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悲
し
み

　

哲
学
の
始
ま
り
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
す
る
こ
と
へ
と
私
を
誘
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。

　

プ
ラ
ト
ン
は
驚
き
0

0thaum
azein

が
そ
れ
だ
と
言
い
（
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』155D

）
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も｢

驚
く
こ
と
に
よ
っ

て
人
間
は･･･

哲
学
し
始
め
た｣

（
『
形
而
上
学
』982b12
）
と
言
っ
て
い
る
。
若
者
テ
ア
イ
テ
ト
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
対
話
す
る

な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
、
生
々
流
転
し
常
な
ら
ぬ
、
こ
の｢

生
成｣

の
世
界
の
内
に
、
恒
常
不
変
の｢

存
在｣

を
予

感
さ
せ
ら
れ
、
「
目
の
眩
む
」
よ
う
な
「
驚
き
」
に
と
ら
わ
れ
た
、
と
い
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
驚
き
は
、
わ
れ
わ
れ
が

身
近
な
事
柄
に
不
可
思
議
の
念
を
抱
く
と
き
、
そ
れ
が
人
間
に
、
日
常
の
生
活
の
た
め
の
効
用
を
離
れ
て
、
「
た
だ
ひ
た
す
ら
知

ら
ん
が
た
め
に
」
、
宇
宙
の｢

最
高
善｣

の
探
求
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



二
（
２
）

　

し
か
し
、
は
た
し
て
哲
学
は
驚
き
に
よ
っ
て
始
ま
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
私
を
哲
学
に
導
き
入
れ
た
も
の
は
驚

き
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
悲
し
み

0

0

0

に
沈
め
ら
れ
て
哲
学
を
始
め
た
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
驚
き
と
い
う
感
情
は
、

完
全
な
る
も
の
を
予
感
し
て
、
そ
れ
を
ひ
と
が
渇
望
す
る
と
き
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。｢

存
在｣

や｢

最
高
善｣

、
こ
れ
ら
完

全
な
る
も
の
を
一
者
0

0

と
呼
び
た
い
の
だ
が
、
こ
の
一
者
を
知
ろ
う
と
す
る
純
粋
な
願
望
が
、
驚
き
を
生
む
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

驚
き
ほ
ど
私
に
と
っ
て
無
意
味
な
も
の
は
な
い
。
私
の
ま
わ
り
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
ま
ま
に
在
る
の
で
あ
っ
て
（
「
あ

る
が
ま
ま
」
と
は
完
全
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
私
に
は
い
か
ん
と
も
し
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
、
そ
こ
に
驚
き
の
入
る
余

地
は
な
い
。
驚
き
と
は
、
今
こ
こ
に
在
る
存
在
者
、
存
在
物
に
は
目
を
く
れ
ず
に
、
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
ま
る
で
夢
見
る
よ

う
に
憧
れ
る
態
度
で
あ
っ
て
、
哲
学
す
る
者
自
身
が
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
足
下
の
事
実
を
覆
い
隠
し
て
い
る
。

　

哲
学
は
悲
し
み
か
ら
始
ま
る
。
人
間
と
世
界
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
一
者
を
追
い
求
め

る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
不
完
全
な
場
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
と
き
ひ
と
は
哲
学
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
は
我
が
子
を
亡
く
し
た
人
生
の
悲
哀
か
ら
哲
学
が
始
ま
る
と
言
う
が
、
私
の
言
う
悲
し
み
は
こ
れ
と
は
違
う
。
西
田

の
悲
し
み
は
喪
失
に
す
ぎ
な
い
。
持
っ
て
い
た
も
の
を
失
っ
た
こ
と
に
対
す
る
直
接
的
な
感
情
の
発
露
に
す
ぎ
な
い
。
私
の
悲
し

み
は
喪
失
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
喪
失
し
て
い
た
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
私
が
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
出
た
と
き
、
私
は
何

か
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
き
る
と
は
そ
の
喪
失
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
悲
し
み
を
生
む
。
悲
し
み
の

感
情
は
、
何
か
を
喪
失
し
た
こ
と
に
対
し
て
抱
く
も
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
の
、
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る

悲
し
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
形
而
上
学
的
な
悲
し
み
で
あ
る
。
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三
（
３
）

