を
必
然
的
に
他
岩
に
反
対
さ
せ
る
の
は
ど
の
も
の
で
あ
る
の
か
。

　
　
　
1
　
自
己
意
識
は
知
識
的
意
識
で
あ
り
、
先
に
は
自
己
以
外
の
外
界
の
内
で
真
理
を
探
究
し
、
今
は
自
己
の
中
で
真
理
を
暑
い
出
し
た

　
　
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
自
己
意
識
が
自
己
の
外
で
出
会
う
も
の
を
自
己
に
還
元
し
、
自
己
以
外
の
物
の
他
者
性
を
破
壊
し
よ
う
と

　
　
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
実
は
、
欲
望
で
あ
る
。
そ
の
経
験
に
於
い
て
意
識
に
わ
か
っ
て
く
る
の
は
、
他

　
　
者
が
い
つ
ま
で
も
己
れ
に
対
し
て
そ
の
自
立
性
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
意
識
は
、
自
ら
が
そ
の
真
の
対
象
、
即
ち
自
我

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
た
だ
他
者
の
否
定
を
通
じ
て
の
み
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
者
も
否
定
さ
れ
る
た
め
に
永
久
に
存
続
し
て
い

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
識
と
し
て
の
意
識
は
こ
こ
で
統
二
し
得
な
い
二
つ
の
対
象
、
即
ち
自
我
と
他
者
と
に
直
面
し
て
い
る
が
、
そ
の

　
状
況
は
自
我
だ
け
が
全
真
理
で
あ
る
と
い
う
彼
の
確
儒
に
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
、
意
識
は
そ
れ
に
満
足
で
き
ず
、
他
者
の
完
全
破
壊
を
狙

　
　
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
欲
望
よ
り
言
え
ば
、
い
つ
も
そ
の
破
壊
よ
り
よ
み
が
え
る
そ
の
瑚
象
は
生
一
般
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
欲
望
は
完



　
　
全
に
満
足
を
達
成
し
得
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
、
欲
望
は
生
に
打
ち
勝
つ
特
別
の
方
法
を
考
え
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
H
　
意
識
の
法
則
は
、
そ
の
真
理
に
関
す
る
最
初
の
考
え
方
に
、
現
実
に
於
け
る
真
理
の
現
わ
れ
方
に
試
練
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
が
現
実
に
於
い
て
出
会
う
の
は
自
我
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
生
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
己
意
識
は
、
潜
在

　
　
し
て
い
る
は
ず
の
自
我
が
現
わ
れ
る
た
め
に
、
見
せ
か
け
の
生
を
取
り
の
ぞ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
嵩
見
て
自
己

　
　
以
外
の
対
象
を
欲
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
主
体
の
欲
望
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
真
の
姿
を
現
わ
す
。
そ
れ
は
、
主
体
の
欲
望
が
自
己
自
身

　
　
を
対
象
と
す
る
も
の
、
即
ち
欲
望
の
欲
望
で
あ
り
、
そ
の
澱
象
は
生
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
の
破
壊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欲
望

　
　
が
そ
の
否
定
作
用
に
よ
っ
て
得
た
い
と
思
う
も
の
は
即
ち
、
生
の
自
立
的
否
定
で
あ
る
。

　
　
　
斑
　
自
分
を
純
粋
鮒
自
存
在
、
即
ち
、
無
か
ら
浮
か
び
出
た
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
私
念
ず
る
自
己
意
識
は
、
実
は
生
よ
り
成
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
る
も
の
で
あ
り
、
生
の
自
己
意
識
、
真
の
生
の
自
己
性
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
自
己
意
識
は
生
が
そ
の
諸
形
態
の
死
を
通
じ
て
現
わ
す
生

　
　
の
統
一
の
集
中
で
あ
る
。
轡
鵠
碁
℃
。
節
Φ
が
言
う
よ
う
に
、
　
「
動
物
は
生
の
全
体
性
を
全
体
性
と
し
て
自
覚
し
な
い
が
、
人
間
は
そ
の
全

　
　
体
性
の
頬
自
性
に
な
り
、
自
分
に
於
い
て
死
を
内
面
化
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、
人
間
の
自
己
意
識
の
最
初
の
経
験
は
死
の
こ
の
根
本
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
体
験
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
」

　
　
　
W
　
運
動
な
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
純
な
る
自
我
」
は
、
実
は
、
運
動
で
あ
る
。
即
ち
他
者
の
意
識
よ
り
自
己
へ
の
断
え
ざ
る

　
　
還
帰
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
は
こ
の
他
者
、
客
体
な
る
も
の
、
　
「
頬
他
存
在
」
（
ω
①
ぎ
臨
費
器
飯
田
Φ
ω
）
、
即
ち
生
を
自
分
自
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

　
　
内
に
持
ち
込
み
、
自
分
自
身
は
他
者
に
向
か
っ
て
あ
る
面
を
持
ち
、
他
者
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
得
る
存
在
に
な
る
。
否
、
当
分
か
か
る
生

　
　
が
自
己
の
唯
一
現
実
で
あ
る
。
た
だ
生
の
形
態
と
し
て
の
み
自
我
は
自
分
自
身
を
冤
出
し
、
そ
の
他
の
も
の
は
凡
て
き
財
じ
ご
①
σ
q
鳳
ぬ
、
実

　
　
現
し
な
い
意
図
、
立
証
さ
れ
な
い
「
私
念
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
意
識
は
自
ら
が
純
粋
な
紺
自
存
在

　
　
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
そ
の
本
来
の
確
信
に
執
着
し
、
生
を
自
覚
す
る
こ
と
に
於
い
て
は
、
生
を
外
物
と
思
い
、
自
分
が
そ
の

75

A
外
物
の
否
定
超
越
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

1一　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
譜
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
し
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
薫
三
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そ
れ
で
自
己
意
識
が
極
め
て
否
定
的
な
性
質
の
持
ち
主
で
あ
る
と
結
論
し
て
も
差
し
麦
え
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
主
体
が

出
会
う
場
合
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
へ
～
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
凡
て
が
非
常
に
曖
昧
に
な
り
な
が
ら
も
、
　
一
つ
の
こ
と
は
決
ま
っ
て
い

る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
主
体
同
士
が
必
ず
互
い
に
攻
撃
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
暖
昧
な
の
は
ま
ず
第
一
に
「
出
会
う
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
け
っ
し
て
外
物
に
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
一
方

で
は
本
来
互
い
に
他
者
で
あ
り
な
が
ら
、
他
面
、
各
自
は
あ
る
意
味
で
相
手
の
投
影
で
あ
り
、
彼
の
要
求
や
欲
望
の
所
産
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
両
主
体
が
最
初
出
会
っ
た
と
き
に
互
い
を
ど
う
み
な
す
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
或
個
人
が
或
個
人
に
対
立
し
て
登
場
す
る
こ
と

