
〈
正
義
の
批
判
〉 

と
し
て
の
倫
理

一

は
じ
め
に

デ
ィ
ル
タ
イ
の 

﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
﹄ ︵
一
九
〇
一-

〇
六
︶
︵
2
︶と

ノ
ー
ル
に
よ
る 

﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
﹄ ︵
一
九
〇
七
︶
︵
3
︶の

刊
行
以
来
﹁
神
学
的
﹂
な
い
し
﹁
宗
教
的
﹂
と
さ
れ
て
き
た
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
、
近
年
で
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
見
直
し
が

進
ん
で
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
最
初
の
刊
行
物
で
あ
る
﹁
カ
ル
親
書
訳
﹂
や
草
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
﹁
ド
イ
ツ
国
制
論
﹂
を
見
て

も
、
彼
が
そ
も
そ
も
政
治
的
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
し
、
イ
ェ
シ
ュ
ケ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
ェ

ナ
期
に
自
然
哲
学
に
関
す
る
テ
ー
マ
で
学
位
を
得
、
大
量
の
自
然
哲
学
に
関
す
る
草
稿
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
準
備
を
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
︵
一
七
九
七-

一
八
〇
〇
︶
に
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︵

4
︶

。

と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
ン
期
︵
一
七
九
三-

九
六
︶
お
よ
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
執
筆
し
た
、
神
学
的
テ
ー
マ
を
扱
っ
た

草
稿
の
重
要
性
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
カ
ン
ト
以
降
の
哲
学
的
状
況 

― 

そ
し
て
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て

は
同
時
に
彼
が
学
ん
だ
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
に
お
け
る
神
学
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
で
も
あ
っ
た 

― 

と
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の

〈
正
義
の
批
判
〉 

と
し
て
の
倫
理

― 
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ス
論
と
ケ
ア
の
倫
理
の
接
点 

―
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二

対
決
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
草
稿
群
は
、
そ
れ

ま
で
カ
ン
ト
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ス
理
解
が
独
自
の
展
開
を
み
せ
る
重
要
な
草
稿
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ

エ
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
こ
れ
以
降
重
要
と
な
る
カ
ン
ト
批
判
を
敢
行
す
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
﹂
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
単
に
神
学
的
に
し
か
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
を
中
心
と
す
る
コ
ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン
研
究
を
通
じ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
彼
の
友
人
た
ち
と
の
影
響
関
係

が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
中
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
﹁
美
﹂
や
﹁
存
在
﹂
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
論
的

意
義
が
強
調
さ
れ
、
後
の
思
弁
哲
学
へ
の
萌
芽
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
そ
こ
で
明
確

に
意
識
し
て
い
た
射
程
、
つ
ま
り
そ
の
実
践
哲
学
的
、
な
い
し
倫
理
的
意
義
の
内
実
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ス
論
を
解
釈
し
な
が
ら
、
そ
の
内
在
的
な
解
釈
に
は
と
ど
ま

ら
ず
に
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
﹁
倫
理
﹂
を
、
現
代
倫
理
学
な
い
し
規
範
理
論
に
お
け
る
議
論
に
接
続
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ

は
、﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
の
名
の
下
に
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
神
学
的
テ
キ
ス

ト
で
行
っ
て
い
る
カ
ン
ト
批
判
が
、
現
代
に
お
い
て
﹁
ケ
ア
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
﹁
正
義
論
﹂
に
た
い
し
て
行
わ
れ
て
い
る
批
判

と
平
行
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
る︵

5
︶

。

以
下
で
は
、
第
一
に
、
私
が
ケ
ア
の
倫
理
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
か
ら
取
り
出
そ
う
と
す
る
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か

を
、
そ
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
ギ
リ
ガ
ン
の
﹃
も
う
ひ
と
つ
の
声
で
﹄︵G

illigan 1993

︶
に
立
ち
帰
っ
て
提
示
す
る 

︵
1
︶。
私
は

こ
の
倫
理
的
立
場
を
表
す
の
に
﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
で
は
な
く
﹁
関
係
倫
理
﹂
と
い
う
用
語
を
採
用
す
る
。
そ
れ
は
ケ
ア
の
倫
理
が
含
ん

で
い
る
多
様
な
側
面
の
う
ち
の
一
側
面
を
取
り
出
し
て
明
確
化
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
で
私
が
問
題
と
す
る
内
容
を
表
す
の
に
は
そ



〈
正
義
の
批
判
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と
し
て
の
倫
理

三

の
方
が
適
切
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
解
釈
と
そ
の
批
判

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ス
に
仮
託
し
て
批
判
し
よ
う
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
的
立
場
が
、
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
っ
て

批
判
さ
れ
た
正
義
の
立
場
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
第
三
に
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
福
音
書

解
釈
が
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳
性
の
立
場
に
た
い
し
て
、
関
係
倫
理
の
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
第
四
・
五
節
で
は
、
こ

れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
的
道
徳
性
の
立
場
に
あ
っ
た
ベ
ル
ン
期
の
い
わ
ゆ
る
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
と
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
期
の
テ
キ
ス
ト
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
カ
ン
ト
批
判
お
よ
び
、
形
式
的
正
義
論
批
判
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
宗
教
思
想
が
、
カ
ン
ト
批
判
を
通
じ
て
現
代
の
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
関

係
倫
理
的
立
場
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
読
み
取
る

こ
と
の
出
来
る
関
係
倫
理
が
そ
の
後
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
帰
趨
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
か
展
望
を
述
べ
る
こ
と
と

す
る
。

一
　
関
係
倫
理
と
し
て
の
﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂

こ
こ
で
私
は
、
現
代
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
倫
理
学
に
お
い
て
﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
の
文
脈
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
中
心
的
内

容
を
表
す
概
念
と
し
て
﹁
関
係
倫
理
﹂
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
ケ
ア
の
倫
理
を
め
ぐ
る
今
日
の
議
論
に
お
い
て
は
、
極
め
て
多
様
な

内
容
が
こ
の
語
の
下
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
語
が
持
っ
て
い
る
喚
起
力
を
物
語
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
概
念
的
な
整
理

な
し
に
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
私
は
、
以
下
で
見
る
よ
う
に
こ
の
概
念
を
、
最
初
に

提
起
し
た
ギ
リ
ガ
ン
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
ミ
ニ
マ
ム
な
意
味
に
お
い
て
理
解
し
、
こ
れ
を
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
﹁
関
係
倫
理
﹂
と

呼
び
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
は
﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
は
、
特
に
カ
ン
ト
以
降
の
﹁
伝
統
的
﹂
倫
理
学
に
お
け
る
正
義
の
立
場
に
た
い
す
る

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た︵

6
︶

。
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四

﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
が
80
年
代
に
ギ
リ
ガ
ン
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
要
点
は
、
道
徳
的
発
達
に
つ
い
て
議
論
す
る
発
達
心

理
学
の
前
提
と
す
る
道
徳
的
意
識
の
モ
デ
ル
が
、
あ
る
特
定
の
モ
デ
ル
、
し
か
も
現
代
社
会
に
お
い
て
特
に
男
性
が
体
現
し
て
い
る
と

さ
れ
る
道
徳
的
意
識
の
あ
り
方
を
モ
デ
ル
と
し
て
前
提
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
師
で
あ
り
同

時
に
批
判
対
象
で
あ
っ
た
コ
ー
ル
バ
ー
グ
に
よ
る
道
徳
性
の
発
達
の
六
つ
段
階
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

〈
自
己
中
心
的
レ
ベ
ル
〉

第
一
段
階
： 

自
己
中
心
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
。
他
者
の
利
害
を
考
え
た
り
、
そ
れ
が
自
分
の
利
害
と
異
な
る
こ
と
を
理
解
し
た

り
出
来
な
い
。

第
二
段
階
： 

具
体
的
個
人
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
。
自
分
自
身
の
利
害
や
観
点
を
、
権
威
や
他
者
の
利
害
や
観
点
か
ら
区
別
で
き

る
。

〈
慣
習
的
レ
ベ
ル
〉

第
三
段
階
： 

他
の
個
人
と
の
関
係
に
お
け
る
個
人
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
。
個
人
の
利
害
に
優
先
さ
れ
る
共
有
さ
れ
た
感
情
、
同

意
や
期
待
を
理
解
す
る
。

第
四
段
階
： 

社
会
的
観
点
を
人
格
間
の
同
意
や
動
機
か
ら
区
別
し
、
役
割
と
規
則
を
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
の
観
点
を
と
る
こ
と
が

出
来
る
。

〈
原
理
的
レ
ベ
ル
〉

第
五
段
階
： 

社
会
的
愛
着
や
契
約
に
先
立
つ
価
値
や
権
利
を
認
識
す
る
合
理
的
個
人
の
観
点
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
意
、
契

約
、
客
観
的
公
平
性
、
お
よ
び
し
か
る
べ
き
手
続
の
形
式
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
を
統
合
す
る
こ
と
が
出
来
る
。



〈
正
義
の
批
判
〉 

と
し
て
の
倫
理

五

第
六
段
階
：  

社
会
編
成
が
そ
こ
に
由
来
し
、
そ
こ
に
も
と
づ
い
て
い
る
道
徳
的
観
点
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ
と
が
出

来
る
。
道
徳
の
本
性
と
他
の
人
格
を
手
段
と
し
て
で
は
な
く
目
的
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
基
本
的
道
徳
的
前
提
を

認
識
す
る︵

7
︶

。

簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
第
一
・
第
二
段
階
を
な
す
第
一
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
公
正
さ
が
個
人
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
い
て
自
己
中
心