　

日
本
の
和
歌
や
抒
情
詩
の
多
く
は
悲
し
み
を
歌
っ
て
い
る
。
石
川
啄
木
の
『
一
握
の
砂
』
全
五
五
一
首
の
内
七
六
首
は
こ
の
悲

し
み
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。

　
か
な
し
み
の
つ
よ
く
せ
ま
ら
ぬ

　
さ
び
し
さ
よ

　
わ
が
兒
の
か
ら
だ
冷
え
て
ゆ
け
ど
も

　

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
我
が
子
を
失
っ
た｢

か
な
し
み｣

は
た
だ
ち
に
啄
木
を
打
つ
こ
と
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
我
が
身
を
振
り

返
っ
て
、｢

さ
び
し
さ｣

の
感
情
が
現
れ
る
。
そ
の｢

さ
び
し
さ｣

か
ら
し
て
初
め
て｢

か
な
し
み｣

を
歌
う
こ
と
が
で
き
る
。
啄

木
の
悲
し
み
は
、
西
田
の
よ
う
な
喪
失
の
直
接
的
感
情
で
は
な
い
。
む
し
ろ
た
だ
ち
に
感
情
が
湧
い
て
こ
な
い
こ
と
に
対
す
る
苛

立
ち
の
感
情
で
あ
る
。
感
情
は
反
省
0

0

さ
れ
て
、
喪
失
の
確
認
と
し
て
、
ひ
た
ひ
た
と
悲
し
み
が
啄
木
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
感
情
の
反
省
に
深し
ん
し
ん々

と
迫
っ
て
く
る
も
の
は
、
ひ
と
に
、
物
に
、
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
自
体
に
内
在
し
て
い

る
違
和
0

0

で
あ
る
。
自
分
も
含
め
て
、
物
は
、
ほ
ん
ら
い
居
る
べ
き
場
所
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
い
ら
だ

た
し
さ
、
違
和
の
感
情
は
、
し
か
し
、
自
分
の
せ
い
で
も
対
象
の
せ
い
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
奥
に
在
る
も
の
、
そ
れ

に
よ
っ
て
こ
そ
自
分
や
対
象
が
そ
れ
と
し
て
現
れ
て
く
る
何
も
の
か
の
せ
い
で
あ
る
。
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
違
和

が
悲
し
み
を
生
む
。



四
（
４
）

　
窓
硝
子

　
塵
と
雨
と
に
曇
り
た
る
窓
硝
子
に
も

　
か
な
し
み
は
あ
り

　
か
な
し
く
も

　
夜
明
く
る
ま
で
は
残
り
ゐ
ぬ

　
息
き
れ
し
兒
の
肌
の
ぬ
く
も
り

　

物
で
あ
り
な
が
ら
命
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
窓
硝
子
、
亡
骸
で
あ
り
な
が
ら
ま
だ
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
温
か
な
我
が

子
の
か
ら
だ
、
我
が
子
の
死
そ
の
も
の
に
は
た
だ
ち
に
感
情
が
こ
み
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
自
分
、
人
で
あ
り
な
が
ら
物
の
よ
う
な

自
分
に
、
よ
う
や
く
「
さ
び
し
さ
」
の
感
情
を
抱
き
え
た
啄
木
は
、
我
が
子
の
死
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
真
一
の
生
命
あ
る
か

の
よ
う
な
亡
骸
に
、
そ
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
違
和
に
、
よ
う
や
く
悲
し
み
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
反
省
さ
れ
た
も
の
に
で
は
な
く
、
現
前
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
啄
木
は
悲
し
み
を
歌
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
啄
木
が
、
三
つ
目
に
、
つ
ま
り
感
情
の
反
省
と
存
在
の
違
和
と
に
つ
づ
い
て
、
今
こ
こ
に
在
る
対
象
に
悲
し
み
を
感
じ
え