に
な
る
。
斯
く
無
媒
介
的
に
登
場
す
る
場
合
に
は
、
偲
人
は
互
い
に
他
に
対
し
て
普
通
の
対
象
と
同
じ
様
に
存
在
す
る
。
即
ち
こ
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
は
醸
人
は
自
立
的
な
る
『
形
態
』
で
あ
り
、
生
命
と
い
う
存
在
…
…
の
中
に
埋
没
せ
る
意
識
で
あ
る
」
と
一
応
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
事
事
も
又
暖
昧
で
あ
る
。
甲
の
自
己
意
識
は
乙
の
自
己
意
識
を
一
i
そ
れ
は
乙
が
外
か
ら
甲
に
近
付
い
て
来
る
限
り
一
た
だ
ち
に

αq

@
資
⑦
ぎ
巽
○
①
σ
q
2
ω
欝
⇔
畠
、
他
の
生
き
物
と
区
別
の
な
い
も
の
と
し
て
し
か
み
な
す
こ
と
は
崖
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
甲
は
、

対
象
と
し
て
純
粋
自
我
と
は
別
物
で
あ
る
か
に
見
え
る
対
象
一
般
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
破
壊
の
要
求
を
、
同
様
に
乙
に
対
し
て
も
抱
い

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
甲
は
た
だ
そ
の
対
象
を
現
実
に
破
壊
し
て
み
て
、
初
め
て
1
即
ち
乙
の
本
来
固
有
の
反
応
か
ら
一
1
乙
が
特
殊

の
対
象
、
即
ち
自
我
自
身
に
係
わ
る
も
っ
と
身
近
か
な
対
象
で
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
乙
の
本
来
閲
有
の
反
悠
と
言
う

と
、
そ
れ
は
乙
が
単
に
対
象
～
般
の
よ
う
な
自
立
性
を
も
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
偲
人
的
で
攻
め
る
こ
と
の
繊
来
な
い
自
立

性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
換
一
・
幽
す
れ
ば
、
乙
が
一
方
で
は
甲
の
一
時
的
な
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
る

こ
と
を
許
さ
な
い
が
、
他
方
で
は
甲
に
よ
る
食
分
の
存
在
の
破
壊
に
喜
ん
で
協
力
し
て
い
る
、
輝
ち
自
分
自
身
が
否
定
性
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
　
「
対
象
は
斯
く
自
己
自
身
に
於
い
て
否
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
立
的
で
も
あ
る
が
た
め
に
、
対
象
は
意
識

　
（
1
0
）

で
あ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
っ
て
い
る
。



　
　
　
し
か
し
、
他
颪
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
主
体
岡
士
は
互
い
に
と
っ
て
は
は
じ
め
か
ら
特
殊
の
対
象
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
　
一
つ
の
主

　
　
体
は
他
の
主
体
に
対
し
て
実
体
的
な
生
（
命
）
の
中
に
埋
没
し
な
が
ら
も
同
時
に
対
象
一
般
の
内
に
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ

　
　
れ
を
三
物
と
し
て
現
わ
れ
さ
せ
、
こ
れ
に
「
顔
つ
き
」
を
与
え
て
い
る
春
の
よ
う
に
見
え
る
。
弁
証
法
の
こ
の
契
機
に
於
い
て
は
、
露
己

　
　
意
識
は
単
な
る
生
以
上
の
何
物
か
を
、
生
よ
り
も
自
己
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
対
象
を
、
期
待
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
「
各
個
人
の
真
理
と
は
、
各
個
入
に
と
っ
て
自
分
自
身
の
自
分
だ
け
で
の
存
在
が
肖
立
的
対
象
た
る
こ
と
を
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
、
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
　
試
す
れ
ば
対
象
が
霞
分
自
身
に
就
い
て
の
こ
の
純
な
る
確
信
た
る
こ
と
を
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
意
識
に
と
っ
て
こ
の
生
け
る
対
象
が
自
己
に
親
し
い
も
の
、
自
己
自
身
と
同
一
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
限
り
、

　
　
か
え
っ
て
自
己
意
識
は
そ
の
対
象
の
破
壊
の
為
の
新
し
い
一
層
身
近
な
、
　
一
層
熱
情
的
な
理
由
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
と
言
う
の
は
、
こ

　
　
の
対
象
に
於
い
て
は
自
己
意
識
の
自
我
は
存
在
の
中
に
埋
没
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
に
特
有
な
把
握
を
脱
嵐
す
る
も
の
と
し
て
、
現
わ

　
　
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
自
己
意
識
は
自
己
自
身
に
自
己
が
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
強
調
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
自
己
の
外
面
化
と
し
て
の
自
己
表
現
偏
に
対
し
て
可
能
な
唯
一
の
態
度
は
絶
対
破
壌
で
あ
る
。

　
　
　
実
に
状
況
は
更
に
一
暦
複
雑
で
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
他
者
そ
の
も
の
が
自
我
に
な
り
、
戯
付
き
を
も
つ
に
い
た
る
だ
け
で
、

　
　
す
で
に
自
己
意
識
は
自
ら
が
尉
象
と
な
り
、
対
他
存
在
と
な
る
様
に
感
じ
、
己
れ
の
現
わ
れ
る
存
在
を
自
覚
し
、
そ
の
存
在
と
問
一
視
さ

　
　
れ
る
と
感
ず
る
様
に
な
る
。
そ
こ
で
自
己
意
識
に
は
つ
ぎ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
も
言
え
る
。
即
ち
自
己
意
識
は
、
他
者
又
は
そ
の

　
　
羅
付
き
を
破
壊
す
る
だ
け
で
は
な
お
不
充
分
で
あ
り
、
む
し
ろ
他
者
に
よ
っ
て
対
象
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
と
な
っ
て
い
る
、
自
己
自
身

　
　
の
生
を
、
先
ず
破
壊
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
自
己
意
識
が
自
覚
す
る
よ
う
に
な

　
　
る
の
は
、
他
者
の
破
壊
郡
ち
自
己
の
存
在
（
対
自
存
在
に
対
立
す
る
も
の
）
の
破
壊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
同
時
に
膚
己
意
識
の
無
機
が
存
す
る
。
自
分
の
存
在
を
客
体
的
な
も
の
と
し
て
反
映
す
る
所
の
他
者
に
於
い

獅
て
自
愛
．
議
は
己
れ
の
生
に
把
握
さ
れ
得
鏡
警
し
て
直
面
し
、
そ
し
て
自
ら
が
習
存
透
し
蒼
分
自
身
の
生
の
否
定
で
あ
る
と

一　
　
　
　
　
　
へ
…
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
篇
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
三
五
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@
い
う
私
説
を
真
理
に
も
た
ら
し
、
実
現
す
る
こ
と
が
礒
来
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
他
者
の
観
察
に
於
い
て
自
己
意
識
は
己
れ
の
生
の
否

　
　
定
が
客
体
的
存
在
を
得
る
よ
う
な
媒
体
（
ζ
①
鳥
ご
ヨ
）
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
は
互
い
に
生
の
沼
か
ら
救
い
出
す
こ
と
の
出
来
る
相
手
を
互
い
に
見
つ
け
舎
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
生
か
ら
救
い
塗
そ
う
と
す

