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北海道大学哲学会階学』39号（2003年7月）

《
書
評
》熊

野
純
彦

『
へ
ー
ゲ
ル
ー
〈
他
な
る
も
の
〉
を
め
ぐ
る
思
考
』
（
筑
摩
書
房
）

1
　
は
じ
め
に

高
田
　
純

　
著
者
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
説
書
（
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
入
門
』
筑
摩
書
房
、
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
臨
岩
波
書
店
）
で
知
ら
れ
る
が
、
広
い
分
野
に
わ
た
っ

て
仕
事
を
し
て
き
た
。
近
著
に
は
『
カ
ン
ト
』
（
日
本
放
送
協
会
鳩
版
）
も
あ
る
。
じ
つ
は
そ
の
な
か
で
著
者
が
学
生
時
代
か
ら
持
続
し
て
取

り
組
ん
で
き
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
今
回
の
著
作
は
長
年
の
仕
事
の
集
大
成
で
あ
る
と
い
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
書
は
多
く

の
ば
あ
い
、
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
考
察
や
、
形
成
史
を
追
っ
た
文
献
的
解
釈
で
あ
る
か
、
著
者
の
問
題
意
識
に
従
っ
た
自
由

な
解
釈
で
あ
る
か
で
あ
る
が
、
本
書
の
ス
タ
イ
ル
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
。
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
が
峰
と
し
て
設
け
ら
れ
、
そ
の
ふ
も
と
に
箱

庭
の
よ
う
な
風
景
が
作
ら
れ
る
。
読
者
は
こ
れ
ら
の
峰
を
眺
め
な
が
ら
、
全
体
を
展
望
す
る
楽
し
み
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
へ
…
ゲ
ル
の
特
定
の
時

期
の
テ
キ
ス
ト
（
初
期
、
『
精
神
現
象
学
』
、
後
期
）
が
重
点
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
変
化
や
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発
展
が
な
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
申
心
的
な
論
点
に
つ
い
て
の
記
述
は
比
較
的
簡
潔
で
あ
る
た
め
、
立
入
っ
た
説
明

を
求
め
た
く
な
る
ば
あ
い
も
あ
る
。

　
本
書
は
、
第
【
章
「
生
成
す
る
真
理
」
、
第
二
章
「
歴
史
　
理
性
　
他
者
扁
、
第
三
章
「
他
者
と
い
う
問
題
の
次
元
」
、
補
論
一
「
ヘ
ー
ゲ
ル

反
省
論
の
位
置
」
、
三
論
二
「
差
異
と
い
う
始
原
に
つ
い
て
」
か
ら
な
る
。
本
書
の
副
題
は
「
〈
聖
な
る
も
の
〉
を
め
ぐ
る
思
考
」
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
直
結
す
る
の
は
第
二
章
と
第
三
章
で
あ
る
の
で
、
今
回
の
書
評
は
こ
れ
ら
二
章
を
主
な
対
象
と
す
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
評

者
も
強
い
関
心
を
寄
せ
、
こ
れ
ま
で
評
者
な
り
の
ヘ
ー
ゲ
ル
理
解
を
述
べ
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
問
題
の
布
置
状
態
を
確
認
し
な
が
ら
、
コ
メ

ン
ト
し
た
い
。

目

理
性
の
暴
力
性
を
め
ぐ
っ
て

一90一

1
　
理
性
の
暴
力
性
と
は
な
に
か

　
近
代
的
暫
学
に
お
け
る
理
性
は
現
実
を
改
造
す
る
機
能
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
現
代
に
お
い
て
は
理
性
が
こ
れ
に
反
し
て
暴
力
性

を
も
つ
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
へ
…
ゲ
ル
は
、
あ
る
意
味
で
近
代
的
理
性
を
頂
点
に
高
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
た
め
ま
た

理
性
批
判
の
標
的
と
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
理
性
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
大
き
な
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題

で
あ
る
。
暴
力
は
、
〈
他
な
る
も
の
〉
を
排
除
し
た
り
、
支
配
し
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
理
性
は
全
体
構
造

や
歴
史
過
程
を
統
合
し
、
制
御
す
る
機
能
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
機
能
が
ど
の
点
で
暴
力
性
を
帯
び
る
の
か
論
点
と
な
る
。

　
「
他
者
に
お
い
て
自
分
の
も
と
に
あ
る
こ
と
」
「
他
者
に
お
い
て
自
分
を
認
識
す
る
こ
と
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
が
（
一
〇
頁
、