た
の
は
、
感
覚
の
内
で
唯
一
、
嗅
覚
0

0

を
通
し
て
で
あ
っ
た
。

　
新
し
き
イ
ン
ク
の
に
ほ
ひ
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五
（
５
）

　
栓
抜
け
ば

　
餓
え
た
る
腹
に
沁
む
が
か
な
し
も

　
水
の
ご
と

　
身
體
を
ひ
た
す
か
な
し
み
に

　
葱
の
香
な
ど
の
ま
じ
れ
る
夕
べ

「
に
ほ
い
」
や
「
か
を
り
」
は
身
体
に
沁
み
入
り
、
身
体
を
し
っ
く
り
と
浸
し
て
ゆ
く
。
嗅
覚
は
視
覚
と
違
っ
て
指
向
性
が
最
も

少
な
い
感
覚
で
あ
り
、
身
を
堅
く
し
て
対
象
に
怯
え
る
心
配
は
い
ら
な
い
。
そ
れ
は
身
体
を
浸
し
て
く
れ
る
。
自
分
と
対
象
と
の

あ
い
だ
の
隔
絶
に
い
ら
だ
つ
こ
と
な
く
、
対
象
と
の
一
体
感
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
瞬
間
は
、
自
分
と
対
象
と
の
間
の
違

和
を
消
し
つ
つ
現
わ
れ
て
く
る
何
も
の
か
に
ふ
れ
る
瞬
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
短
い
幸
福
0

0

、
違
和
の
消
さ
れ
る
稀
有
な
感
情
を
も
ま

た
、
啄
木
は
「
か
な
し
み
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

感
情

　

幸
福
は
短み
じ
かい

。
ル
ソ
ー
は
二
十
四
歳
の
夏
の
終
わ
り
か
ら
秋
に
か
け
て
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
夫
人
と
過
ご
し
た
シ
ャ
ル
メ
ッ
ト
で
の
「
短

い
幸し
あ
わ
せ福

」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（
『
告
白
』
第
六
巻
）
。



六
（
６
）

　
　
こ
こ
に
私
の
生
涯
の
短
い
幸
福
の
と
き
が
始
ま
る
。
真
に
生
き
た
と
言
い
う
る
資
格
を
授
け
て
く
れ
た
、
平
和
な
し
か
し
束
の
間
の
時
が
や
っ

て
く
る
。
現
実
に
は
あ
っ
と
い
う
間
に
流
れ
去
っ
た
時
間
よ
、
で
き
る
こ
と
な
ら
私
の
記
憶
の
な
か
で
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
繰
り
返
し
て
お
く
れ
。

だ
が
、
た
だ
味
わ
わ
れ
感
じ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
ど
う
表
現
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
私
は
日
の
出
と
と
も
に
起
き
て
幸
福
だ
っ
た
。

散
歩
を
し
て
幸
福
だ
っ
た
。
マ
マ
ン
を
見
て
幸
福
だ
っ
た
。
そ
ば
を
離
れ
て
幸
福
だ
っ
た
。

　

感
情
は
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
。
感
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
幸
福
は
平
凡
な
あ
り
ふ
れ
た
行
動
の
短
い
リ
フ
レ
イ
ン
で
し
か

表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
短
い
幸
福
」
と
は
重
言
で
あ
る
。
幸
福
は
短
い
。
短
い
か
ら
こ
そ
幸
福
な
の
だ
。
永
い
幸
福
な
ど
、

形
容
矛
盾
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
倦
怠
な
日
常
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

正
義
が
不
正
の
欠
如
態
で
あ
り
、
善
が
悪
の
欠
如
態
で
あ
り
、
平
和
が
戦
争
の
欠
如
態
で
あ
る
よ
う
に
、
幸
福
は
不
幸
の
欠
如
態

で
あ
る
。
逆
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
不
幸
は
幸
福
で
は
な
い
こ
と
だ
、
と
逆
さ
に
考
え
る
こ
と
に
慣
ら
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

正
の
価
値
を
持
つ
も
の
が
ま
ず
実
在
し
て
い
る
と
、
錯
覚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
正
は
理
想
の
観
念
に
す
ぎ
ず
、
負
こ
そ
現
実
で

あ
る
。
私
が
日
常
に
経
験
す
る
の
は
、
悪
で
あ
り
、
不
正
で
あ
り
、
戦
い
で
あ
り
、
不
幸
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幸
福
は
不
幸

が
一
時
的
に
止
ん
だ
こ
と
と
し
て
、
不
幸
の
中
休
み
と
し
て
、
束
の
間
、
経
験
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
し
か
し
、
不