　
　
る
こ
と
は
生
を
奪
お
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
主
体
同
士
が
直
面
す
る
課
題
は
逆
説
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
己
れ
の
客
体
性
の
否

　
　
定
を
客
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
彼
ら
は
た
だ
一
緒
に
な
っ
て
の
み
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
の
「
一
緒
に
」

　
　
と
適
う
の
も
間
じ
く
逆
説
的
で
あ
る
。
即
ち
一
…
も
う
一
度
別
の
た
と
え
を
挙
げ
れ
ば
i
恰
も
、
．
似
Φ
ω
亀
甲
。
ω
窪
づ
φ
ヨ
坑
．
が
、
各
自
、

　
　
相
手
の
弱
点
や
た
め
ら
い
を
食
い
物
に
し
ょ
う
と
し
て
断
え
間
な
く
待
伏
せ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
は
互
い
に
す
ば
ら
し
く
鍛
え
合
う
。

　
　
そ
し
て
い
よ
い
よ
互
い
の
内
に
自
分
自
身
の
業
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
そ
れ
か
ら
後
は
絹
手
の
手
落
ち
を
自
分
に
対
す
る
侮
辱

　
　
と
な
す
よ
う
に
な
り
、
相
手
を
無
慈
悲
に
葬
難
ず
る
こ
と
に
於
い
て
自
分
が
彼
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
る
如
き
も

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
へ
…
ゲ
ル
の
こ
の
思
想
を
同
時
に
そ
の
「
多
面
多
義
の
絡
み
合
い
」
（
＜
或
ω
①
三
σ
q
①
億
巳
く
閣
①
三
の
亀
α
q
①
＜
Φ
錺
。
ξ
管
搾
§
α
q
）
に
於
い

　
　
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
初
め
て
生
と
死
の
戦
い
が
必
然
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
た

　
　
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
次
の
命
題
、
即
ち
「
生
を
賭
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
由
は
証
明
さ
れ
、
田
畠
の
様
な
事
実
が
真
理
と
し
て
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
さ
れ
る
。
即
ち
自
己
意
識
に
と
っ
て
実
在
で
あ
る
所
の
も
の
は
『
存
在
』
で
も
な
け
れ
ば
…
…
生
の
広
が
り
の
中
に
埋
没
し
て
居
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
う
こ
と
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
寧
ろ
自
己
意
識
…
…
は
純
な
る
自
分
だ
け
で
の
存
在
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
…
…
」
は
根
本
的
な

　
　
も
の
で
あ
る
が
、
前
に
挙
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
離
れ
て
そ
れ
だ
け
を
別
に
考
え
る
な
ら
ば
、
次
の
非
難
が
当
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。
即
ち
「
な
る
ほ
ど
、
私
は
私
が
命
知
ら
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
が
、
そ
の
為
に
他
者
に
迷
惑
を
か
け
、

　
　
他
者
に
対
「
し
て
否
定
的
態
度
を
取
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
が
私
に
と
っ
て
最
高
の
も
の
で
な
い
と
い
う
私
の
自
覚
は
、
民
衆
の

　
　
前
に
切
腹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
（
そ
れ
は
全
く
一
方
的
で
自
分
だ
け
に
対
す
る
行
為
で
あ
ろ
う
が
）
示
す
こ
と
が
墨
来
る
の
で
は
な
か
ろ



　
　
う
か
」
と
。

　
　
　
し
か
し
、
へ
…
ゲ
ル
の
弁
証
法
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
非
難
は
無
力
で
あ
る
と
言
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
何
故
自
己
意
識
が
同
時

　
　
に
他
巻
の
死
を
も
饅
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
　
「
何
と
な
れ
ば
、
他
人
と
は
個
人
に
と
っ
て
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
分
自
身
以
上
の
意
味
を
有
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
自
己
意
識
は
他
入
を
す
で
に
試
験
に
合
格
し
、
以
後
批
評
家
の
座
に
付
い

　
　
て
い
る
も
の
と
し
て
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
他
人
は
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
直
ち
に
試
験
の
場
に
い
る
。
即
ち
他
人
は
試
験
そ
の
も
の
に
重
い

　
　
て
こ
そ
己
れ
が
有
能
な
判
断
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
意
識
は
他
人
を
自
己
自
身
と
し
て
認
め
る
限
り
、
他

　
　
人
は
そ
の
運
命
に
参
加
す
る
の
で
あ
り
、
自
己
意
識
は
同
時
に
他
人
に
対
し
て
も
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
分
自
身
に
対
し
て
働
く

　
　
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
他
人
は
即
ち
彼
の
破
壊
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
生
の
中
に
埋
没
せ
る
自
己
意
識
の
客
体
性
な
の
で
あ
る
。

　
　
生
を
賭
す
る
こ
と
を
含
む
戦
い
は
現
実
的
な
自
己
意
識
に
至
り
う
る
、
つ
ま
り
霞
己
自
身
の
対
自
存
在
を
実
在
的
な
も
の
、
客
体
化
さ
れ

　
　
た
も
の
と
し
て
直
観
す
る
に
い
た
り
う
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
人
と
の
戦
い
に
於
い
て
そ
の
他
人
が
生
へ
の
埋
没
か
ら
逃
れ

　
　
る
こ
と
が
出
来
る
限
り
に
於
い
て
初
め
て
、
自
己
意
識
は
そ
の
他
人
に
於
い
て
こ
の
直
観
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
如
何
に
密
接
に
間
主
体
性
と
客
体
性
と
を
絡
み
合
わ
せ
て
い
る
か
を
注
鼠
し
よ
う
。
主
体
は
自
己
の
客
体
的
現
わ

　
　
れ
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
で
は
な
い
と
擬
え
る
。
主
体
が
他
人
と
の
間
に
有
す
る
関
係
も
皆
様
に
描
写
し
得
る
。
　
「
各
極
は
自
分
が
他
の

　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
意
識
で
あ
る
と
共
に
、
直
ち
に
他
の
意
識
で
あ
ら
ぬ
こ
と
を
認
め
て
居
る
。
」
戦
い
に
於
い
て
主
体
同
士
は
互
い
に
相
い
対
す
る
。
し
か
し

　
　
彼
ら
は
共
に
客
体
、
生
、
慮
然
に
尉
し
て
戦
う
と
も
言
え
る
。
主
体
は
た
だ
主
体
問
関
係
に
於
い
て
の
み
、
自
分
が
そ
れ
よ
り
展
開
し
た

　
　
と
こ
ろ
の
自
然
的
客
体
性
に
打
ち
勝
ち
、
同
時
に
そ
の
純
粋
な
主
体
性
を
客
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
た
だ
落
下
自
身
に
煙
る
対
象
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
主
体
は
意
識
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
客
体
が
主
体
と
な
っ
て
現
わ

　
　
れ
て
、
初
め
て
主
体
は
対
立
を
克
服
し
、
自
己
の
完
全
な
る
主
体
性
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
の
著
作
に
於
い
て
並
立