的
に
理
解
さ
れ
、
第
二
レ
ベ
ル
︵
第
三
・
第
四
段
階
︶
で
は
、
そ
れ
が
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
規
範
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
に
た
い
し
て
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
が
最
も
高
く
位
置
づ
け
る
第
三
の
原
理
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
平
等
性 

︵equality

︶ 

と
互
恵
性

︵reciprocity

︶ 

と
い
う
原
理
的
基
準
に
基
づ
い
て
、
公
平
性
を
論
理
的
に
独
立
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う︵

8
︶

。

こ
う
し
た
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
レ
ベ
ル
の
想
定
の
背
景
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る︵

9
︶

。
つ
ま
り
、
そ

こ
で
成
熟
し
た
道
徳
意
識
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
者
や
社
会
に
よ
っ
て
正
し
い
と
さ
れ
る
も
の
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
な

く
、
か
つ
普
遍
化
の
テ
ス
ト
を
自
ら
行
い
、
論
理
的
に
自
律
的
判
断
を
行
う
主
体
な
の
で
あ
る
。

ギ
リ
ガ
ン
は
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
が
開
発
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
ン

ツ
・
ジ
レ
ン
マ
︵
ハ
イ
ン
ツ
と
い
う
男
性
が
、
病
気
の
妻
の
た
め
に
、
高
価
で
手
の
届
か
な
い
薬
を
盗
む
べ
き
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る

と
い
う
想
定
︶
を
提
示
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
子
ど
も
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。﹁
ハ
イ
ン
ツ
は
薬
を
盗
む
べ
き
か
﹂

と
問
わ
れ
た
ジ
ェ
イ
ク
と
い
う
男
の
子
は
、
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
命
は
お
金
よ
り
も
重
た
い
か
ら
、
ハ
イ
ン
ツ
は
薬
を
盗
む
べ
き
だ

と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
や
り
と
り
を
経
た
後
で
、
そ
れ
が
法
律
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
た
ジ
ェ
イ
ク
は
、

﹁
法
律
に
も
間
違
い
は
あ
る
﹂
と
述
べ
る
。
ギ
リ
ガ
ン
が
整
理
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
イ
ク
は
﹁
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
社
会

的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
て
、
人
は
何
が
﹁
な
す
べ
き
正
し
い
こ
と
﹂
で
あ
る
か
を
見
定
め
ら
れ
、
他
者
も
自
分
と
同
じ
よ
う

に
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
考
え
て
お
り
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
尺
度
で
は
第
三
段
階
と
第
四
段
階
の
混
在
し
た
慣
習
的
段
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階
に
あ
る
と
分
類
さ
れ
る
。

そ
れ
に
た
い
し
て
同
じ
質
問
を
向
け
ら
れ
た
女
の
子
エ
イ
ミ
ー
は
、
盗
む
べ
き
で
は
な
い
と
答
え
る
。
彼
女
は
、
ハ
イ
ン
ツ
の
妻
が

死
ぬ
べ
き
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
人
に
お
金
を
借
り
た
り
、
ロ
ー
ン
を
組
ん
だ
り
ほ
か
の
方
法
も
あ
る
と
述
べ
る
。

﹁
な
ぜ
薬
を
盗
む
べ
き
で
は
な
い
の
か
﹂
と
さ
ら
に
聴
か
れ
た
エ
イ
ミ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
。

 

も
し
ハ
イ
ン
ツ
が
薬
を
盗
ん
だ
ら
、
妻
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
し
れ
な

い
け
ど
、
き
っ
と
盗
ん
だ
ら
牢
屋
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
ら
、
妻
は
も
っ
と
病
気
が
悪
く
な
っ

て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
ハ
イ
ン
ツ
は
も
う
薬
を
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
よ
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
本
当
に
た
だ
た
だ
よ
く
話
し
合
っ
て
、
お
金
を
作
る
他
の
方
法
を
見
つ
け
る
べ
き
で
す
。︵G

illigan 1993, 28=

二
〇
二
二
、 

一
〇
四
︶

こ
う
し
た
回
答
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
に
は
、
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
の
論
理
的
な
前
提
を
エ
イ
ミ
ー
が
理
解
し
て
い
な
い
も
の
と
見
な
さ

れ
、﹁
十
一
才
に
な
っ
て
も
な
お
続
く
依
存
性
や
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
﹂
を
示
し
、﹁
浅
は
か
で
認
知
的
に
未
成
熟
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
﹂︵G

illigan 1993, 30=

二
〇
二
二
、
一
〇
八
︶
と
判
断
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
イ
ミ
ー
は
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
尺
度
で
は

ジ
ェ
イ
ク
よ
り
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
評
価
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
存
在
す
る
は
ず
の
様
々
な
関
係
性
を
捨
象
し
て
、
一
般
的
規
則
に
個

別
的
事
例
を
包
摂
さ
せ
る
論
理
的
能
力
が
、
そ
う
し
た
多
様
な
関
係
性
に
つ
い
て
の
考
慮
よ
り
も
道
徳
的
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
見
解

で
あ
る︵

10
︶

。

ギ
リ
ガ
ン
は
、
こ
う
し
た
道
徳
に
つ
い
て
の
見
解
が
、
女
性
を
道
徳
的
に
劣
っ
た
存
在
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
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七

指
摘
す
る
。
彼
女
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
道
徳
性
の
基
準
が
男
性
を
モ
デ
ル
と
し
て
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
よ
り
関
係
性
を

重
視
す
る
女
性
が
よ
り
劣
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る︵

11
︶

。

し
か
し
、
ギ
リ
ガ
ン
が
、
エ
イ
ミ
ー
に
見
出
す
の
は
劣
っ
た
道
徳
能
力
で
は
な
く
、
別
種
の
倫
理
で
あ
る
。
あ
る
い
は
道
徳
と
は
区

別
さ
れ
た
倫
理
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
エ
イ
ミ
ー
は
、
ジ
ェ
イ
ク
の
よ
う
に
﹁
個
人
的
な
事
情
を
省
い
て
、
論
理
と
法
の
体
系
を

通
し
て
同
意
に
い
た
ろ
う
と
考
え
る
﹂
の
で
は
な
く
、﹁
む
し
ろ
個
人
的
な
事
情
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
関
係
性
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
同
意
に
い
た
ろ
う
と
考
え
る
﹂︵G

illigan 1982, 29=

二
〇
二
二
、
一
〇
七
︶。
そ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ク
が
示
す

﹁
正
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂︵G

illigan 1982, 30=

二
〇
二
二
、
一
〇
九
︶
と
は
異
な
っ
た
別
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ
る
。

ギ
リ
ガ
ン
が
、
エ
イ
ミ
ー
が
代
表
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
と
呼
ん
だ
こ
と
に
は
一
定
の
根
拠
が
あ

る
。
ケ
ア
を
す
る 

︵caring

︶ 

と
は
ま
さ
に
、
目
の
前
の
他
者
に
た
い
し
て
そ
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
て
関
係
性
を
作
り
上
げ
て
い
く
行

為
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ケ
ア
ワ
ー
ク
が
、
歴
史
的
に
多
く
の
社
会
で
女
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
ギ
リ
ガ

ン
の
指
摘
す
る
女
性
に
た
い
す
る
不
当
な
道
徳
的
価
値
評
価
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
ジ
ェ

イ
ク
／
エ
イ
ミ
ー
の
事
例
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
ギ
リ
ガ
ン
が
そ
こ
で
そ
も
そ
も
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
自
律
的

で
論
理
的
な
道
徳
能
力
と
は
異
な
る
、
関
係
性
を
重
視
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
道
徳
的
︵
な
い
し
倫
理
的
︶
能
力
で
あ
る
。
こ
う
し
た
倫

理
が
要
請
す
る
態
度
は
ケ
ア
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
ケ
ア
を
よ
り
広
く
定
義
し
て
、
そ
う
し

た
関
係
的
態
度
一
般
を
指
す
も
の
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
そ
う
す
る
こ
と
は
逆
に
ケ
ア
と
い
う
語
が
持
つ
社
会
的
・
物
質
的
文
脈

を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
際
、﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
内
容
は
多
様
で
あ
り︵

12
︶

、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
含
意
を
避
け
る

た
め
、
あ
え
て
ギ
リ
ガ
ン
が
﹁
正
義
﹂
に
た
い
し
て
提
示
し
た
立
場
を
、﹁
関
係
倫
理
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
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二
　﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
﹂
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
と
ユ
ダ
ヤ
教

一
九
〇
七
年
に
ノ
ー
ル
の
編
纂
に
よ
る
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
﹄
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
、
そ
こ
で
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ

の
運
命
﹂
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
一
七
九
七
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
の
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
草
稿
は
、
と
く

に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
発
展
史
に
お
け
る
画
期
を
な
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て 

― 

イ
ェ
ナ
期
の
体
系
草
稿
と
な
ら
ん
で 

― 

注
目
さ
れ
て
き

た︵
13
︶

。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
新
約
聖
書
の
福
音
書
を
中
心
と
し
た
聖
書
解
釈
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、﹁
存
在
﹂
や
﹁
生
命
﹂
と
い
っ

た
存
在
論
的
概
念
を
彫
琢
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
﹂
や
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
と
い
っ
た
、

あ
く
ま
で
宗
教
論
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
た
議
論
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る︵

14
︶

。

し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
立
場
を
修
正
し
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
た
い
す
る
批
判