幸
が
消
え
る
な
ら
ば
、
幸
福
も
ま
た
消
え
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
日
常
は
不
幸
で
あ
り
、
不
幸
が
私
を
作
っ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、

不
幸
が
な
く
な
れ
ば
、
私
は
私
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
一
個
の
石
と
化
し
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
幸
福
は
私
と
い
う

も
の
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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（
７
）

　

感
情
0

0

は
一
般
に
、
私
が
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
私
の
理
性
を
攪
乱
さ
せ
る
、
身
体
の
な
す
反
応
で
あ
る
と

し
て
、
哲
学
に
お
い
て
は
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
感
情
は
、
理
性
の
よ
う
に
物
事
を
分
析
す
る
能
力
を

持
っ
て
お
ら
ず
、
普
遍
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
、
感
情
の
優
れ
た
能
力
を
見
出
し
う
る

の
で
あ
る
。
感
情
は
世
界
を
細
分
せ
ず
に
そ
の
全
体
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
理
性
は
抽
象
的
な
普
遍
を
、
観
念

を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
の
物
、
こ
の
人
を
、
個
物
0

0

を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
感
情
は
、
普

遍
を
で
は
な
く
、
個
物
を
つ
か
む
能
力
な
の
で
あ
る
。

　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
ひ
と
は
悲
し
い
か
ら
泣
く
の
で
は
な
く
、
泣
く
か
ら
悲
し
い
と
し
て
、
知
覚
と
感
情
と
の
間
に
身
体
を
介
在

さ
せ
て
、
感
情
を
身
体
の
反
応
と
見
な
し
た
（
『
心
理
学
』
第
二
四
章
）
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
感
情
を
端
的
に
身
体
の
受
動
的
な

状
態
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
（
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
義
三
）
。

　　
　

感
情affectus

と
は
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
活
動
を
増
大
し
あ
る
い
は
減
少
し
、
促
進
し
あ
る
い
は
阻
害
す
る
身
体
の
状
態Corporis 

　

affectiones

で
あ
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
真
に
存
在
す
る
も
の
、
そ
れ
を
彼
は
実
体
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
、
自
然
、
こ
の
世
界
全
体
で
あ
る
。
実
体

は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
自
然
の
内
に
存
在
す
る
個
物
は
実
体
で
は
な
く
、
実
体
の
変
化
し
た
一
つ
の
様
相
に
す
ぎ
な
い
。
感
情
は
、

そ
の
様
相
の
受
動
的
な
、
つ
ま
り
身
体
的
な
変
化
の
一
状
態
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
感
情
と
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
欲
望
、

喜
び
、
悲
し
み
の
三
つ
の
基
本
的
状
態
（
「
原
始
感
情
」
）
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
他
の
感
情
と
は
異
な
っ
て
、
「
悲
し
み
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は
人
間
が
よ
り
大
な
る
完
全
性
か
ら
よ
り
小
な
る
完
全
性
へ
移
行
す
る
こ
と
」
（
同
）
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
身
体
の
活
動
を

萎
縮
さ
せ
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
感
情
に
も
ま
し
て
、
悲
し
み
は
人
間
に
と
っ
て
端
的
に
悪
し
き
も
の
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
感
情
は
身
体
の
反
応
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
啄
木
の
歌
を
見
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
嗅
覚
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
悲
し
み
の
感
情
は
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
嗅
覚
は
視
覚
な
ど
と
は
違
っ
て
、
対
象
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
が
最
も

少
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
眼
、
こ
の
身
体
の
一
器
官
は
、
凝
固
し
て
、
物
に
釘
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
に

ほ
い
」
は
、
に
ほ
い
の
方
か
ら
私
に
沁
み
入
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
嗅
覚
は
、
視
覚
と
異
な
っ
て
、
私
の
身
体
と
世
界
と
の
境

界
を
溶
か
す
の
で
あ
る
。

　

特
に
悲
し
み
は
感
情
の
屈
折
と
重
な
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
常
に
反
省
を
と
も
な
っ
て
い
る
感
情
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
の
元
に
な
る
印
象
を
、
「
感
覚
の
印
象
」
と
「
反
省
の
印
象
」
と
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
後
者
の
反
省
の
印