六
九
頁
）
、
彼
に
あ
っ
て
は
理
性
も
、
さ
ら
に
い
え
ば
理
性
こ
そ
「
他
者
に
お
い
て
自
分
の
も
と
に
あ
る
」
こ
と
を
本
性
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、



自
己
と
他
者
の
あ
い
だ
の
弁
証
法
的
関
係
が
問
題
と
な
る
。
…
方
で
、
自
己
は
他
者
と
は
区
別
さ
れ
、
さ
ら
に
対
立
さ
え
す
る
。
し
か
し
、
他

方
で
、
自
己
は
他
者
な
し
に
は
存
立
で
き
ず
、
他
者
と
不
可
分
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
対
立
（
区
別
）
と
結
合
（
同
一
）
と
の
統
一
（
同
一
姓

と
非
同
一
性
と
の
同
一
性
）
は
危
う
い
。
「
他
者
に
お
い
て
自
分
の
も
と
に
あ
る
」
と
い
う
ば
あ
い
、
「
他
者
に
お
い
て
扁
と
い
う
面
と
、
「
自

分
の
も
と
に
あ
る
嚇
と
い
う
面
と
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
見
解
は
分
か
れ
て
く
る
。
近
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
は
、
理
性
が
そ
の

他
者
の
な
か
に
自
分
を
貫
き
、
こ
れ
を
自
分
に
統
合
す
る
と
い
う
面
を
強
調
し
て
、
そ
の
暴
力
性
を
批
判
す
る
方
陶
に
傾
斜
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
は
ど
う
か
。
第
二
章
の
副
題
は
〈
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
理
性
と
暴
力
」
を
め
ぐ
っ
て
〉
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、

結
論
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
直
接
に
結
論
は
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
注
呈
し
た
い
の
は
、
著
者
が
末
尾
で
、
へ
…
ゲ
ル

哲
学
は
「
〈
異
〉
と
く
重
岡
一
性
〉
と
の
思
考
」
（
二
八
工
頁
）
で
あ
る
と
著
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
が
理
性
に
も

妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
理
性
の
再
評
価
の
新
し
い
方
陶
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2
　
啓
蒙
的
理
性
の
限
界
の
莞
服
は
ど
の
よ
う
に
可
能
か

　
へ
…
ゲ
ル
は
啓
蒙
的
理
性
と
ヘ
ー
ゲ
ル
固
有
の
意
味
で
の
理
性
を
区
甥
す
る
。
啓
蒙
的
理
性
の
限
界
は
、
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
、
他
者
の

な
か
に
自
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
啓
蒙
的
理
性
は
他
者
に
対
す
る
暴
力
へ
と
転
化
し
た
。
そ
れ
は
、
『
精

神
現
象
学
㎞
で
示
さ
れ
る
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
な
か
で
興
体
的
な
形
で
現
れ
た
（
一
二
四
褒
）
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
は
、
啓
蒙
的

理
性
が
暴
力
へ
転
化
す
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
た
（
ア
ド
ル
ノ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
i
脳
啓
蒙
の
弁
証
法
臨
）
が
、
へ
…
ゲ
ル
的
理
性
も
大
局
的

に
は
啓
蒙
的
理
性
の
限
界
を
の
り
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
門
同
一
性
と
非
同
｝
性
と
の
問
一

性
㎏
の
理
解
の
ば
あ
い
に
、
非
同
　
性
の
立
場
を
貫
か
ず
、
非
伺
…
性
を
帰
一
性
に
解
消
し
た
と
批
判
す
る
。
第
二
章
の
鎗
は
「
啓
蒙
の
弁
証

法
駄
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
は
異
な
る
よ
う
に
憶
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
、
啓
蒙
的
理
性
が
な
ぜ
暴
力
性
を
も
つ
の
か
を
あ
ら
た
め
て
問
い
て
み
た
い
。
そ
の
い
っ
か
の
異
な
っ
た
側
面
が
区
甥
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
理
論
的
側
面
、
実
践
的
側
面
、
歴
史
的
側
両
に
大
別
で
き
る
。
啓
蒙
的
理
性
は
へ
…
ゲ
ル
の
一
般
的
な
用
語
で
は
「
悟

性
≦
遠
き
山
」
で
あ
り
、
本
来
の
「
理
性
5
ヨ
§
漆
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
悟
性
の
機
能
は
分
析
、
抽
象
化
に
あ
る
。
悟
性
は
、
連
関
し
た
も