79

@
し
、
交
互
に
登
場
し
た
次
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
　
「
精
神
現
象
学
」
に
於
い
て
は
釣
合
の
と
れ
た
結
合
に
達
す
る
。
そ
の
二
つ
と
は
、
　
一

1一　
　
　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
」
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
三
七
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@
つ
は
二
番
欝
の
主
体
が
元
来
の
主
体
の
二
重
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
、
他
は
二
番
淺
の
主
体
が
一
節
来
の
客
体
よ
り
展
開
す
る

　
　
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
旨
属
島
℃
℃
o
節
の
の
文
章
を
借
り
て
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
尋
甫
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
こ
の
弁
証
法
に
於
い
て

　
　
は
三
つ
の
要
素
が
あ
る
…
…
即
ち
二
つ
の
自
己
意
識
と
他
者
、
言
い
換
え
れ
ば
生
、
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
」
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
己
と
他
者
と
い
う
二
つ
の
要
素
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
生
と
い
う
契
機
が
あ
る
か
ら
、
自
己
意
識
は
自
分
を
自
分
に
対
立
さ
せ
る
」
か

　
　
ら
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
前
に
挙
げ
た
文
章
や
シ
ラ
…
の
次
の
命
題
な
ど
か
ら
霊
感
を
受
け
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
人
は

　
　
そ
の
純
な
る
霞
立
性
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
凡
て
感
覚
的
な
る
も
の
を
押
し
は
ず
す
。
そ
し
て
人
は
物
体
か
ら
の
こ
の
別
離
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ε

　
　
っ
て
の
み
、
初
め
て
自
分
が
理
性
的
に
自
由
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
情
・
自
覚
に
到
達
す
る
」
と
シ
ラ
ー
は
述
べ
る
。
し
か
し
、
　
へ
…

　
　
ゲ
ル
は
驚
く
の
如
き
種
々
の
思
想
を
結
合
し
、
は
る
か
に
深
遠
で
精
巧
な
弁
証
法
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
　
「
精
神
現
象
学
」
の
場
合

　
　
に
は
、
「
感
覚
的
な
る
も
の
」
の
役
割
は
「
生
」
に
移
っ
て
お
り
、
そ
の
生
と
主
人
公
な
る
膚
己
意
識
と
の
関
係
は
よ
り
豊
か
な
色
合
い

　
　
を
示
し
て
い
る
。
自
己
意
識
の
二
重
化
及
び
彼
ら
の
霞
会
い
は
か
え
っ
て
こ
の
生
の
お
陰
で
可
龍
に
な
る
。
主
が
生
を
支
配
し
得
る
の
は
、

　
　
た
だ
生
に
対
す
る
彼
の
実
存
的
な
依
存
が
奴
に
移
さ
れ
、
後
者
が
生
に
仕
え
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
〉
。
穴
。
冨
4
①
が
言
う
よ
う

　
　
に
「
人
間
は
単
な
る
生
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
も
な
け
れ
ば
、
全
く
生
よ
り
独
立
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
生
に
於
い
て
、
そ
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
叢
）

　
　
に
よ
っ
て
こ
そ
、
人
閥
は
そ
の
与
え
ら
れ
た
存
在
を
超
越
す
る
」
の
で
あ
る
。

　
　
さ
て
、
次
の
丸
い
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。
戦
い
は
如
何
に
終
わ
る
か
。
そ
の
結
末
は
如
何
に
定
め
ら
れ
る
か
？

　
　
自
己
意
識
は
彼
の
純
な
る
対
自
存
在
を
実
現
し
、
生
に
醸
す
る
彼
の
優
越
性
を
現
わ
し
、
他
人
に
対
す
る
彼
の
全
き
虜
立
性
を
表
明
し

　
　
よ
う
と
す
る
途
端
に
二
重
の
矛
盾
に
陥
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
他
者
と
生
と
を
必
要
と
し

　
　
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
点
で
は
、
斯
か
る
表
現
（
U
鎗
，
。
・
け
亀
§
α
q
）
は
即
ち
他
人
に
向
か
っ
て
お
り
、
他
の

　
点
で
は
、
こ
の
自
己
意
識
が
た
だ
生
の
援
助
に
依
っ
て
の
み
そ
の
私
念
を
肯
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
自
己
意
識
は
生
を
現
実



　
　
的
に
否
定
す
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
生
の
存
続
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
し
も
自
己
意
識
賢
士
が
彼
ら
の
意
図
一
i
即
ち
自
分
の
生
命
も
桐
手
の
生
命
も
破
謁
す
る
こ
と
一
を
飽
く
ま
で
も
実
現
し
た
と
す

　
　
れ
ば
、
斯
か
る
証
明
は
完
成
し
た
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
個
人
の
対
自
存
在
も
止
揚
さ
れ
る
と
共
に
、
隅
時
に
承
認
作
用
に
よ
っ
て
そ

　
　
の
対
自
存
在
に
実
在
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
証
人
も
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
…
1
も
ち
ろ
ん
闘
士
に
と
っ
て
で
は
な
く
、
傍
観
看
た

　
　
ち
に
と
っ
て
一
i
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
実
は
事
柄
は
そ
こ
ま
で
進
ま
な
い
。
凶
露
ど
ま
8
ω
○
℃
冥
①
H
　
に
反
し
て
、
こ
こ
で
は
死
こ
そ
将
来
性
の
な
い
可
能
性
（
袋

　
　
小
路
）
と
し
て
現
わ
れ
、
か
え
っ
て
主
と
奴
と
い
う
関
係
こ
そ
人
間
性
の
実
現
の
為
に
癒
値
の
あ
る
、
そ
し
て
い
わ
ば
進
歩
的
な
可
能
性

　
　
と
し
て
現
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
主
と
奴
と
い
う
関
係
も
闘
士
の
闘
指
し
た
漏
的
の
完
全
な
実
現
で
は
な

　
　
い
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
萌
ら
か
に
す
る
の
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
双
子
の
如
き
決
闘
が
何
物
も
解
決
す
る
に
は
い
た
ら
な
い
、

　
　
期
か
る
事
に
於
い
て
歴
史
が
消
え
去
り
、
　
「
人
為
的
な
転
換
」
を
用
い
な
い
弁
証
法
に
と
っ
て
は
通
路
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
で
は
死
は
理
想
化
さ
れ
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
単
な
る
「
自
然
的
な
否
定
」
、
「
単
な
る
否
定
的
な
る
も
の
、
自
力
で
自
己
を
越
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
i
）

　
　
て
新
な
る
内
容
に
移
行
す
る
こ
と
の
な
い
行
き
詰
り
扁
と
言
わ
れ
て
い
る
。
単
な
る
否
定
性
と
単
な
る
肯
定
性
と
は
同
一
の
も
の
で
、
弁

　
　
証
法
的
運
動
の
な
い
塊
の
麺
き
存
在
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
我
々
は
微
妙
な
疑
問
に
直
面
し
て
く
る
。
闘
士
が
最
後
ま
で
戦
わ
ず
、
ど
ち
ら
か
が
身
を
任
せ
る
の
は
、
何
故
だ
ろ
う
か
。
両