象
が
感
情passion

で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
単
な
る
印
象
で
あ
っ
た
も
の
が
観
念
へ
と
変
形
さ
れ
た
後
に
、
こ
の
観

念
を
原
因
と
し
て
、
そ
の
観
念
を
内
省
0

0

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
新
た
な
印
象
で
あ
る
（
『
人
性
論
』
第
二
巻
）
。
し
た
が
っ

て
、
感
情
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
う
よ
う
に
、
外
部
に
そ
し
て
身
体
に
、
起
源
を
も
つ
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
の
内
部
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
感
情
と
は
私
の
自
己
関
係
を
通
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

啄
木
は
感
情
の
反
省
に
よ
っ
て
悲
し
み
の
感
情
を
得
た
。
悲
し
み
の
う
ち
に
私
が
生
ま
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
私
は
、
デ
カ
ル

ト
の
自
意
識
の
よ
う
に
、
確
固
た
る
私
の
存
在
を
確
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
真
実
は
逆
で
あ
る
。
私
は
、
私
が
何
か
欠
け
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
の
内
に
は
私
自
身
に
も
理
解
で
き
ぬ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
悲
し
み
を
通
し
て
知
る
の
で
あ
る
。
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感
情
に
よ
っ
て
私
は
私
と
な
る
、
そ
れ
は
、
感
情
は
個
物
0

0

を
作
る
力
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
犬
は
感
情
を
持
た
な
い
。
喜
ぶ

こ
と
も
悲
し
む
こ
と
も
し
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら
が
た
だ
普
遍
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
、
感
情
の
世
界
に
は
住
ん
で
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
を
知
る
こ
と
は
犬
で
も
で
き
る
。
自
分
た
ち
と
猫
と
を
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、

彼
ら
は
私
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
貴
方
も
知
ら
な
い
。
散
歩
の
途
中
に
出
会
っ
た
相
手
の
犬
は
、
彼
に
は
、
メ
リ
ー
で
は
な
く
、

犬
一
般
あ
る
い
は
雌
犬
一
般
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
普
遍
は
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
物
は
劣
っ
て
い
る
、
と
い

う
常
識
を
ま
ず
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
遍
は
類
似
の
も
の
を
雑
多
に
一
括
り
に
し
た
だ
け
の
観
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

曖
昧
な
観
念
で
あ
る
。
理
性
は
普
遍
を
知
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
個
物
の
世
界
に
は
届
か
な
い
。
そ
こ
で
、
理
性
の

哲
学
と
と
も
に
、
感
情
の
哲
学
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
感
情
は
理
性
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
理
性
と
は
異
な
っ
た

領
域
に
あ
っ
て
、
こ
の
私0

を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
悲
し
み
の
感
情
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
私
は
、
存
在
の
違
和
を
、
私
に
は
何
か
欠
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
、

知
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

生
誕

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
の
本
質
が
「
死
に
向
か
う
存
在
」
（
『
有
と
時
』
第
一
部
第
二
編
第
一
章
）
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
人

間
は
、
そ
の
こ
と
を
了
解
す
る
と
き
、
自
分
が
意
味
の
見
出
せ
な
い
世
界
に
い
る
、
そ
の
よ
う
な
不
安
に
お
そ
わ
れ
る
、
と
言
う
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の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
常
套
的
な
哲
学
で
あ
る
。
私
に
は
、
哲
学
が
死
に
つ
い
て
の
省
察
か
ら
始
ま
る
も
の
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
私
に
と
っ
て
、
そ
し
て
す
べ
て
の
ひ
と
に
と
っ
て
も
、
死
ほ
ど
確
実
な
も
の
が
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
確
実
な
も

の
に
対
し
て
不
安
を
抱
く
い
わ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
不
安
を
覚
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
死
そ
の
も
の
に
対
し

て
で
は
な
く
、
い
つ
そ
れ
が
や
っ
て
く
る
か
、
そ
の
時
が
分
か
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
不
安
に
苛
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
私
の
時
間
0

0

は
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
時
間
は
生
誕

0

0

と
と
も
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
死
は
、
辛
い
不
眠
の
後
に
や
っ
て
く
る
贅
沢
な
眠
り
の
よ
う
に
快
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
夏
目
漱
石
は
、
修
善
寺