の
を
引
き
離
し
、
具
体
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
を
抽
出
す
る
。
悟
性
は
全
体
的
な
も
の
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
悟
性
は
連
関

や
統
一
を
、
区
別
さ
れ
た
も
の
の
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
認
識
の
次
元
で
も
す
で
に
強
制
や
暴
力
が
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
は
実
践
に
転
化
す
る
と
き
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
悟
性
の
こ
の
よ
う
な
立
場
が
近
代
社
会
（
市
場
経
済
を

基
礎
す
る
市
民
社
会
）
に
お
け
る
分
裂
を
背
景
と
す
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
分
裂
は
暴
力
性
を
含
む
が
、
悟
性
が
こ
の
分
裂
を
解
消
し
よ
う
と

す
る
こ
と
も
ま
た
暴
力
的
に
お
こ
な
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ

で
あ
っ
た
。

　
著
者
は
第
二
章
で
理
性
の
暴
力
に
関
連
し
て
、
「
理
性
の
狡
知
」
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
理
性
の
暴
力
性
の
克
服
の
展
望
と
ど
の
よ
う

に
結
び
つ
く
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
理
性
の
狡
知
は
「
他
者
に
お
い
て
自
分
を
認
識
す
る
扁
こ
と
に

あ
る
と
述
べ
る
が
（
一
〇
一
頁
）
、
そ
の
内
容
に
言
及
し
て
い
な
い
。
著
者
は
理
性
の
狡
知
を
労
働
の
場
面
と
歴
史
の
場
面
に
認
め
る
。
前
者

の
ば
あ
い
は
、
人
間
が
道
具
を
事
物
と
の
あ
い
だ
に
差
し
込
み
、
事
物
に
対
す
る
働
き
か
け
を
道
具
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
は
苦
労

す
る
こ
と
な
く
、
事
物
を
自
分
の
意
志
に
従
っ
て
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
理
性
の
狡
知
が
現
れ
る
。
事
物
は
自
然
の
威
力
（
必
然

性
）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
が
、
労
働
主
体
は
事
物
の
直
接
的
関
係
か
ら
身
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
暴
力
か
ら
身
を
守
る
と
い
う
面
に
著
者

は
注
目
す
る
。
（
九
八
頁
以
下
）
。
し
か
し
、
理
性
の
狡
知
に
は
よ
り
積
極
的
な
機
能
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
対
象
に
対
し
て
外
部
か
ら
暴
力

的
に
働
き
か
け
る
の
で
は
な
く
、
内
在
的
に
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
う
え
で
理
性
の
狡
知
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
対
象
の
潜
在
力
を
引

き
出
し
、
活
性
化
す
る
こ
と
に
あ
り
、
道
具
は
そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。
こ
の
態
度
は
対
象
を
一
方
的
に
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
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熟
知
し
、
そ
れ
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
含
む
。

3
　
歴
史
的
理
性
の
暴
力
は
克
服
可
能
か

　
著
者
は
歴
史
の
場
面
で
は
一
転
し
て
、
理
性
の
狡
知
の
暴
力
性
を
指
摘
と
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
そ
の
ハ
目
的
」
を
幾
多
の

人
閣
や
集
圃
の
犠
牲
を
つ
う
じ
て
実
現
し
て
い
く
。
歴
史
に
お
い
て
は
人
間
や
集
団
の
行
為
の
結
果
は
、
意
図
し
た
も
の
と
異
な
る
ば
あ
い
が

多
く
、
成
功
や
失
敗
は
歴
史
の
運
命
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
歴
史
を
超
人
闘
的
な
も
の
と
み
な
す
も
の
で
、
人
問
不

在
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
強
い
。
歴
史
が
超
人
闘
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
法
則
を
認
識
可
能
と
な
り
、
透

明
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
へ
…
ゲ
ル
の
結
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歴
史
法
則
が
認
識
可
能
に
な
る
か
ど
う
か
は
そ
れ
自
身
歴

史
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
へ
…
ゲ
ル
以
前
に
お
い
て
は
、
歴
史
を
透
明
化
す
る
こ
と
（
廣
松
渉
氏
が
好
む
表
現
で
は
歴
史
の
「
物
象
化
」

の
克
服
）
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
歴
史
に
お
け
る
暴
力
性
の
別
の
意
味
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
の
時
代
が
「
歴
史
の
終
わ
り
扁

に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
た
が
、
そ
の
段
階
で
は
歴
史
の
「
物
象
化
」
の
克
服
が
婿
能
と
な
る
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