的
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
福
音
書
に
描
か
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
改
革
者
に
し
て
批
判
者
で
あ
る
イ
エ
ス
の

言
行
の
解
釈
を
通
じ
て
、
カ
ン
ト
道
徳
論
の
批
判
を
行
う
。

こ
の
こ
と
が
奇
妙
に
思
わ
れ
る
の
は
一
七
九
五
年
の
イ
エ
ス
の
生
涯
を
描
い
た
草
稿
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
イ
エ
ス
を

カ
ン
ト
的
道
徳
の
教
師
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
カ
ン
ト
的
道
徳
性
の
立
場
を
擁
護
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ベ
ル
ン
期
に
一
旦

は
カ
ン
ト
主
義
者
と
し
て
描
か
れ
た
イ
エ
ス
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
道
徳
論
の
批
判
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
転
換
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
ベ
ル
ン
時
代
に
書
き
始
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
時
代
に
改
稿

が
続
け
ら
れ
た
諸
断
片
︵G

W
2, Text 43 -49

︶
に
お
け
る
、
旧
約
聖
書
と
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る︵

15
︶

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
の
性
格
は
そ
の
始
祖
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
お
い
て
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
若
い
う
ち
に
祖
国
と
家

族
を
あ
と
に
し
、
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
彼
を
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
始
祖
に
し
た
。
つ
ま
り
、﹁
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
一
民
族
の
始
祖
と
し
た
最

初
の
行
為
は
、
共
生
と
愛
の
絆
を
引
き
裂
い
た
分
離
で
あ
っ
た
﹂
の
で
あ
る
︵G

W
2, Text 48, 35b

︶。
彼
は
自
然
か
ら
も
他
の
人
々
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九

か
ら
も
疎
遠
で
あ
り
、
一
切
の
愛
か
ら
も
、
そ
し
て
一
切
の
関
係
か
ら
も
疎
遠
で
あ
る
。﹁
彼
は
地
上
の
よ
そ
者 ein F

rem
dling

で

あ
っ
た
﹂︵G

W
2, Text 48,38

︶。
そ
う
し
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
も
自
ら
の
息
子
に
つ
い
て
は
愛
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か

し
、
イ
サ
ク
の
燔
祭
の
逸
話
が
示
す
よ
う
に
、
彼
の
息
子
へ
の
愛
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
﹁
愛
す
る
息
子
を
わ
が
手
で
屠
殺
し
よ
う
と

す
る
こ
と
を
許
す
程
度
﹂
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︵G

W
2, Text 48,42

︶
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
の
従
属
者
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
性
格
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
モ
ー
セ
で
あ
っ
た
。
モ
ー
セ
は
出
エ
ジ
プ
ト
を
成
し

遂
げ
た
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
解
放
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
途
上
で
十
戒
を
神
か
ら
授
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
立
法

者
と
も
な
っ
た︵

16
︶

。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
特
徴
付
け
る
矛
盾
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ

民
族
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、﹁
自
ら
自
身
に
法
を
与
え
る
、
受
動
的
な
民
族
﹂
つ
ま
り
は
、
自
律
的
で
あ
り
な
が
ら
、
服
従
す
る
、
自
由

な
ら
ざ
る
民
族
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
歴
史
の
中
で
獲
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
性
格
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
理
解
す
る
カ
ン
ト
道

徳
論
の
性
格
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
に
形
式
的
な
法
を
課
す
自
律
と
は
、
同
時
に
服
従
と
い
う
他
律
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
ら
課
し
た
形
式
的
法
に
従
う
こ
と
に
由
来
す
る
生
の
貧
困
化
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
こ
れ
こ
そ
が
イ
エ
ス
の
登
場
の
背
景
と
な
っ

た
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
置
か
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
イ
エ
ス
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
改
革
者
︵G

W
2, 365

︶
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。

三
　
イ
エ
ス
の
正
義
批
判

も
し
、
い
ま
私
た
ち
が
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
直
接
の
弟
子
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
福
音
書
の
歴
史
的
な
信
ぴ
ょ
う
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
じ
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
後
の
学
派
の
分
裂
は
起
こ
ら
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︵
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
逆
説
的
な
こ
と
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
豊
か
な
議
論
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
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一
〇

い
︶。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
福
音
書
解
釈
は
ベ
ル
ン
期
の
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
か
ら
一
貫
し
て
、
そ
の
超
自
然
的
な
記
述
に
つ
い

て
は
無
効
化
し
、
イ
エ
ス
を
一
貫
し
て
人
間
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る︵

17
︶

。
そ
れ
は
ま
た
、
カ
ン
ト
が
イ
エ
ス
に
見
い

だ
し
た
、
身
体
を
持
っ
た
人
間
で
あ
り
な
が
ら
完
全
性
を
持
つ
人
類
の
模
範︵

18
︶

で
も
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
の
は
、
時

代
の
中
に
お
か
れ
た
︵
確
か
に
天
才
的
な
着
想
を
持
っ
て
は
い
た
が
︶
ひ
と
り
の
道
徳
理
論
家
で
あ
り
、
社
会
改
革
者
で
あ
っ
た
。

ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
﹂
の
主
要
部
を
な
す
、
イ
エ
ス
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
成

立
を
め
ぐ
る
、
一
七
九
九
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
る
大
小
七
つ
の
断
片
の
中
で
、
と
く
に Jesus trat nicht 

lange

で
始
ま
る
断
片
︵G

W
2 Text 54, S.141ff.

︶
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
死
ん
だ
律
法
に
た
い
し
て
イ
エ
ス
が
説
く
生
き
た
道
徳
を
、
カ

ン
ト
的
な
正
義
概
念
に
た
い
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
な
る
原
理
︵
あ
る
い
は
﹁
非
原
理
﹂︶
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
実
定
性
︵Positivität

︶
と
呼
ば
れ
る
性
質
は
、
人
間
の
生
が
浸
透
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
つ
ま
り

後
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
生
か
ら
﹁
疎
外
さ
れ
て entfrem

det

﹂
い
る
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
実

定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
カ
ン
ト
道
徳
論
と
の
等
置
に
は
、
も
ち
ろ
ん
他
律
と
自
律
を
混
同
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
念
が
生
じ
う
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
が
﹃
宗
教
論
﹄
で
示
し
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
こ
そ
が
カ
ン
ト
的
自
律
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
他

律
に
た
い
し
て
対
置
し
た
の
だ
と
い
い
た
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
イ
エ
ス
が
、
道
徳
的
命
令
の
実
定
性
に
、
た
ん
な
る
適
法
性
に
対
抗
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
イ
エ
ス
は
法

的
な
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
拘
束
力
は
全
て
そ
の
普
遍
性
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
の
だ
と
、
し
か
も

そ
れ
は
一
方
で
は
全
て
の
当
為
と
全
て
の
命
令
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
に
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、

他
方
で
は
概
念
︵
普
遍
性
︶
と
し
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
主
観
的
な
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
の
当
為
が
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理
性
の
普
遍
性
の
能
力
の
人
間
的
な
力
の
産
物
と
し
て
、
そ
の
実
定
性
、
他
律
を
失
い
、
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
人
間
の
意
志
の
自

律
に
お
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
示
す
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ひ
と
は
期
待
す
る
か
も
知
れ
な
い
。︵G

W
 2, 151f.

︶

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
道
徳
性
︵M

oralität

︶
と
適
法
性
︵G

esetzm
äßigkeit/L

egalität

︶、
そ
し
て
自
律
と
他
律
と
い
う
カ
ン
ト

的
区
分
に
訴
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
イ
エ
ス
の
説
く
道
徳
が
、
カ
ン
ト
的
道
徳
性
で
あ
り
、
自
律
で
あ
る
と
い
う
こ
の
期

待
は
裏
切
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
カ
ン
ト
の
形
式
的
道
徳
性
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
律
法
に
た
い
す
る
奴
隷
的

服
従
が
内
面
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ツ
ン
グ
ー
ス
族
や
ヴ
ォ
グ
ル
族
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
見
た
ら

未
開
の
宗
教
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト︵

19
︶

に
至
る
ま
で
の
宗
教
に
見
ら
れ
る
他
律
的
人
間
と
、﹁
自
分
の
義
務
命
令
に
従
う

者
と
の
間
に
あ
る
区
別
は
、
前
者
が
自
己
を
奴
隷
化
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
後
者
は
自
由
で
あ
る
と
い
う
区
別
﹂
で
は
な

く
、
た
だ
﹁
前
者
が
主
人
を
自
分
の
外
に
持
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
後
者
は
主
人
を
自
分
の
中
に
持
っ
て
お
り
、
し
か
し
自
分
自
身

の
奴
隷
で
あ
る
と
い
う
区
別
﹂︵G

W
 2, 152
︶
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
批
判
し
て
い
る
の
は
、
外
的
に
で
あ
れ
、
内
的
に
で
あ
れ
普
遍
的
に
妥
当
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る

法
を
個
別
的
事
例
に
当
て
は
め
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
正
義
だ
と
す
る
道
徳
的
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
、
イ
エ
ス
が
説
く
道
徳

は
、
形
式
的
な
普
遍
性
に
た
い
し
て
、
目
の
前
の
他
者
に
た
い
す
る
直
接
的
な
関
係
性
と
、
そ
の
他
者
に
た
い
し
て
個
人
が
抱
く
個
別

的
感
情
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
主
観
的
普
遍
性
も
ま
た
、
実
定
性
を
免
れ
な
い
。