で
大
吐
血
し
て
生
命
を
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
生
き
残
っ
た
。
臨
死
の
後
に
、
彼
は
そ
の
心
境
を
「
縹
渺
と
で
も
形
容
し
て
可
い
気
分

で
あ
っ
た
」
（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
）
と
表
現
し
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
落
馬
し
て
死
に
か
か
っ
た
と
き
の
心
境
を
「
私

の
精
神
状
態
は
本
当
に
は
な
は
だ
平
穏
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
死
は
「
自
然
の
ど
う
で
も
よ
い
出
来

事
」
（
『
エ
セ
ー
』
第
二
巻
第
六
章
）
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

親
指
ほ
ど
の
黒
い
大
き
な
芋
虫
が
秋
の
終
わ
り
に
茄
子
の
葉
に
取
り
付
い
て
い
た
。
生
命
そ
の
も
の
が
自
然
全
体
を
食
い
尽
く

か
の
す
よ
う
に
、
彼
は
日
に
二
三
枚
の
葉
を
食
べ
続
け
る
。
数
日
後
、
茄
子
が
ほ
と
ん
ど
裸
に
な
っ
た
こ
ろ
、
芋
虫
は
地
を
這
っ

て
い
た
。
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
、
し
ば
ら
く
追
っ
て
ゆ
く
と
、
彼
は
庭
に
放
置
さ
れ
て
い
た
木
塀
の
屑
の
山
に
入
っ
て
い
っ
た
。

蛹
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
翌
日
、
大
工
が
来
て
、
木
ぎ
れ
は
燃
や
さ
れ
た
。
彼
は
、
成
虫
と
な
ろ
う
と
は
せ
ず
に
、

幼
虫
の
身
分
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
死
は
必
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

私
に
と
っ
て
は
死
へ
の
不
安
が
哲
学
の
始
ま
り
で
は
な
い
。
生
誕
の
持
つ
闇
、
生
誕
の
悲
し
み
こ
そ
が
、
哲
学
の
始
ま
り
で
あ
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る
。
生
誕
は
私
に
と
っ
て
絶
対
的
な
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
私
の
意
志
が
は
た
ら
く
余
地
が
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う

か
。
死
な
ら
ば
そ
れ
に
対
し
て
身
構
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
こ
ろ
の
ゆ
と
り
を
持
つ
こ
と
は

で
き
る
。
し
か
し
、
生
誕
は
、
私
に
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
事
実
と
し
て
、
し
か
し
私
を
私
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
私

が
一
生
負
う
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
生
誕
は
明
瞭
で
見
紛
う
こ
と
の
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
深
い
闇
で
あ
る
。
暗
く
輝
く

闇
で
あ
る
。

　

生
誕
に
よ
っ
て
私
が
私
と
な
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
生
誕
す
る
つ
も
り
が
あ
る
か
否
か
、
私
に
そ
の
意
志
を
問
う
べ

き
で
は
な
か
っ
た
か
。
芥
川
竜
之
介
の
描
く
河
童
の
世
界
で
は
、
父
親
が
母
親
の
そ
の
個
所
に
口
を
つ
け
て
電
話
で
も
す
る
よ
う

に
、
お
腹
の
な
か
の
子
に
、
「
お
前
は
こ
の
世
界
へ
生
ま
れ
て
来
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
へ
た
上
で
返
事
を
し
ろ
」
と
訊
ね
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。「
生
ま
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
れ
ば
、
そ
の
子
は
注
入
さ
れ
た
液
体
で
溶
か
さ
れ
て
し
ま
う
（
『
河
童
』
）
。

　

ル
ソ
ー
の
母
は
彼
を
産
ん
で
十
日
後
に
亡
く
な
っ
た
。
「
私
が
生
ま
れ
た
た
め
に
母
は
死
ん
だ
。
」
母
の
死
を
彼
の
責
任
に
帰

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ル
ソ
ー
に
は
無
辜
の
罪
責
感
と
人
生
の
喪
失
感
が
拭
い
が
た
く
つ
き
ま
と
う
。
彼
は
「
私
は

考
え
る
前
に
感
じ
る
」
と
言
う
（
『
告
白
』
第
一
巻
）
。
い
か
な
る
と
き
に
も
、
物
事
を
知
性
に
よ
っ
て
理
解
す
る
前
に
、
そ
れ