　
　
愚
息
窃
分
の
生
命
も
裂
手
の
生
命
も
破
壊
す
る
よ
う
な
雄
々
し
い
志
を
立
て
て
戦
い
に
飛
び
込
ん
だ
の
に
、
斯
く
散
・
叉
的
な
成
り
行
き
に

　
　
満
足
す
る
の
は
、
何
故
だ
ろ
う
か
p
・

　
　
　
こ
の
問
題
の
解
決
を
我
々
は
特
に
熱
心
に
「
習
作
」
に
於
い
て
探
求
し
た
が
、
こ
れ
ら
が
こ
の
点
で
は
予
想
に
反
し
て
教
え
る
と
こ
ろ

　
　
が
少
な
か
っ
た
ζ
冨
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
開
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
次
の
諸
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
決
闘
は
、
両
闘
士
の

捌
　
腕
力
が
同
一
で
あ
る
場
A
口
、
爾
者
の
死
に
終
わ
り
、
か
え
っ
て
腕
力
の
差
が
あ
る
場
ム
ロ
に
は
甲
が
乙
を
克
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
戦

一　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
境
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
誇
轡
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
」
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
三
九
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@
い
に
於
け
る
力
は
生
の
諸
規
定
に
執
着
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
．
．
ω
遂
8
ヨ
…
．
．
に
於
い
て
は
、
戦
い
と
は
直
接
に
は
関
係
の

　
　
な
い
命
題
で
は
あ
る
が
、
現
実
に
於
い
て
「
生
の
力
」
が
元
来
不
平
等
で
あ
る
、
換
雪
幽
す
れ
ば
爾
個
人
の
内
で
必
ず
ど
ち
ら
か
が
梢
季
よ

　
　
り
諸
規
定
に
執
着
し
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

　
　
　
そ
の
よ
う
な
命
題
の
中
よ
り
「
精
神
現
象
学
」
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
い
に
負
け
る
者
は

　
　
諸
規
定
に
対
し
て
自
由
自
立
で
な
く
、
規
定
の
全
体
た
る
生
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
者
に
き
ま
っ
て
い
る
。
生
に
対
す
る
愛
着
と
隷
属
と
の

　
　
結
合
と
い
う
こ
の
思
想
は
当
然
の
も
の
で
あ
り
、
へ
…
ゲ
ル
は
そ
れ
を
た
と
え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
に
読
み
取
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
た
と
え
ば
「
ヒ
ペ
リ
オ
ン
」
に
於
い
て
、
ト
ル
コ
人
に
乱
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
放
戦
争
に
出
か
け
よ
う
と
思
う
ヒ
ペ
リ
オ
ン
は
恋
人
に

　
　
行
か
な
い
よ
う
に
嘆
願
さ
れ
る
と
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
　
「
そ
れ
は
残
酷
で
す
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
マ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
わ
た
し
の
心
を
え

　
　
ぐ
り
、
わ
た
し
自
身
の
死
の
恐
怖
と
わ
た
し
の
生
の
愛
着
に
訴
え
て
、
わ
た
し
を
引
き
と
め
よ
う
と
な
さ
る
の
は
。
し
か
し
、
け
っ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
け
っ
し
て
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
奴
隷
の
仕
事
は
人
間
の
魂
を
殺
し
ま
す
が
、
正
義
の
戦
い
は
そ
れ
を
生
か
し
ま
す
」
と
。

　
　
　
け
れ
ど
も
、
聞
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
弁
証
法
に
於
い
て
我
々
に
次
の
こ
と
を
予
見
さ
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

　
　
一
に
、
闘
士
の
ど
ち
ら
か
が
、
生
を
越
え
る
対
自
存
在
と
し
て
承
認
さ
れ
る
よ
り
も
、
生
の
方
を
好
ん
で
取
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
。

　
　
第
二
に
、
こ
う
決
心
す
る
考
は
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
。

　
　
　
後
の
問
題
へ
の
答
え
は
与
え
や
す
い
と
思
う
。
そ
れ
は
問
い
そ
の
も
の
が
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
弁
証
法
の
発
展
か
ら
言
え
ば
、

　
　
闘
士
の
ど
ち
ら
か
を
励
に
指
摘
し
た
り
名
前
で
呼
ん
だ
り
す
る
可
能
性
は
ま
だ
到
底
成
立
し
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

　
　
ら
彼
ら
が
各
々
「
誰
」
で
あ
る
か
を
ま
だ
示
さ
ず
、
互
い
に
あ
ら
ゆ
る
点
で
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
ま
だ
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
（
名
前
を

　
　
付
け
ら
れ
て
い
な
い
）
双
生
児
と
し
て
我
々
に
境
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
痴
者
の
方
は
か
え
っ
て
解
決
し
に
く
く
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
こ
れ
を
あ
ま
り
詳
解
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦

　
　
い
の
こ
の
成
り
行
き
こ
そ
弁
証
法
の
一
般
的
進
展
と
も
、
ま
た
イ
エ
ナ
時
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
般
的
考
え
方
と
も
全
く
調
和
し
て
い
る
と



　
　
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
こ
の
弁
証
法
の
進
展
を
新
た
に
見
る
に
、
そ
こ
で
は
一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
か
。
本
来
た
だ
一
つ
で
あ
っ
た

　
　
意
識
は
分
か
れ
て
二
重
に
な
っ
た
。
両
極
が
互
い
に
圃
一
で
な
い
こ
と
に
、
我
々
哲
学
潜
の
み
な
ら
ず
、
両
極
自
身
さ
え
も
初
め
て
の
毘

　
　
会
い
か
ら
、
た
だ
ち
に
気
が
付
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
た
弁
証
法
は
単
独
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
　
自
己
意
識
が
結
合
し
が
た
い
二
重
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
自
己
意
識
は
自
己
意
識
と
し
て
自
我
を
そ
の
対
象
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
と
同
時
に
、
意
識
と
し
て
は
自
立
早
生
と
い
う
対
象
を
も
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
意
識
は
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
自

　
　
己
満
足
で
あ
る
が
同
時
に
欲
望
で
あ
り
、
単
な
る
紺
自
存
在
で
あ
る
が
同
蒔
に
実
存
と
し
て
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
言
で
雪
q
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
一
つ
の
こ
の
自
己
意
識
は
両
極
を
膚
し
、
そ
の
「
両
者
は
不
同
に
し
て
梢
鰐
毒
し
、
宋
だ
統
一
の
中
に
復
帰
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
般
的
な
教
説
に
よ
れ
ば
、
最
低
の
分
離
紺
立
を
経
て
、
初
め
て
最
高
の
統
二
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

　
　
て
こ
こ
で
は
、
自
己
意
識
が
自
分
と
の
最
高
の
統
コ
を
閉
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
意
識
の
二
重
化
と
戦
い
と
が
必
要
と
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
意
識
が
自
己
と
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
立
す
る
要
素
が
統
一
す
る
こ
と
を