特
殊
な
も
の
、
衝
動
、
傾
向
性
、
情
動
的
愛
、
感
性
、
そ
の
他
何
と
呼
ぼ
う
と
そ
う
し
た
特
殊
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
普
遍
的
な

も
の
は
必
然
的
か
つ
永
遠
に
疎
遠
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
破
壊
し
得
な
い
実
定
性
が
︹
そ
こ
に
︺
残
る
の
で
あ
る
。

︵G
W

 2, 152

︶
︵
20
︶。
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こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
普
遍
的
な
原
則
の
実
定
性
を
批
判
し
、
特
殊
な
感
性
と
感
情
の
側
に
立
つ
の
で
あ
る
。

四
　﹁
山
上
の
垂
訓
﹂
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
道
徳
と
倫
理

こ
の
節
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
イ
エ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
教
批
判
を
、
カ
ン
ト
的
道
徳
性
に
た
い
し
て
関
係
倫
理
を
説

く
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ベ
ル
ン
期
の
い
わ
ゆ
る
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
と
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
期
の
断
片
54
と
で
福
音
書
の
山
上
の
垂
訓
や
他
の
具
体
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
を
比
較
す
る
。

そ
れ
は
、
前
者
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
未
だ
に
イ
エ
ス
を
、
カ
ン
ト
的
道
徳
性
を
説
く
者
と
し
て
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
後
者
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
立
場
か
ら
の
決
別
と
そ
の
批
判
が
よ
り
浮
き
彫
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

断
片
54
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
イ
エ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
的
律
法
に
た
い
す
る
態
度
を
典
型
的
に
示
す
も
の
と
し
て
言
及
す
る
の
は
弟
子
た
ち
が

安
息
日
に
麦
の
穂
を
摘
ん
で
食
べ
た
こ
と
を
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
に
と
が
め
ら
れ
る
く
だ
り
で
あ
る 

︵
マ
タ
イ
12
、1

－

8；

ル
カ
6
、1

－

5
︶。
イ
エ
ス
は
、
ダ
ヴ
ィ
デ
が
聖
別
さ
れ
た
パ
ン
を
食
べ
、
弟
子
た
ち
に
分
け
与
え
た
と
い
う
サ
ム
エ
ル
記 

︵
サ
ム
エ
ル
記
Ｉ
、

21
、1

－

6
︶ 

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
触
れ
な
が
ら
パ
リ
サ
イ
人
た
ち
に
反
論
す
る
。﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
に
お
い
て
も
こ
の
箇
所
が
言
及
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
ダ
ヴ
ィ
デ
の
話
は
安
息
日
と
い
う
律
法
と
人
間
の
尊
重
と
い
う
一
種
の
宗
教
的
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
に
お
い

て
、
人
間
が
安
息
日
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︵G

W
 1, 224

︶。
こ
れ
は
、
ギ
リ
ガ
ン
が

ジ
ェ
イ
ク
に
見
い
だ
し
た
道
徳
に
つ
い
て
の
典
型
的
な
論
理
的
理
解
で
あ
る
。
一
七
九
九
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
も
律
法
に
人
間
を
対
置
す
る

の
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
根
拠
付
け
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
の
置
か
れ
た
状
況
と
イ
エ
ス
の
弟
子

た
ち
が
置
か
れ
た
状
況
の
違
い
を
強
調
す
る
。
前
者
は
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
窮
乏
状
態
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
イ
エ
ス
と
そ
の
弟

子
た
ち
は
﹁
安
息
日
へ
の
畏
敬
の
念
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
な
満
足
を
、
か
れ
ら
が
用
意
さ
れ
た
食
事
を
見
い
だ
す
こ

と
の
出
来
る
場
所
に
着
く
の
に
必
要
な
程
度
の
時
間
、
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
も
出
来
た
は
ず
﹂︵G

W
2, 146

︶
だ
と
い
う
。
ま
た
、
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ダ
ヴ
ィ
ド
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、﹁
祭
司
の
職
務 priesterliche G

eschäfte

﹂
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
律
法
を
侵
す
こ

と
に
は
な
ら
な
い
の
に
た
い
し
て
、
イ
エ
ス
は
あ
え
て
律
法
を
侵
し
た
の
だ
と
ま
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
。

そ
れ
は
、
安
息
日
と
い
う
特
定
の
制
限
さ
れ
た
時
間
や
寺
院
と
い
う
制
限
さ
れ
た
場
所
よ
り
も
、
人
間
の
欲
求
と
い
う
﹁
自
然 N

a-

tur

﹂
が
よ
り
神
聖
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
な
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
こ
と
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
自
然
が
律
法
よ
り
も
よ

り
高
次
な
原
理

0

0

で
あ
る
、
と
い
う
主
張
だ
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
イ
エ
ス
が
、
自
然
や
欲
求
を
︵
極
限

状
態
に
な
く
と
も
︶
肯
定
す
る
の
は
、
律
法
な
い
し
原
則
と
い
う
形
式
的
規
則
自
体
に
批
判
を
加
え
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ

は
、﹁
客
観
的
命
令
の
下
へ
の
奴
隷
的
従
属
に
た
い
す
る
彼 

︹
イ
エ
ス
︺ 

の
完
全
な
軽
蔑
﹂︵G

W
2, 145

︶
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
法
則
と
し
て
の
道
徳
、
普
遍
性
に
た
い
す
る
批
判
は
、
山
上
の
垂
訓
に
つ
い
て
の
解
釈
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
見
て
と
る

こ
と
が
出
来
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、﹁
山
上
の
垂
訓
に
お
い
て
道
徳
性
を
超
え
て
高
ま
っ
た
こ
の
イ
エ
ス

の
精
神
が
、
直
接
的
に
律
法
︹
な
い
し
︵
道
徳
︶
法
則
︺
に
対
抗
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
﹂
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
期

の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は 

― 

き
わ
め
て
重
要
な
箇
所
で
あ
る
が 

―
﹁
律
法 

︹
な
い
し 

︵
道
徳
︶ 

法
則 G

esetz

︺﹂
か
ら

法
的
な
も
の
、
律
法
の
形
式
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
試
み
﹂
で
あ
り
、
こ
の
試
み
は
﹁
律
法
︹
つ
ま
り
道
徳
法
則
︺
に
た
い
す
る
尊

敬
﹂
︵
21
︶で

は
な
く
、﹁
律
法
を
満
た
す
も
の
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
律
法
を
律
法
と
し
て
は
廃
棄
し
、
し
た
が
っ
て
律
法
へ
の
従
属
よ
り

も
高
次
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
律
法
を
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
す
る
﹂︵G

W
 2, 154

︶
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
律
法
を
満
た
し
、
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
律
法
を
廃
棄
す
る
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
は︵

22
︶

、
彼
が
少
し
後
の
箇
所

で
マ
タ
イ
第
5
章
17
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
で
引
く
﹁
プ
レ
ロ
ー
マπ

λήρω
μα

﹂
︵
23
︶と

い
う
語
と
と
も
に
﹁
弁
証
法
的
﹂
な
い
し
﹁
思
弁
的
﹂

思
考
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た︵

24
︶

。
し
た
が
っ
て
、
私
は
右
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
的
道
徳
性
に
た
い
す
る
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ヴ
を
イ
エ
ス
の
宗
教
に
見
出
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
厳
密
に
言
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
正
義
批
判
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︵
そ
れ
は
同
時
に
カ
ン
ト
の
道
徳
論
批
判
で
も
あ
る
︶
に
よ
っ
て
提
示
す
る
の
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
た
ん
な
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
︵
あ

る
い
は
﹁
も
う
ひ
と
つ
の
声 a different voice

﹂︵25
︶

︶
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
前
者
の
内
在
的
批
判
を
通
じ
て
、
そ
の

完
成
と
し
て
よ
り
高
次
な
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
示
さ
れ
る
﹁
正
義G

erechtigkeit

﹂
は
、﹁
義
務
の
正
義 die G

erechtigkeit der P
flichtlinge

﹂
と
は
﹁
別
の
正
義
﹂、

﹁
よ
り
完
全
な
﹂
正
義
な
の
で
あ
っ
て
︵G

W
 2, 157

︶、
裁
く
こ
と
に
よ
っ
て
分
断
す
る
正
義
で
は
な
く
、
形
式
を
満
た
し
、
関
係
性

に
配
慮
す
る
正
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
汝
殺
す
な
か
れ
﹂
と
い
う
律
法
も
、
も
は
や
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
単
に
形
式
的
な
命
令

と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
イ
エ
ス
は
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
よ
う
な
﹁
ど
ん
な
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
と
っ
て
も
妥
当
す
る
も
の
と

し
て
認
識
さ
れ
、
普
遍
的
法
則
の
原
則
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
な
原
則
﹂
に
た
い
し
て
、﹁
よ
り
高
次
な
精ゲ
ニ
ウ
ス神
、︵
愛
の
一
様
態
で
あ

る
︶
和
解Versöhnung

の
精
神
を
対
置
す
る
﹂︵G

W
2, 160

︶
と
い
う
の
で
あ
る
。

﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
に
お
い
て
は
、
福
音
書
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
殺
人
も
、
兄
弟
に
腹
を
立
て
る
の
も
﹁
律
法
の
精
神
に
よ
っ

て
﹂
同
様
に
罰
せ
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︵G

W
1, 216

︶。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
は
、
命
令
︵
命
法
︶

は
、
そ
れ
が
生
命
の
殺
害
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
生
命
を
分
裂
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
命
令
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
命
令
の
か
た
ち
を
取
ら
な
い
と
き
、
つ
ま
り
愛
と
し
て
殺
害
へ
の
意
志
そ
の
も
の
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