を
何
と
知
る
前
に
、
感
情
が
、
喪
失
の
感
情
、
生
誕
に
と
も
な
う
悲
し
み
が
、
ル
ソ
ー
と
彼
の
世
界
を
包
み
込
ん
で
し
ま
う
。
子

供
は
こ
う
し
て
無
辜
の
受
難
者
と
な
る
可
能
性
を
常
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

死
は
必
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
誕
は
存
在
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
必
然
で
は
な
い
。
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
常
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
偶
然
の
事
柄
で
あ
る
。
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そ
の
偶
然
か
ら
私
の
時
間
が
始
ま
り
、
そ
の
時
間
が
私
を
私
た
ら
し
め
て
ゆ
く
。
生
誕
は
「
存
在
」
を
個
別
化

0

0

0

す
る
こ
と
、
個
物

（
個
人
）
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
生
誕
は
私
の
絶
対
的
な
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
始
ま
り
は
、
全
に
し
て
一
な
る
生
命
か
ら
私
が

剥
離
さ
れ
る
こ
と
、
生
命
の
破
れ
で
あ
り
、
私
が
大
き
な
生
命
を
傷
つ
け
て
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
始
ま
り
を
意
味
す
る
「
創
」

の
字
は
、
形
の
な
い
も
の
を
刀
で
切
り
裂
き
傷
つ
け
る
が
本
義
で
あ
る
。
新
生
児
は
激
し
く
泣
く
。
そ
の
泣
き
声
は
、
大
き
な
生

命
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
痛
み
の
表
現
で
あ
り
、
彼
は
す
で
に
ひ
と
と
物
と
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
こ
の
空
間
の
狭
い

隙
間
の
な
か
に
、
一
人
の
私
と
し
て
割
り
込
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
苦
し
み
の
表
出
で
あ
る
。

　

私
は
未
生
の
闇
を
う
し
ろ
に
し
て
、
光
の
な
か
に
出
て
く
る
。
私
は
、
私
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
な
ぜ
私
な
の
か
も
分
か
ら

ず
に
、
無
垢
な
生
の
世
界
に
今
初
め
て
手
を
つ
け
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
生
き
て
ゆ
く
。
生
誕
が
大
き
な
生
命
の
破
壊
で
あ
り
、

す
で
に
生
命
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
か
の
よ
う
に
。
で
は
、
私
に
と
っ
て
真
に
存
在
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
何
が
仮
象
で
あ
り
、
何
が
実
在
で
あ
る
の
か
。
生
誕
が
生
命
を
傷
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
真
の
存
在
を
見
分
け

る
し
る
し
は
、
そ
の
存
在
が
傷
を
負
う
て
い
る
か
否
か
、
に
あ
る
。
真
に
実
在
す
る
も
の
は
必
ず
分
裂
を
、
否
定
的
な
も
の
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
違
和
を
感
じ
さ
せ
ず
、
傷
を
負
っ
て
い
な
い
も
の
は
存
在
の
語
に
値
し
な
い
。

　

生
き
る
と
は
時
間
0

0

の
内
に
在
る
こ
と
で
あ
る
。
時
間
が
存
在
し
な
い
可
能
性
も
私
に
は
与
え
ら
れ
て
い
た
の
に
、
生
誕
に
よ
っ

て
私
は
今
時
間
の
内
に
居
る
、
時
間
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
時
間
の
内
に
あ
る
と
は
肉
と
し
て
在
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は

肉
に
執
着
し
て
い
る
。
こ
ん
な
に
も
肉
を
求
め
つ
つ
、
し
か
し
こ
ん
な
に
も
肉
を
嫌
悪
し
て
い
る
。
私
は
、
永
遠
を
、
時
間
の
な

い
こ
と
を
、
未
生
以
前
に
で
は
な
く
、
誤
っ
て
時
間
の
延
長
に
、
未
来
の
方
角
に
求
め
る
。
生
き
て
い
る
と
は
、
時
間
が
い
つ
ま
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で
も
存
在
す
る
と
錯
覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
過
去
は
既
に
な
い
の
だ
か
ら
存
在