　
　
意
味
す
る
。
艶
己
意
識
の
二
重
化
と
は
、
二
つ
の
自
己
意
識
と
な
り
、
こ
の
両
方
と
も
が
全
体
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
両
潜
は
そ
れ
ぞ

　
　
れ
そ
の
全
体
の
一
極
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
何
故
な
ら
ば
各
々
は
全
体
の
相
対
立
す
る
極
で
あ
る
要
素
の
ど
ち
ら
か
が
具
現

　
　
し
、
独
立
し
た
も
の
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
従
っ
て
両
者
は
意
識
の
相
鰐
立
せ
る
二
つ
の
形
態
と
し
て
存
在
す
る
。
一
方
の
形
態
は

　
　
自
分
だ
け
で
の
存
在
を
本
質
と
す
る
自
立
的
意
識
で
あ
り
、
他
方
の
形
態
は
生
塗
は
他
者
に
紺
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
を
本
質
と
す
る
葬
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
立
的
意
識
で
あ
る
。
即
ち
前
考
は
主
鵠
①
霞
で
あ
り
後
春
は
奴
凶
器
。
霞
で
あ
る
」

　
　
　
こ
の
よ
う
に
本
来
の
主
体
が
別
々
の
限
定
を
有
す
る
二
つ
の
極
に
分
か
れ
て
二
重
に
な
る
こ
と
は
、
す
で
に
犀
⇔
湯
立
邑
○
膿
。
嘗
冨
目
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
於
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
主
体
は
調
和
し
な
い
「
意
志
」
と
「
知
性
」
と
の
二
重
性
を
含
ん
で
お
り
、
そ
こ
で
意
志
が

　
　
優
位
に
立
つ
男
性
と
、
そ
こ
で
知
性
が
優
位
に
立
つ
女
性
と
に
分
か
れ
て
い
た
。
　
「
イ
エ
ナ
時
代
の
論
理
学
」
に
於
い
て
も
又
同
様
の
弁

鵬
証
法
が
見
出
さ
れ
。
。
即
ち
そ
．
．
で
は
主
芝
葺
我
に
よ
．
て
外
窄
限
定
さ
れ
て
い
。
．
三
と
「
外
蒼
よ
っ
舌
我
が
限
定
さ

一　
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
蔚
の
諸
憲
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
し
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
四
一
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@
れ
て
い
る
こ
と
」
と
言
う
両
極
を
含
ん
で
い
る
。
「
し
か
し
今
や
こ
の
両
者
、
つ
ま
り
自
我
が
外
者
の
自
己
同
一
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
と
、

　
　
自
我
が
外
者
の
規
定
性
と
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
我
の
両
側
面
と
し
て
根
分
か
れ
て
行
く
。
そ
し
て
前
者
の
自
由
な
る
自
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔓
2
）

　
　
と
後
者
の
根
源
的
に
規
定
さ
れ
た
自
我
と
は
対
立
の
爾
契
機
を
な
す
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
述
べ
た
二
つ
の
交
織
と
「
精
神
現
象
学
」
の

　
　
そ
れ
と
を
比
べ
る
と
、
深
い
相
違
点
が
あ
る
。
　
「
精
神
現
象
学
」
以
前
の
テ
キ
ス
ト
に
於
い
て
は
、
二
形
態
に
よ
り
出
現
す
る
と
こ
ろ
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
両
極
は
直
接
に
別
々
の
自
然
的
規
定
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
不
完
全
な
「
性
格
」
（
Ω
≦
鑓
峯
費
）

　
　
と
し
て
し
か
互
い
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
こ
に
は
純
粋
な
承
認
は
行
な
わ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
「
精
神
現
象
学
偏

　
　
の
こ
の
落
研
に
於
い
て
は
こ
の
よ
う
な
自
然
的
規
定
は
登
場
し
な
い
。
両
極
が
直
ち
に
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が

　
　
必
然
的
に
互
い
に
他
に
対
し
て
i
即
ち
互
い
の
出
会
い
と
相
互
陶
冶
に
よ
っ
て
一
自
分
自
身
を
他
と
違
っ
た
も
の
に
網
図
に
限
定
す

　
　
る
と
言
え
よ
う
。
爾
者
は
互
い
に
角
い
対
し
て
登
場
す
る
と
き
、
ま
だ
自
己
自
身
を
実
現
し
て
い
な
い
「
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
意
識
の

　
　
（
2
5
）

　
　
概
念
」
で
あ
る
。
両
者
は
各
々
自
分
自
身
を
純
粋
な
対
自
存
在
と
見
な
し
、
他
者
を
生
と
い
う
存
在
の
中
に
埋
没
せ
る
も
の
と
見
な
す
の

　
　
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
そ
の
意
識
の
内
で
自
己
意
識
を
二
つ
の
要
素
に
分
け
る
が
、
こ
の
配
分
は
矛
盾
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
実

　
　
在
的
で
は
な
い
。
実
在
上
の
役
割
配
分
は
相
反
対
す
る
二
つ
の
要
求
の
戦
い
に
於
い
て
初
め
て
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
時
、
両
主
体
は
各
々

　
　
現
実
的
に
自
己
意
識
の
一
面
と
同
一
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
両
者
が
自
分
で
そ
の
役
割
を
採
択
す
る
こ
と
で
あ
る
ζ
冨
わ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
。

　
　
諺
電
滅
。
推
お
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
主
体
岡
士
の
自
由
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
こ
に
は
未
来
の
主
を
あ
ら
か
じ
め
主

　
性
に
規
定
す
る
も
の
も
な
け
れ
ば
、
未
来
の
奴
を
隷
属
性
に
規
定
す
る
も
の
も
な
い
。
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
自
分
自
身
を
主
に
或
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
は
奴
に
な
し
と
げ
る
こ
と
が
撮
来
る
」
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
定
義
上
、
自
由
決
意
と
い
う
も
の
は
演
繹
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

　
強
土
の
ど
ち
ら
か
が
細
細
存
在
よ
り
も
生
の
方
を
選
ぼ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
精
神
現
象
学
」
の
絶
対
的
前
提
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
｝
汽
£
雪
⑳
が
行
な
っ
て
い
る
「
精
神
現
象
学
」
の
前
提
の
分
析
は
非
常
に
蟹
晰
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
或
る
程
度
ヘ
ー
ゲ
ル
弁



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
証
法
の
進
み
方
や
意
図
を
誤
解
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
よ
う
に
思
う
。
多
く
の
解
釈
論
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
厳
密
に
言
え
ば
「
演

　
　
繹
」
と
い
う
用
語
は
へ
…
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
弁
証
法
が
進
む
一
歩
一
歩
に
新
た
な
る
も
の
が
現
わ
れ
干
る
。
こ

　
　
の
新
し
い
も
の
は
以
前
の
も
の
に
帰
さ
れ
得
な
い
と
し
て
も
、
以
前
の
も
の
に
よ
っ
て
抗
し
難
く
呼
び
罎
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
現
わ
れ
出