イ
エ
ス
が
兄
弟
に
腹
を
立
て
る
こ
と
を
禁
ず
る
の
も 

︵
マ
タ
イ
5

－

22
︶、﹁
和
解
の
前
で
は
怒
り
も
ま
た
犯
罪
﹂ 

で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

﹁
和
解
の
精
神
は
、
自
分
の
中
に
敵
対
的
な
気
持
ち
を
持
た
ず
、
他
者
の
敵
対
心
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
﹂︵G

W
 2, 162

︶
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
に
お
い
て
は
、
山
上
の
垂
訓
は
、
律
法
を
命
令
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
和
解
を
説
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

山
上
の
垂
訓
に
お
け
る
さ
ら
な
る
説
教
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
は
指
摘
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
逐
一
触

れ
る
こ
と
は
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
イ
エ
ス
に
関
係
倫
理
を
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
が
最
も
明
確
に
現
れ



〈
正
義
の
批
判
〉 

と
し
て
の
倫
理

一
五

て
い
る
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
を
め
ぐ
る
物
語
に
つ
い
て
最
後
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
　
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
、
最
後
の
晩
餐
と
関
係
倫
理

四
福
音
書
は
そ
れ
ぞ
れ
、
パ
リ
サ
イ
人
の
家
に
招
か
れ
た
イ
エ
ス
の
も
と
に
現
れ
、
イ
エ
ス
に
祝
福
を
与
え
た
女
性
の
話
を
伝
え
て

い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
ら
を
別
々
の
事
実
を
伝
え
る
も
の
と
見
な
し
て
お
り
、
実
際
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
で
は
、
ル
カ
七
章
36

－

50
の
シ
モ
ン
に
招
か
れ
た
イ
エ
ス
に
香
油
を
塗
っ
た
女
性
の
話
︵G

W
 1, 226

︶
と
ヨ
ハ
ネ
一
二
章 

︵
2

－

8
︶ 

に
お
い
て
﹁
人
々
﹂
に

招
か
れ
た
イ
エ
ス
に
香
油
を
塗
っ
た
マ
リ
ア
の
話
︵G

W
 1, 255

︶
と
を
別
々
に
扱
っ
て
い
る
︵
マ
タ
イ
26
章
、
マ
ル
コ
14
章
3

－

9
に

も
同
様
の
話
は
見
ら
れ
る
︶。
し
か
し
、﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
の
こ
の
記
述
が
ほ
ぼ
聖
書
の
引
き
写
し
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
に
た
い

し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
ら
は
事
実
と
し
て
は
別
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
︵G

W
 2, 219b

︶、
マ
グ
ダ

ラ
の
マ
リ
ア
と
い
う
一
人
の
人
物
の
物
語
と
し
て
語
り
、
律
法
に
た
い
す
る
イ
エ
ス
の
思
想
を
表
現
す
る
出
来
事
と
し
て
再
構
成
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
形
象
と
重
ね
あ
わ
せ
﹁
美
し
き
魂 schöne Seele

﹂
と
呼
ぶ
こ
の
マ
リ
ア
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
時
代
状
況
が
ゆ
え
に
罪
人
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
で
あ
っ
た︵

26
︶

。
こ
の
女
性
は
、
自
ら
の
罪
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

イ
エ
ス
を
招
い
た
﹁
律
儀
な
男
た
ちhonêtes gens

、
美
し
き
魂
の
誤
り
に
た
い
し
て
も
っ
と
も
厳
し
い
者
た
ち
﹂︵G

W
 2, 219b

︶
を

前
に
し
て
尻
込
み
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
マ
リ
ア
は
、
そ
れ
で
も
イ
エ
ス
へ
の
愛
に
導
か
れ
て
イ
エ
ス
の
足
下
に
ひ
れ
伏
し
、
そ

の
足
を
涙
で
濡
ら
し
、
香
油
を
塗
る
。
イ
エ
ス
が
﹁
美
し
き
わ
ざschönes W

erk/ ἒργον καλόν

﹂
︵
27
︶と

呼
ぶ
こ
の
行
為
に
た
い
す
る
、

イ
エ
ス
以
外
の
人
々
の
態
度
、
こ
の
美
し
き
行
為
を
美
し
い
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
二
つ
の
類
型
と

し
て
描
く
。
一
方
は
、
か
た
く
な
な
道
徳
性
の
形
象
化
と
し
て
の
パ
リ
サ
イ
人
シ
モ
ン
で
あ
る
。
こ
の
﹁
き
ま
じ
め
な rechtschaffen

﹂

男
は
、﹁
こ
う
し
て
涙
を
流
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
罪
を
打
ち
消
す
生
命
に
満
ち
た
こ
の
接
吻
﹂、﹁
こ
の
涙
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
和
解
を

飲
み
干
す
愛
の
歓
喜
﹂
の
光
景
を
見
て
も
、
そ
う
し
た
罪
深
い
女
性
が
近
づ
く
の
を
許
し
た
イ
エ
ス
の
﹁
不
手
際 U

ngeschiklich-
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keit

﹂
を
そ
こ
に
見
る
に
す
ぎ
な
い
︵G

W
 2, 220bf.

︶。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ふ
た
つ
目
の
類
型
を
示
す
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
の
態
度

も
、
イ
エ
ス
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
批
判
の
対
象
で
あ
る
。
彼
ら
の
動
機
は
確
か
に
、
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

高
価
な
香
油
を
イ
エ
ス
に
ほ
ど
こ
し
た
マ
リ
ア
に
た
い
す
る
彼
ら
の
批
判
は
、
よ
り
多
く
の
不
幸
な
人
々
を
助
け
た
い
と
い
う
動
機
に

も
と
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、﹁
彼
ら
の
適
切
に
計
算
を
行
う
怜
悧
さ
、
悟
性
と
結
び
つ
い
た
思
い

や
り
の
徳
﹂
も
、
美
し
さ
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
彼
ら
の
﹁
粗
野
さR

ohheit

﹂
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
︵G

W
 2, 221b

︶。

厳
格
な
道
徳
性
で
あ
れ
、
動
機
は
正
し
い
も
の
の
浅
は
か
な
計
算
的
悟
性
で
あ
れ
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、 

目
の
前
で
起

こ
っ
て
い
る
関
係
性
に
た
い
す
る
盲
目
さ
で
あ
る
。

私
た
ち
の
文
脈
に
お
い
て
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
前
者
つ
ま
り
シ
モ
ン
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
述
べ
て
い
る
次
の
こ
と
ば
で
あ

る
。
つ
ま
り
、﹁
シ
モ
ン
に
お
い
て
は
、
た
だ
彼
の
判
断
力
が
表
現
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
﹂︵G

W
 2, 221b

︶
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
を
、
シ
モ
ン
の
判
断
力
の
不
足
を
指
摘
す
る
も
の
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
文
字
通
り
に
そ
こ
で
は
彼
の
判
断

力
が
示
さ
れ
た
の
だ
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
判
断
力
と
は
、
普
遍
的
な
も
の
に
個
別
的
な
も
の
を
包
摂
さ
せ
る
能
力
で
あ
る
。
そ

の
限
り
に
お
い
て
、
マ
リ
ア
を
罪
人
で
あ
る
と
断
じ
、
罪
人
は
こ
の
場
に
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
判
断

力
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
﹁
判
断
力
﹂
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
重
要
な

の
は
判
断
の
正
し
さ
で
は
な
く
、
マ
リ
ア
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
愛
の
表
現
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
二
人
の
関
係
と
を
感
受
す

る
能
力
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
別
の
断
片
︵G

W
2, Text 58, 254ff.

︶
に
お
い
て
ヨ
ハ
ネ
第
三
章
17
に
お
け
る
こ
と
ば
、﹁
神
が
そ
の
子
を
世
に
つ

か
わ
さ
れ
た
の
は
、
世
を
裁
く
た
め
で
は
な
く
、
彼
に
よ
っ
て
世
が
救
わ
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
﹂
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
が
、
ま
さ

に
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
﹁
判
断
﹂
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
﹁
裁
く
と
は
判
断
す
る
こ
とdas R

ichten ist ein 

U
rtheilen

﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
判
断
す
る
と
は
、
何
か
と
何
か
を
等
し
い
も
の
と
し
て
お
く
か
、
あ
る
い
は
不
等
な
も
の
と
し
て
お
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七

く
こ
と
で
あ
り
︵G

W
2, 261b

︶、
そ
の
限
り
で
裁
く
こ
と
は
、
等
し
い
も
の
と
不
等
な
も
の
と
の
分
離
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る︵

28
︶

。

し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
﹁
神
的
な
も
の
の
行
為
で
は
な
い
﹂︵G

W
 2, 261b

︶
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、﹁
神
の

子
は
裁
か
ず
、
分
離
せ
ず
、
切
り
離
さ
ず
、
そ
の
対
立
に
お
い
て
対
立
物
を
維
持
し
な
い
﹂︵G

W
 2, 261f.b

︶
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が

も
た
ら
す
の
は
救
済
で
あ
っ
て
、
裁
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
神
的
な
も

の
の
は
た
ら
き
は
、
立
法
す
る
こ
と
、
法
を
打
ち
立
て
る
こ
と
、
法
の
支
配
を
主
張
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
神
的
な

も
の
に
よ
っ
て
世
界
が
救
済
さ
れ
る
べ
き
﹂︵G

W
 2, 261f.b

︶
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ベ
ル
ン
期
の
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
か
ら
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
へ
の
発
展
が
ま
さ
に
、
こ
う