著
者
は
、
人
間
が
歴
史
に
所
属
し
、
歴
史
が
自
分
に
と
っ
て
他
者
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
人
聞
が
承
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
る

が
（
二
〇
七
頁
）
、
歴
史
が
物
象
性
を
残
す
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
暴
力
は
除
去
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
歴
史
的
理
性
も
暴
力
性
を
克
服
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
。
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則

他
人
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て

1
　
他
者
の
存
在
論

　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
は
、
他
者
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
段
階
が
あ
る
。
ま
ず
、
万
物
の
実
体
で
あ
る
絶
対
者
に
と
っ
て
の
他
者
が

あ
る
が
、
こ
の
他
者
は
ま
ず
個
物
（
個
別
者
）
で
あ
ろ
う
。
個
物
の
次
元
で
は
、
他
者
は
他
の
個
物
を
意
味
す
る
。
人
間
の
あ
い
だ
で
は
他
者

は
他
の
人
間
（
他
人
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
生
活
に
お
い
て
は
、
「
他
者
の
な
か
で
自
分
を
認
識
す
る
」
と
い
う
相
互
関
係
は
「
相
互

承
認
」
と
い
う
形
を
と
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
実
体
の
個
別
に
た
い
す
る
関
係
、
燗
体
の
他
の
個
体
の
関
係
が
あ
る
。
ま
ず
、
絶
対
者
（
普

遍
的
な
も
の
、
無
限
な
も
の
）
は
側
体
（
有
限
な
も
の
）
を
つ
う
じ
て
現
れ
る
。
絶
対
者
の
有
限
化
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
燗
体
を
絶
対
者
に

解
消
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ス
ピ
ニ
ザ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
実
体
に
は
基
体
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
実
体
論
を
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
と
結
合
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
面
に
つ
い
て
著
者
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
実
体
と
燗
体
の
関
係
と
欄
体
相
互
の
関
係
を
ま
ず
存
在
論
的
に
と
ら
え
て
い
る
（
論
理
学
の
対
象
）
。
著
者
が
人
間
に
お
け
る

相
互
承
認
の
「
論
理
学
的
基
底
」
を
こ
の
他
者
の
存
在
論
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
的
確
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
頂
点
と
す
る
近
代
哲
学
が
「
存

在
忘
却
」
に
陥
っ
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
〈
存
在
す
る
こ
と
〉
そ
の
も
の
を
そ
の
他
者
と

の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
著
者
は
着
目
す
る
（
八
｝
頁
）
。
著
者
が
扱
っ
て
い
る
の
は
個
体
相
互
の
関
係
で
あ
る
。
論
理

学
の
「
有
（
存
在
）
」
論
で
、
あ
る
も
の
は
他
の
も
の
か
ら
独
立
に
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
（
即
自
存
在
）
と
同
時
に
、
他
の
も
の
に
対
し
て

存
在
す
る
（
対
他
存
在
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
著
者
は
着
目
す
る
。
こ
の
箇
所
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在
観
を
示
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
「
有
」
論
は
存
在
の
あ
り
方
を
抽
象
的
に
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
本
来
の
個
体
は
ま
だ
登
場
し
な
い
が
、
す
で
に

こ
の
次
元
で
他
者
関
係
が
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
の
主
張
の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
燗
体
が
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「
イ
デ
ア
」
を
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
体
相
互
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
み
な
す
点
に
あ
る
（
　
四
六
頁
）
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
立
ち
返
っ
て
黒
体
の
嵩
置
を
考
察
す
る
も
の
で
、
哲
学
史
的
に
は
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
「
イ
デ

ア
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
離
れ
て
論
じ
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ば
あ
い
は
「
イ
デ
ア
」
は
「
イ
デ
ー
（
理
念
）
」

と
な
り
、
こ
こ
か
ら
彼
固
有
の
意
味
で
の
「
イ
デ
ア
リ
ス
ム
（
観
念
論
ご
が
生
じ
る
。
個
体
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
「
概
念
」
論
の
理

念
の
部
分
を
扱
う
の
が
最
も
適
切
で
あ
る
。
な
お
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
意
識
し
た
実
体
と
個
体
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
イ
エ
ナ
論
理
学
・
形
而

上
学
翫
（
一
八
〇
四
－
〇
五
年
）
に
興
味
深
い
説
明
が
あ
る
。

2
　
他
奮
の
承
認
は
ど
こ
ま
で
可
能
か

　
第
三
章
で
著
者
が
主
題
と
し
て
い
る
の
は
人
間
世
界
に
お
け
る
相
互
承
認
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
評
者
も
長
年
扱
っ
て
き
た
も
の
で
、
詳