　
　
た
新
し
い
も
の
は
そ
の
繭
史
か
ら
「
把
握
」
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
含
ん
で
い
た
様
々
な
可
能
性
は
た
だ
そ
の
以
後
の
歴
史
に
於
い
て

　
　
初
め
て
示
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
方
法
は
一
ご
二
の
前
提
要
素
か
ら
演
繹
推
理
に
よ
っ
て
将
来
を
築
こ
う
と
す
る
こ
と

　
　
と
根
本
的
に
違
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
う
は
言
っ
て
も
、
し
か
し
、
次
の
事
実
を
否
定
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
精
神
現
象
学
」
に
於
い
て
二
画
、
す
な
わ
ち
以
前

　
　
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
主
体
が
呼
び
出
さ
れ
る
　
面
と
、
そ
の
主
体
が
膚
巳
自
身
を
規
定
す
る
自
由
を
具

　
　
え
て
い
る
他
面
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
こ
の
歴
史
の
終
わ
り
の
立
場
を
占
め
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
開
ら
か
で
あ
る
の
は
、
主
体
岡
±
が
別
々
に
選
び
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
相

　
　
手
に
服
従
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
我
々
は
今
日
冷
熱
や
歴
史
に
於
い
て
生
き
る
こ
と
は
な
く
、
戦
い
の
こ
の
間
題

　
　
を
研
究
す
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
。
又
我
々
に
と
っ
て
は
各
々
の
主
体
の
選
択
は
把
握
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
は
な
い
。
人
間
的
自

　
　
・
田
と
い
う
も
の
は
結
局
あ
る
状
況
の
下
で
の
自
由
（
ω
陣
｛
口
忌
門
δ
燗
お
讐
①
富
）
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
に
は
必
然
性
を
洞
察
し
、
そ
れ
を

　
　
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ど
の
人
間
的
選
択
で
も
多
少
暖
昧
で
あ
る
と
書
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
ひ
る
が
え
っ
て
、
二
入
の
闘
士
の
最
初
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
す
こ
し
も
選
択
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
彼
ら
に
は
、
真
正

　
　
の
自
由
へ
の
道
が
、
自
分
の
生
命
を
も
他
者
の
生
命
を
も
破
壊
す
る
よ
り
外
に
は
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
対
自
存
在
の

　
　
前
に
は
生
の
価
値
は
全
く
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
未
来
の
主
は
終
始
一
貫
し
て
こ
の
態
度
を
持
ち
続
け
る
。
彼
が
そ
の
自
立
性
を
実
現
す

　
　
る
の
に
、
何
事
も
顧
り
み
ず
何
裏
を
も
犠
牲
に
し
て
、
凡
て
の
規
定
に
対
し
て
自
由
な
も
の
と
し
て
自
分
を
現
わ
す
の
で
あ
っ
て
、
彼
の

85

@
態
度
の
方
こ
そ
は
る
か
に
自
由
な
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
未
来
の
奴
は
本
来
岡
様
な
心
構
え
を
も
っ
て
戦
い
に
は

！一　
　
　
　
　
　
へ
…
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
」
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
四
三
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@
い
り
込
む
の
で
あ
る
が
、
途
中
で
そ
の
心
を
変
え
、
戦
い
を
止
め
、
自
立
性
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
一
見
す
る
と
、
そ
れ
は
人
闘
的
価

　
　
値
に
背
く
態
度
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
態
度
を
主
体
の
一
方
に
負
わ
せ
る
の
は
、
全
く
勝
手
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
、

　
　
そ
れ
に
は
こ
の
自
己
意
識
の
如
何
な
る
「
性
格
」
も
理
由
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
た
だ
自
分
の
ね

　
　
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
へ
と
導
い
て
ゆ
か
ん
が
た
め
の
窮
余
の
一
策
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
全

　
　
く
見
直
違
い
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
意
識
が
経
験
に
よ
っ
て
一
層
賢
明
に
な
り
、
そ
の
下
方
が
事
実
と
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
変

　
　
わ
っ
て
来
る
の
も
、
意
識
の
経
験
過
程
と
し
て
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
戦
い
と
い
う
も
の
は
生
存
に
関
か
わ
る
緊
迫
し
た
人
間
古
経

　
　
験
で
あ
る
と
書
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
こ
の
経
験
に
於
い
て
自
己
意
識
は
生
が
自
分
に
と
っ
て
は
純
な
る
自
己
意
識
と
等
し
く
本
質
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
あ
る
こ
と
を
認
め
る
様
に
な
る
」
。
こ
の
文
章
に
於
い
て
へ
！
ゲ
ル
は
～
般
に
「
自
己
意
識
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
が
こ

　
　
の
教
訓
を
把
握
し
た
よ
う
な
し
る
し
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
悪
く
言
え
ば
、
主
の
力
は
「
愚
鈍
の
力
」
で
あ
り
、
そ
の
岡
胆
さ
は
想

　
　
像
力
の
鈍
さ
の
結
果
で
あ
る
と
畔
織
え
る
。
上
述
の
教
訓
を
把
握
す
る
機
会
は
、
尚
お
死
に
劉
ら
な
い
戦
い
の
途
上
で
も
与
え
ら
れ
て
い
る

　
　
が
、
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
生
命
の
損
失
が
彼
に
と
っ
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
想
像
に
よ
っ
て
自
覚
で
き
る
巻
、
自
覚
的
に
死
に
目

　
　
を
着
け
た
者
に
と
っ
て
の
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
こ
そ
奴
だ
け
が
成
就
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
我
々
は
彼

　
　
の
選
択
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
奴
は
一
皿
の
レ
ン
ズ
豆
と
引
換
え
に
彼
の
長
子
の
特
権
を
売
っ
た
か
の

　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
よ
う
に
見
え
る
。
ひ
と
た
び
生
命
の
危
険
が
迫
る
と
、
彼
は
も
は
や
そ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
強
調
し
て
来
た
対
自
存
在
を
得
る
た
め

　
　
に
今
ま
で
軽
蔑
し
て
来
た
生
命
を
犠
牲
に
す
る
勇
気
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
真
に
そ
の
行
為
は
恥
ず
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
臆
病
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
一
つ
確
か
な
こ
と
は
、
へ
…
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
「
奴
と
い

　
　
う
こ
の
音
旧
識
は
『
こ
の
も
の
』
又
は
『
か
の
も
の
』
に
就
い
て
の
危
担
ハ
の
念
、
こ
の
瞬
間
又
は
か
の
瞬
間
に
対
す
る
危
惧
の
念
を
懐
い
た

　
　
蹴
り
で
は
な
く
、
霞
分
の
生
存
全
体
に
就
い
て
の
危
惧
の
念
を
懐
い
た
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
『
奴
』
の
意
識
は
死
の
畏
怖
を
、
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ρ
0
）

　
　
的
な
主
の
畏
怖
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
の
畏
怖
そ
の
も
の
は
、
実
状
の
明
晰
な
洞
察
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
、
も
し
我
々
の