し
た
判
断
を
め
ぐ
る
イ
エ
ス
理
解
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
﹁
最
後
の
晩
餐
﹂
の
理
解
の
変
化
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ベ
ル
ン
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
が
弟
子
た
ち
の
も
と
を
離
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
弟
子
た
ち
が
す
で
に
イ

エ
ス
な
し
に
、
自
立
か
つ
自
律
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

理
性
が
あ
な
た
た
ち
の
中
に
植
え
た
善
の
種
を
、
私
は
あ
な
た
た
ち
の
中
に
目
覚
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
私
の
教
え
と
私
の
あ
な

た
た
ち
に
た
い
す
る
愛
を
思
え
ば
、
あ
な
た
た
ち
の
中
に
真
理
と
徳
の
こ
う
し
た
精
神
が
ま
っ
す
ぐ
に
保
た
れ
る
だ
ろ
う
。︹
略
︺

あ
な
た
た
ち
は
、
つ
い
に
他
人
に
あ
ん
よ
ひ
もG

ängelband

を
引
い
て
も
ら
わ
ず
と
も
、
自
分
自
身
を
頼
み
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
男
た
ち
と
な
っ
た
の
だ
。︵G

W
1, 266

︶

カ
ン
ト
は
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
に
お
い
て
、
判
断
力
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
実
例
と
い
う
補
助
車 G

ängelw
agen

を
通
し

て
の
み
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
た
︵K

rV
 A

133-134/B
172-173

︶。
︵
29
︶ヘ

ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
﹁
あ
ん
よ
ひ
も G

ängel-

band

﹂
と
い
う
た
と
え
を
用
い
た
と
き
、
こ
の
カ
ン
ト
の
判
断
論
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
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ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ベ
ル
ン
期
の
﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
に
お
い
て
は
、
最
後
の
晩
餐
は
自
律
し
て
道
徳
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
る
男
た
ち
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
こ
の
晩
餐
の
意
味
は
、﹁
誰

か
と
食
べ
る
こ
と
と
飲
む
こ
と
は
、
合
一
の
行
為
で
あ
り
、
感
じ
ら
れ
た
合
一
そ
の
も
の
で
あ
る
﹂︵G

W
 2, 234b

︶
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、﹁
愛
の
食
事M

ahl der L
iebe

﹂︵G
W

 2, 232b

︶、﹁
友
愛
の
行
為ein A

kt der F
reundschaft

﹂︵G
W

 2, 

234f.b

︶
な
の
で
あ
っ
て
、
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
者
た
ち
の
晩
餐
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論

以
上
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
の
神
学
的
テ
キ
ス
ト
の
検
討 

― 

そ
し
て
そ
の
ベ
ル
ン
期
の
立
場
と
の
比
較 

― 

を
通
じ
て
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
到
達
し
た
カ
ン
ト
批
判
の
立
場
が
、
現
代
ケ
ア
の
倫
理
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い

る
関
係
倫
理
の
論
点
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
普
遍
的
な
道
徳
性
、
な
い
し

正
義
の
原
則 

― 

そ
し
て
そ
の
原
則
に
個
別
事
例
を
包
摂
し
判
断
す
る
道
徳
的
判
断
の
立
場 

― 

に
た
い
す
る
根
本
的
な
批
判
で
あ

り
、
個
別
具
体
的
な
他
者
に
た
い
す
る
関
係
性
の
構
築
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
物
語
に
関

し
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
関
係
性
に
は
、
現
代
の
ケ
ア
の
倫
理
が
重
視
す
る
主
体
の
﹁
脆
弱
さ
﹂
に
た
い
す
る
視
点︵

30
︶

も
見
ら

れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
関
係
倫
理
の
立
場
は
現
代
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
正
義
に
た
い
す
る
﹁
も
う
ひ
と
つ
の
声
﹂︵
ギ
リ
ガ
ン
︶
あ
る
い
は
、﹁
正
義
の
他
者
﹂︵
ホ
ネ
ッ
ト
︶
︵
31
︶の

提
示
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
従
来
の
、
そ
し
て
現
代
規
範
理
論
に
お
い
て
依
然
と
し
て
主
流
の
カ
ン
ト
主
義
を
越
え
た
よ
り
高
次
の
段
階
に

そ
れ
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
正
義
の
立
場
は
愛
の
立
場
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
、
補
完
︵
プ
レ
ロ
ー
マ
︶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
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一
九

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
的
道
徳
性
に
た
い
す
る
新
た
な
倫
理
の
可
能
性
を
発
見
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
す
で
に
こ
の
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
期
の
同
じ
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
さ
ら
に
先
を
見
据
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
記
の
﹁
最
後
の
晩
餐
﹂
に
つ
い
て
論
じ

た
テ
キ
ス
ト
55
に
お
い
て
、
愛
と
、
愛
の
実
現
と
し
て
の
最
後
の
晩
餐
の
不
十
分
さ
も
ま
た
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
愛
は

ま
だ
宗
教
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
晩
餐
も
、
本
来
的
に
宗
教
的
な
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
愛
に
お
け
る
、
構

想
力
に
よ
っ
て
客
観
化
さ
れ
た
合
一
は
、
宗
教
的
崇
拝
の
対
象
と
な
り
得
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
﹂︵G

W
2, 232b

︶。
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
す
で
に
個
別
的
な
他
者
と
の
関
係
と
し
て
の
愛
は
不
十
分
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た︵

32
︶

。
つ
ま
り
さ
ら
に
﹁
宗
教
的
な
も
の
﹂
が
、
反
省
と
の
愛
と
の
合
一
、﹁
愛
の
プ
レ
ロ
ー
マ
﹂︵G

W
 2, 246b

︶
と
し
て
要

求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
直
後
に
イ
エ
ナ
で
は
す
ぐ
さ
ま
、
こ
の
個
別
性
の
立
場
を
離
れ
、
思

弁
的
な
体
系
の
構
築
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
カ
ン
ト
批
判
の
立
場
は
そ
の
後

一
貫
し
て
維
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
普
遍
性
を
重
視
す
る
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に
よ
っ
て
こ
の
関
係

倫
理
の
立
場
が
否
定
さ
れ
た
と
単
純
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
関
係
倫
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
の
後
の
発
展
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
帰
趨
を
辿
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
詳

細
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
少
な
く
と
も
次
の
ふ
た
つ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
イ
エ
ナ
期
以
降
に
発
展
す
る
承
認
論
の
中
に
、
こ
の
関
係
倫
理
の
立
場
が
取
り
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
承

認
論
は
一
方
で
、
本
稿
で
指
摘
し
て
き
た
個
別
具
体
的
関
係
性
を
扱
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
イ
エ
ス
の
愛
が
提
示
し
た
よ
う
な
直
接

的
、
個
別
的
な
感
情
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
反
省
を
介
し
た
理
性
的
な
立
場
を
通
じ
て
普
遍
性
と
媒
介
す
る
こ
と
を
目
指
す
議
論
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
関
係
倫
理
に
お
け
る
他
者
へ
の
配
慮
は
、﹁
制
度
化
﹂
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹃
精

神
現
象
学
﹄
の
理
性
章
の
末
尾
で
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
性
批
判
の
文
脈
で
、﹁
隣
人
愛
﹂
が
批
判
さ
れ
、
他
者
の
福
利
の
実
現
が
よ
り
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〇

普
遍
的
な
仕
方
で 

― 

つ
ま
り
国
家
に
よ
っ
て 

― 

実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
︵G

W
 9, 230, 231

︶。
こ

の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
関
係
倫
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
哲
学
に
お
い
て
、
と
く
に
国
家
論
の
中
に
発
展
的
に
解
消
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う︵

33
︶

。

も
ち
ろ
ん
承
認
論
と
制
度
化 

― 

ヘ
ー
ゲ
ル
社
会
哲
学
に
お
い
て
こ
の
ふ
た
つ
は
密
接
に
関
係
し
合
っ
て
い
る 

― 

に
よ
っ
て
、
ケ

ア
の
倫
理
に
お
い
て
関
係
倫
理
と
し
て
提
示
さ
れ
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
、
個
別
具
体
的
な
関
係
へ
の
視
点
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い

る
お
そ
れ
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
詳
細
な
検
討
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
掘
り
下
げ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
言
え
る
の
は
そ
う
し
た
発
展
を
通
じ
て
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
宗
教
そ
の
も
の
が
、
哲
学
に
よ
っ

て
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

略
号

A
A

: K
ant’s G

esam
m

elte Schriften. H
erausgegeben von der K

öniglich-P
reußischen A

kadem
ie der W

issenschaften, 1900ff.

G
W

: G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egels G
esam

m
elte W

erke. In Verbindung m
it der D

eutschen Forschungsgem
einschaft, herausgegeben von der 

R
heinisch-W

estfälischen A
kadem

ie der W
issenschaften, H

am
burg, 1968 ff. 

K
rV: K

ant, Im
m

anuel, K
ritik der reinen Vernunft, H

am
burg 1956 (1781/1787).