し
く
コ
メ
ン
ト
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
紙
幅
は
少
な
く
な
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
個
人
の
存
立
の
た
め
に
は
、
他
の
盲
人
が
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
、
他
人
に
対
す
る
関
係
は
支
配
の
関
係
で
は
な
く
、
承
認
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
他
者
論
や
相
互
主
観
性
論
の
先
駆
と
な
る
も
の
を
嘱
え
た
と
い
え
る
。
著
者
は
こ
の
点
を
『
精
神
現
象
学
㎞
と
初
期
の
著
作
を
主
な
テ
キ

ス
ト
と
し
て
説
得
的
に
解
説
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の
承
認
論
が
注
匿
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
限
界
を
指
摘
す
る
傾
向
も
強

ま
っ
て
い
る
。
飽
者
は
そ
も
そ
も
簡
単
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
見
は
別
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ば
あ
い
は
、
自
他
の
共
通
薗

（
普
遍
薗
）
が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
自
他
を
区
別
す
る
男
袴
性
そ
の
も
の
が
軽
視
さ
れ
、
さ
ら
に
自
他
の
関
係
が
三
岡
佑
（
人
倫
的
実
体
）
に

解
消
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
も
こ
の
種
に
属
す
る
。
広
い
意
味
で
は
、
近
代
哲
学
に
は
普

遍
主
義
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ば
あ
い
こ
れ
が
共
同
体
（
国
家
）
優
位
の
思
想
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
自
己
に
引
き
つ
け
収

め
ら
れ
な
い
「
他
者
の
他
者
性
」
を
正
面
か
ら
問
う
。
類
似
の
悪
者
論
は
ブ
…
バ
ー
や
マ
ル
セ
ル
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
評
者
の
最
大
の
関
心

一95



の
一
つ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
よ
き
解
説
者
で
も
あ
る
著
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
他
者
論
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
他
者
論
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
に
あ
る
。
単
純
化
す
る
と
、
他
者
の
他
者
性
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
る
の
か
な
い
の
か
に
な
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

な
か
に
「
〈
異
〉
と
く
非
同
一
性
〉
の
思
考
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
が
（
二
八
二
頁
）
、
こ
の
思
考
は
他
人
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
承
認
と
い
う
言
葉
が
も
ち
が
ち
な
「
過
剰
に
調
和
的
な
響
き
」
に
著
者
は
警
戒
し
、
一
方
的
承
認
（
支
配
）
の
挫
折
を
つ
う
じ
て
他
者

の
存
在
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
述
べ
る
が
（
一
七
六
頁
）
、
こ
こ
で
開
か
れ
る
他
者
の
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

3
　
共
同
体
と
歴
史
の
悲
劇
は
不
可
避
か

　
最
後
に
、
歴
史
に
お
け
る
暴
力
と
関
連
す
る
が
、
共
同
性
の
暴
力
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
を
質
し
た
い
。
著
者
は
、
承
認
と
は
最
終
的
に
は
、

「
自
己
が
他
者
と
と
も
に
歴
史
に
内
属
し
て
い
る
こ
と
」
の
承
認
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
（
二
〇
七
頁
）
、
ま
た
、
共
同
体
と
歴
史
に
は
悲
劇

が
つ
き
ま
と
う
と
い
う
（
一
〇
〇
頁
）
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
を
念
頭
に
お
い
て
、
共
同
体
と
歴
史
に
お
け
る
悲
劇

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
構
想
す
る
共
同
体
も
悲
劇
を
と
も
な
う
と
は
考
え
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
は
個

人
の
他
の
下
人
に
対
す
る
、
お
よ
び
共
同
体
に
対
す
る
能
動
性
の
ほ
か
に
受
動
性
（
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
用
語
を
借
り
る
と
、
「
受
苦
性
」
）

を
重
視
し
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
受
動
性
1
1
受
苦
性
を
直
ち
に
悲
劇
性
、
暴
力
性
と
性
格
づ
け
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
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い
ず
れ
の
問
題
に
し
て
も
、
著
者
の
視
点
は
根
本
的
か
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
現
代
に
と
っ
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
意
味
を
鋭
く
問
う

て
い
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
新
し
い
動
向
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
内
在
的
考
察
と
同
時
に
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

化
に
つ
い
て
、
著
者
の
さ
ら
な
る
仕
事
を
期
待
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
二
年
　
二
九
一
頁
＋
，
糊
）