ど
ち
ら
か
が
素
早
く
糧
手
に
降
服
し
、
自
己
意
識
に
と
っ
て
必
須
な
生
に
対
す
る
奉
仕
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
、
我
々
二
人
と
も
が
死
に

於
い
て
生
ば
か
り
で
な
く
、
対
自
存
在
ま
で
も
失
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
洞
察
で
あ
る
。

　
戦
い
の
経
験
か
ら
得
た
洞
察
に
よ
っ
て
、
未
来
の
奴
は
真
の
選
択
に
直
面
し
、
そ
し
て
選
択
の
両
面
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
長
短
両
所
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
奴
に
の
み
真
の
「
死
の
経
験
」
が
あ
る
限
り
、
そ
の
選
択
は
一
時
的
に
は
不
自
由
を
選
ぶ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

主
の
選
択
よ
り
も
自
由
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奴
の
選
択
は
憲
の
そ
れ
と
等
し
く
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

凡
て
の
人
間
的
な
事
情
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
自
由
と
必
然
、
叉
洞
察
と
情
熱
と
は
絡
み
含
っ
て
複
雑
な
鯛
を
演
ず
る

の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
態
度
で
も
、
普
遍
性
や
必
然
性
を
締
め
爵
さ
ず
、
従
っ
て
弁
証
法
的
に
把
握
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
斯
か
る
「
把
握
」
は
演
繹
の
構
成
的
な
理
解
と
岡
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
了
）
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ェ
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の
著
作
に
も
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
想
い
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
身
体
が
魂
の
忠
実
な
摸
写
で
あ
る
場
合
、
両
者
は
一
つ
の
直
観
に
於
い
て
合
致

　
し
、
精
神
は
物
体
の
中
に
自
己
自
身
を
失
い
、
両
者
の
区
別
は
出
来
な
く
な
る
。
し
か
し
、
精
神
は
そ
の
所
産
に
於
い
て
た
だ
霞
己
自
身
を
の
み
直

　
観
す
る
、
つ
ま
り
霞
己
を
自
己
の
所
産
か
ら
区
嬉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
如
侮
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
」
し
か
し
、

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
解
決
も
、
へ
…
ゲ
ル
の
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
浅
く
て
抽
象
的
な
も
の
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
が
次
の
命
題
か
ら
も
わ
か
る
。
　
「
精
神

　
が
自
己
自
身
を
客
体
か
ら
解
き
放
す
か
の
行
為
そ
の
も
の
も
、
精
神
の
一
つ
の
自
己
規
定
に
よ
る
と
い
う
以
上
に
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ

　
れ
は
精
神
が
凡
て
の
限
定
さ
れ
た
も
の
を
越
え
る
べ
く
、
自
己
に
与
え
る
飛
躍
で
あ
る
。
精
神
は
自
己
自
身
に
対
し
て
凡
て
の
限
定
き
れ
た
も
の
を

　
破
壊
し
、
そ
し
て
た
だ
こ
の
全
き
積
極
的
な
る
も
の
に
於
い
て
の
み
自
己
自
身
を
臨
観
す
る
の
で
あ
る
。
」
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照
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こ
こ
で
》
．
囚
◎
暫
く
。
は
「
入
間
は
来
生
を
否
定
す
る
偏
と
注
釈
す
る
（
ρ
ρ
”
や

　
密
）
。
　
こ
の
言
い
方
は
一
面
的
で
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
氏
は
「
精
神
現
象
学
」
を
自
己
自
身
に
朗
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
鮭
会
的
歴
史

　
的
人
間
存
在
の
弁
証
法
と
し
て
解
釈
し
、
　
「
精
神
現
象
学
」
が
三
つ
の
「
理
論
的
」
章
か
ら
始
め
、
　
「
宗
教
」
と
「
絶
対
知
」
と
い
う
章
に
終
わ
る

　
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
。
引
用
し
た
文
章
は
こ
の
よ
う
な
一
面
的
な
解
釈
に
於
い
て
し
か
意
味
を
有
し
て
い
な
い
。
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然
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と
よ
ぶ
も
の
は
徐
々
に
自
己
を
顕
わ
し
て
ゆ
く
意
味
の
必
然
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
生
起
す

　
る
事
実
に
於
い
て
は
隠
れ
て
お
り
、
た
だ
終
わ
り
に
顕
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
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。
又
「
遜
当
で
な
い
演
繹
と
い
う
用
語
を
避
け
よ

　
う
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
証
法
は
概
念
的
で
あ
る
と
飯
時
に
、
創
造
的
又
記
述
的
性
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を
有
す
る
か
ら
で
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る
」
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ
れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
死
の
戦
い
し
の
思
想
に
つ
い
て
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’our　1〈novvrledge　about　the　Sautran£ika　philosophy　by　adding　new　information，

clarifying　the　representatiq．　nalism　of　the　Sautrantika　eptstemology，　and　de－

scribing　the　general　strueture　of　the　philosophy．　The　main　sottrce　used　here

for　that　purpose　is　the　Tarkabhasdi・f　Mok鋤arag登pta，　wh・himse玉f　bel・nged

．to　the　Sautrantil〈a　school．

聖he．．Life　a礁d　Bea撫Stでug9至e　i凝H曙e藍，s　Early　Wri奮i蔽98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bLy　」．　aR　Van　Bya．crt

　　In　this　article　we　try　to　compare　the　passage　of　Phenonzenology　of　the

Spirit　on　the　life　and　death　struggle　（and　lts　immediate　outcome：　，，Herr

und　Knecht“）　with　the　treatinents　of　this　same　theme　in　the　earlier　wri－

tings　of　the　Jena　period．

　　In　an　introductory　chapter　it　is　briefly　stated　what　part　the　，，Herr　und

Knecht“　and　，，Kampf“　themes　piayed　in　Hegel’s　manuscrlpts　before　1803．

　　In　the　following　chapters　we　successively　examine　these　themes　as　they

appear　in　System　der　Sittlichkeit，　RealPhilosoPhie　1，　Realphilosophie　IJ．

　　In　our　last　chapter　we　present　a　brief　analysis　of　our　passage　of　the　Ph．e－

nomenologov　itse｝f　（Hoffmeister－edition，　Leipzig，　1949，　pp．　143－146），　in　the

light　of　the　preceding．　This　might　be　a　modest　contribution　to　a　better

understandlng　of　the　very　concise　text　of　Phenomenology，　and　at　the　＄ame

time　throw　some　light　en　the　evolution　of　Hegel’s　fundamental　ideas　（es－

pecially　his　ideal　of　unity）　during　the　Jena　period．

T．b．　e　Standpoint　ef　the　Cartesian　Pkilosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　妙Ak圭ra　Mori

　　The　main　problems　of　the　Cartesian　metaphysics　being　those　of　the　human

mind　and　of　God，　our　chief　concern　here　is　to　examine　laow　the　being　of　the

hunian　mind　in　its　proper　sense　comes　to　be　established　in　his　，，Meditations“．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