・
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
日
本
訳
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
考
に
し
た
。

　
ヘ
ル
マ
ン
・
ノ
ー
ル
編
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
Ｉ
﹄
久
野
昭
・
水
野
建
雄
訳
、
一
九
七
三
年

　
同
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
Ⅱ
﹄
久
野
昭
・
中
埜
肇
訳
、
一
九
七
四
年

　
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
﹄
伴
博
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
七
年

・﹃
旧
約
・
新
約
聖
書
﹄
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。

　﹃
新
改
訳
　
小
型
聖
書
﹄
日
本
聖
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
七
年
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︵
1
︶　
本
稿
は
、
二
〇
二
三
年
二
月
十
六
日
に
イ
ェ
ナ
大
学
で
行
わ
れ
た
、
研
究
会
議R

eligion in und nach der K
lassischen D

eutschen P
hilosophie

に

て
報
告
し
たD

ie relationale E
thik Jesu und K

ritik der G
erechtigkeit in H

egels Frankfurter Schriften

の
報
告
原
稿
を
日
本
語
に
翻
訳
し
、
タ
イ

ト
ル
も
含
め
て
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
研
究
会
議
に
招
待
い
た
だ
い
た
イ
ェ
ナ
大
学
の
岡
崎
龍
氏
と
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
参
加
者

の
み
な
さ
ん
に
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

 

︵
2
︶　D

ilthey 1901 -1906.

 

︵
3
︶　
ノ
ー
ル
編
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
初
期
神
学
論
集
﹄H

egel, 1907.

 

︵
4
︶　Jaeschke 2020. 
さ
ら
に
、
こ
れ
も
イ
ェ
ナ
期
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
経
済
学
と
の
取
り
組
み
も
、
こ
の
時
期
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

で
き
る
︵R

osenkranz 1844, 86; Sayam
a 2004, Teil 1; Jaeschke 2020, x

︶。

 

︵
5
︶　
こ
う
し
た
主
張
は
、
日
本
で
は
と
く
に
に
ケ
ア
の
倫
理
を
支
持
す
る
論
者
た
ち
に
は
意
外
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
倫
理
の
立
場
か
ら
の

ヘ
ー
ゲ
ル
へ
言
及
と
し
て
、
す
で
に
岡
野
︵
二
〇
一
二
、
一
九
八

－

二
〇
九
︶
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
そ
の
際
、
岡
野
は
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
の

﹃
精
神
現
象
学
﹄
解
釈
︵B

enjam
in 1988, 31-34=

一
九
九
六
、
四
六

－

五
三
︶
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
い
る
が
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
に
よ
る
そ
の
批
判
の
要

点
は
、
1
．
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
概
念
が
自
立
し
た
主
体
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
、
2
．
承
認
関
係
を
主
人
に
よ
る
奴
隷
の
支
配
に
行
き
着
く
と
考
え
て
い
る

こ
と
、
の
2
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
に
よ
る
批
判
は
、﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
い
う
特
殊
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
持
っ
た
著
作
の
性
格
を
理
解

し
て
い
な
い
点
で
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、﹃
精
神
現
象
学
﹄
は
﹁
自
然
な
意
識
﹂
が
、
自
ら
の
立
場
の
誤
り
に
気
づ
き
な
が
ら
次
の
意
識
へ

と
進
ん
で
い
く
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
／
岡
野
は
こ
の
意
識
の
経
験
の
順
序
︵
認
識
の
順
序
︶
を
発
生
論
的
順
序
︵
存
在
の
順
序
︶

と
取
り
違
え
て
い
る
。
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
が
も
っ
ぱ
ら
参
照
す
る
自
己
意
識
章
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
構
成
に
則
っ
て
自
己
意
識
の
自
立
性
の
根
拠

0

0

が
、
他

者
へ
の
依
存
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
承
認
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
の
理
解
と
は
全
く
逆
に
他
者
関
係

が
、
自
己
の
自
立
性
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
他
者
依
存
が
自
立
性
を
成
立
さ
せ

る
と
い
う
逆
接
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹁
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
﹂
と
﹁
意
識
に

と
っ
て
﹂
の
記
述
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
お
り
、
と
く
に
﹁
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
﹂﹁
承
認
の
概
念
﹂
と
し
て
現
れ
て
い
る
も
の
は
﹁
自
己

意
識
章
﹂
に
お
い
て
は
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
主
人
と
奴
隷
の
関
係
は
、
意
識
の
展
開
の
こ
の
段
階
に
お
い
て
生

じ
る
、
承
認
の
失
敗
の
帰
結
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
は
上
記
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
承
認
は
主
人
に
よ
る
奴
隷
の
支
配
に
帰
着
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二
四

す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
承
認
の
成
立
は
先
延
ば
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
の
承
認
は
主
人
奴
隷
関
係
を
帰
結
す
る

は
ず
な
ど
な
い
の
で
あ
る
︵
一
般
に
、
精
神
章
の
最
後
の
良
心
章
で
承
認
は
成
立
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
自
己
意
識
章
解
釈
に
つ
い
て
は
、
大

河
内
︵
二
〇
一
六
︶、
良
心
章
解
釈
に
つ
い
て
は
大
河
内
︵
二
〇
〇
六
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︶。

 

　
　
本
稿
が
目
指
す
の
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
観
点
か
ら
こ
う
し
た
﹃
精
神
現
象
学
﹄
の
承
認
論
を
擁
護
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
最
後
に
結
論
で
示
唆

す
る
よ
う
に
、
イ
ェ
ナ
期
以
降
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
本
質
的
な
論
点
で
あ
る
関
係
倫
理
の
立
場
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
自
身
を
ケ
ア
の
倫
理
あ
る
い
は
関
係
倫
理
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
承
認
論
の
発
展
の
出
発
点
に
お
い
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
関
係
倫
理
的
な
着
想
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
﹃
精
神
現
象
学
﹄
や
、
他
の
い
わ
ゆ
る
体
系
期
の
承
認
論
を
理
解
す
る
上
で
も

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

 

︵
6
︶　
ケ
ア
の
倫
理
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
言
及
す
る
ギ
リ
ガ
ン
以
降
大
き
な
理
論
的
発
展
と
複
雑
な
論
争
が
あ
る
が
、
と
う
て
い
本
稿
で
そ
の
全
体
を
踏
ま
え

て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹁
ケ
ア
の
倫
理
﹂
の
現
在
ま
で
の
見
取
り
図
を
与
え
る
も
の
と
し
て
は
、N

orlock 2019, 2.3; Sander-Staudt 2023

︶。

関
係
倫
理
が
ケ
ア
の
倫
理
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
そ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
関
係
倫
理
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
専
売
特

許
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。M

etz/M
iller

は
﹁
関
係
倫
理relational ethics

﹂
と
し
て
、﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ケ
ア
の
伝
統
﹂
と
な
ら
ん
で
﹁
儒
教
的
伝
統
﹂

お
よ
び
﹁
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
﹂
を
扱
っ
て
い
る(M

etz/M
iller 2013)

。

 

︵
7
︶　K

ohlberg 1981. 

ま
た
、H

aberm
as 1983, 139

を
参
考
に
し
た
。

 

︵
8
︶　K

ohlberg 1981, 155, 166-167; G
illigan 1993, 27=

二
〇
二
二
、
一
〇
三
。

 

︵
9
︶　K

ohlberg 1981, 162, 193; K
ohlberg, L

evine, H
ew

er 1983, 50; B
enhabib 1991.

 

︵
10
︶　﹁
エ
イ
ミ
ー
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
が
、
道
徳
的
な
論
理
を
用
い
れ
ば
自
己
完
結
で
き
る
問
題
だ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
解
決
策
を
導

く
た
め
の
内
的
構
造
を
理
解
出
来
て
い
な
い
﹂︵G

illigan 1993, 29=

二
〇
二
二
、
一
〇
六
︶。

 

︵
11
︶　G

illigan 1993=

二
〇
二
二
、
第
一
章
。

 

︵
12
︶　
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、care for

とcare about

の
区
別
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
前
者
が
対
面
的
で
具
体
的
な
関
係
を
表
す
の
に
た
い

し
て
、
後
者
は
そ
う
し
た
具
体
的
関
係
を
離
れ
て
、
た
と
え
ば
公
衆
全
体
と
い
っ
た
よ
り
普
遍
的
な
配
慮
を
意
味
し
、
そ
の
限
り
で
正
義
へ
の
動
機
づ
け
と

な
り
得
る
︵N

oddings 2013, xxiii-xxiv

︶。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
﹃
ケ
ア
リ
ン
グ
﹄
の
二
〇
一
三
年
版
で
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
旧
版
の
﹁
倫
理
と
道
徳
教

育
へ
の
女
性
的fem

inine

ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
か
ら
﹁
倫
理
と
道
徳
教
育
へ
の
関
係
的relational

ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
に
変
更
し
こ
の
方
が
適
切
だ
と
し
て
い
る
。



〈
正
義
の
批
判
〉 

と
し
て
の
倫
理

二
五

ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
い
う
言
葉
を
避
け
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
女
が
ケ
ア
の
倫
理
の
本
質
と
し
て
見
出
し
て
い
る
の
が
﹁
関

係
﹂
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︵N

odding 2013, xiii

︶。

 

︵
13
︶　
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
久
保 

一
九
九
三
、Jam

m
e 1983a

。

 

︵
14
︶　
そ
こ
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
﹁
合
一
哲
学
﹂
の
影
響
を
見
る
見
解
が
一
般
的
で
は
あ
る
が
︵H

enrich 1971; Jam
m

e 1983b; 

久
保 

一
九
九
三
︶
こ

こ
で
は
、
同
時
代
の
影
響
関
係 

― 

な
い
し
コ
ン
ス
テ
ラ
チ
オ
ン 

― 

に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。

 

︵
15
︶　
一
七
九
五
年
以
前
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
断
片m

an m
ag die w

idersprechendste B
etrachtungen..

︵﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
実
定
性
初
稿
﹂︶
で
は
す

で
に
、﹁
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
悲
惨
な
状
態D

er traurige Zustand der jüdischen N
ation

﹂
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
民
族
の

﹁
精
神
は
杓
子
定
規
の
掟
の
重
荷
の
下
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
﹂
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
﹁
精
神
に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
、
自
ら
自
分
に
課
し
た
の
で

は
な
い
法
に
た
い
す
る
奴
隷
の
こ
う
し
た
服
従
に
た
い
す
る
依
然
と
し
て
頑
固
な
自
尊
心
で
し
か
な
か
っ
た
﹂︵G

W
 1, 282

︶
と
さ
れ
る
。

 

︵
16
︶　﹁
そ
の 

︵
ユ
ダ
ヤ
人
の
︶ 

民
族
の
解
放
者
は
、
ま
た
そ
の
立
法
者
に
も
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
以
下
の
こ
と
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
つ

ま
り
、
こ
の
民
族
を
ひ
と
つ
の
く
び
き
か
ら
解
放
し
た
者
が
、
こ
の
民
族
に
も
う
ひ
と
つ
別
の
く
び
き
を
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
分
自
身
に
法
を
与
え
る
受
動
的
な
民
族
と
い
う
の
は
、
矛
盾
で
あ
ろ
う
﹂︵G

W
2, Text 48, 46b

︶。

 

︵
17
︶　
聖
書
を
超
自
然
的
な
も
の
を
排
し
て
読
も
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
姿
勢
は
旧
訳
聖
書
に
関
し
て
も
一
貫
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ー
セ
が
長
老
た
ち

と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
説
得
す
る
た
め
に
神
に
与
え
ら
れ
た
奇
跡
を
お
こ
す
能
力
も
︵
出
エ
ジ
プ
ト
4
︶、
後
に
同
じ
こ
と
を
エ
ジ
プ
ト
人
の
奇
術
師
た
ち

が
行
っ
た
と
い
う
記
述
を
受
け
て
︵
同
7

－

22
︶、
た
ん
な
る
人
為
的
な
﹁
わ
ざK

ünste

﹂
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︵G

W
2,45

︶。

 

︵
18
︶　K

ant, D
ie R

eligion innerhalb der G
renzen der Vernunft, A

A
 B

d. V
I, S.63

 

︵
19
︶　
正
確
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
﹁
教
会
と
国
家
を
統
治
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
司
教dem

 K
irche und Staat regierenden europäischen P

rälaten

﹂
と
﹁
清

教
徒P

uritaner

﹂
を
あ
げ
て
い
る
が
︵G

W
 2, 152

︶、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
イ
エ
ス
の
宗
教
と
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
を
区
別
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 

︵
20
︶　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
普
遍
的
な
義
務
命
令
が
持
つ
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
状
況
に
当
て
は
め
ら
れ
た
と
き
に
、
こ
の
義
務
の
形
式
に

た
い
し
て
与
え
ら
れ
た
そ
の
内
容
は
、
具
体
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
普
遍
的
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。

 

︵
21
︶　﹁
道
徳
法
則
に
た
い
す
る
尊
敬
﹂ 

と
い
う
こ
と
ば
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
の
道
徳
論
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
︵A

A
 IV

 400f; V,78

︶。

 

︵
22
︶　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
確
か
に
、﹁
イ
エ
ス
の
生
涯
﹂
で
も
聖
書
の
こ
の
箇
所
を
引
き
、
ほ
ぼ
マ
タ
イ
第
5
章
17
を
翻
訳
す
る
形
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
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が
、
そ
れ
以
上
の
思
想
的
深
ま
り
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。﹁
私
が
、
律
法
が
通
用
し
な
い
こ
と
を
説
く
た
め
に
、
律
法
へ
の
拘
束
を
廃
す
る
た
め
に
、
や
っ

て
き
た
な
ど
と
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
私
は
律
法
を
完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
の
だ
﹂(G

W
 1, 216b)

。 

こ
の
﹁
完
全
な
も

の
に
す
るvollständig m

achen

﹂
が
﹁
律
法
の
欠
如
を
満
た
すA

usfüllung des m
angelhaften der G

esetze

﹂ (G
W

 2, 157b)

、﹁
律
法
の
補
完E

rgän-

zung des G
esezes

﹂(G
W

2, 163b)

な
い
し
は
﹁
可
能
性
の
代
補com

plem
ent der M

öglichkeit

﹂(G
W

2, 158b)

と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
、
聖
書
の
こ
の
箇
所
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
エ
ス
の
宗
教
理
解
に
お
け
る
中
核
的
意
味
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 

︵
23
︶　
た
だ
し
、
文
中
で
は
名
詞
形
で
は
な
く
能
動
態
・
ア
オ
リ
ス
ト
・
不
定
形 π

ληρῶ
σαι

︵
満
た
す
た
め
に
︶。

 

︵
24
︶　
例
え
ば
、H

am
acher 1978; 

久
保 

一
九
九
三
、
二
二
九
。

 

︵
25
︶　G

illigan 1993=

二
〇
二
二
。

 

︵
26
︶　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。﹁
マ
リ
ア
の
民
族
︵
ユ
ダ
ヤ
人
︶
の
こ
の
時
代
は
、
な
る
ほ
ど
美
し
き
心
が
罪
な
く
生
き
る
こ
と
の
︹
で
き
︺
な
か
っ
た
よ
う
な

時
代
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
﹂︵G

W
 2, 223b

︶。
 

︵
27
︶　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
﹁
イ
エ
ス
の
物
語
の
内
で
﹁
美
し
い
も
の
﹂
と
名
指
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
も
の
﹂︵G

W
2, 222b

︶
で
あ
る
。

 

︵
28
︶　
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
判
断U

rteil

が
根
源
的
な
分
割ur-teilen

で
あ
る
と
見
な
す
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
︵H

ölderlin, 1998

︶。

 

︵
29
︶　
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
河
内 

二
〇
一
九
を
参
照
。

 

︵
30
︶　
岡
野 

二
〇
一
二
、
一
七
六

－

一
八
四
。

 

︵
31
︶　H

onneth 2000.

 

︵
32
︶　
久
保 

一
九
九
三
、
二
五
七
。
さ
ら
に
久
保
︵
一
九
九
三
、
二
七
三

－

二
七
四
︶
は
、
ベ
ル
ン
期
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
で
、
晩
餐
と
宗
教
的
行
為
の

関
係
が
反
転
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
、
最
後
の
晩
餐
の
意
味
合
い
が
両
者
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
ベ
ル
ン
期
に
は
カ
ン
ト
の
宗
教
論
に
則
っ
て
、
道
徳
性
が
宗
教
的
行
為
よ
り
も
高
次
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
に
は
、
愛
の

関
係
と
し
て
の
晩
餐
が
、
カ
ン
ト
的
道
徳
性
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
先
に
宗
教
的
な
行
為
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
両
者
の
間
で
宗
教
的
行
為
自
体
の
意
味
合
い
が
変
化
し
た
と
結
論
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

︵
33
︶　
こ
こ
に
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
い
うcare-for

か
らcare-about

へ
の
接
続
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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In diesem Aufsatz möchte ich behaupten, dass Hegel in seinen theologischen 
Texten, die er in seiner Frankfurter Zeit verfasst und später von Herman Nohl 
als „Der Geist des Christentums und sein Schicksal“ herausgegeben wurden, 
die ethische Stellung antizipiert, die heute unter dem Namen „care ethics“ 
diskutiert wird. Dort bietet er seine Interpretation der Evangelien des Neuen 
Testaments dar und versteht damit Jesus als Reformer des rigoristischen 
Judentums, das insbesondere in den Pharisäern verkörpert ist, die fordern, den 
universalen formalen Gesetzen unbedingt zu folgen. Aber Hegel findet in 
diesem Judentum ein Analoges zur Kantischen Moralitätslehre und interpretiert 
die Lehre Jesu als eine alternative Stellung für diese. Diese Kritik der 
Kantischen Moralität weist eine deutliche Parallele zu der gegenwärtigen Kritik 
der Gerechtigkeitsethik durch die „care ethics“  auf.

Dies möchte ich dadurch nachweisen, dass ich zuerst die Stellung der 
gegenwärtigen „care ethics“ aufnehme. Dafür werde ich auf die Schrift einer 
ihrer Begründerinnen, Carol Gilligans Eine andere Stimme (In a Different Voice) 
von 1982 zurückgreifen. Anhand dieser Schrift werde ich zeigen, dass Hegel an 
die „relationale Ethik“ anschließt, welche Gilligan dort dargeboten hat. 
Zweitens möchte ich die Pointe von Hegels Interpretation des Judentums kurz 
zusammenfassen, um damit nachzuweisen, dass das Judentum, das Hegel in der 
Interpretation der Lehre Jesu in den Evangelien kritisiert, mit der Stellung der 
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Gerechtigkeit, die in der „care ethics“ kritisiert wurde, parallel zu führen ist. 
Drittens werde ich die Behauptung aufstellen, dass Hegel die Lehre Jesu als 
eine „relationale Ethik“ darstellt, die ich dann abschließend mit Hegels 
Evangelien-Interpretation eng führe, und zwar viertens in seiner Interpretation 
der Bergpredigt und fünftens in der Geschichte über Maria Magdalena. Mein 
Ziel besteht also insgesamt in dem Nachweis, dass Hegel aus den Lehren und 
Taten Jesu die „relationale Ethik“ herausbildet.