し
な
い
、
未
来
は
未
だ
な
い
の
だ
か
ら
存
在
し
な
い
と
見
な
し
、
唯
一
現
在
だ
け
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
過
去
と
は
今
の
私
に

お
け
る
記
憶
で
あ
り
、
未
来
は
今
の
私
に
お
け
る
期
待
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
今
生
き
て
い
る
私
の
魂
へ
の
現
前
な
い
し
は
魂
の
変

容
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
（
『
告
白
』
第
十
一
巻
）
。
し
か
し
、
時
間
を
私
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
こ
で
私
が

生
き
る
場
と
考
え
れ
ば
、
過
去
と
未
来
が
存
在
し
な
い
ば
か
り
か
、
現
在
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
は
も
は
や
存
在

し
な
い
の
だ
か
ら
、
私
は
そ
れ
に
対
し
て
も
は
や
何
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
未
来
は
ま
だ
や
っ
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
、
私
は

今
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
過
去
に
つ
い
て
の
悔
恨
と
未
練
、
そ
の
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
さ
、
そ
し
て
未

来
へ
の
空
し
い
憧
れ
と
盲
目
的
な
希
望
、
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
も
の
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
存
在
の
持
っ
て
い
る
違
和
を
直
視
せ

ず
に
、
希
望
や
悔
恨
に
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
は
、
非
有
か
ら
有
へ
の
解
消
し
が
た
い
分
離
で
、
生
誕
の
も
た

ら
し
た
そ
の
傷
に
よ
っ
て
、
私
を
抑
え
つ
け
て
い
る
か
ら
、
私
は
そ
れ
に
対
し
て
何
も
な
し
え
な
い
。
こ
の
瞬
間
が
私
の
も
の
だ

と
思
っ
た
刹
那
、
瞬
間
は
も
う
私
を
見
棄
て
て
し
ま
う
。
時
間
の
内
に
在
る
こ
と
は
端
的
に
不
幸
で
あ
る
。

　

ま
た
、
生
き
る
と
は
言
葉
0

0

を
通
し
て
事
物
に
執
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
努
め

る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
は
言
葉
に
さ
れ
え
な
い
も
の
を
存
在
と
は
見
な
さ
な
い
よ
う
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
言
葉
は
真
に
実

在
す
る
も
の
、
存
在
の
違
和
に
は
届
か
な
い
。
言
葉
が
言
葉
と
し
て
人
び
と
の
間
で
通
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ

が
実
在
と
無
縁
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
む
し
ろ
言
葉
が
滞
る
と
き
、
沈
黙
の
内
に
こ
そ
、
そ
こ
に
実
在
が
現
れ
て
く
る
。
実

在
は
ほ
ん
と
う
は
破
れ
で
あ
り
、
違
和
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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始
原

　

あ
る
哲
学
は
始
原
0

0

と
し
て
、
一
者
を
問
い
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
知
り
た
が
る
。
一
者
を
原
理
と
す
る
哲
学
は
、
分
裂
、
違

和
こ
そ
が
存
在
の
真
の
在
り
方
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
。

　

西
田
幾
多
郎
は
哲
学
を
純
粋
経
験
か
ら
始
め
る
。
純
粋
経
験
に
は
、
思
惟
、
意
志
、
直
観
と
い
う
意
識
の
働
き
の
一
切
が
分
化

さ
れ
ず
に
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
彼
は
主
客
未
分
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
識
の
働
き
に
対
応
す
る
事
物
、
客
体
も
す
べ
て

そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
（
『
善
の
研
究
』
第
一
編
）
。
純
粋
経
験
は
そ
の
内
に
一
切
を
隠
し
持
っ
て
い
る
大
風
呂
敷
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
も
の
が
取
り
出
さ
れ
る
手
品
師
の
玉
手
箱
で
あ
る
。
し
か
し
、
健
康
を
意
識
す
る
こ
と
が
す
で
に
不
健
康
で

あ
る
よ
う
に
、
純
粋
を
標
榜
す
る
こ
と
は
不
純
な
こ
と
で
あ
る
。
「
純
粋
」
と
は
抽
象
に
よ
っ
て
こ
そ
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

純
粋
と
は
作
為
の
結
果
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
純
粋
経
験
は
作
為
さ
れ
た
経
験
な
の
で
あ
る
。
「
純
粋
」
や
「
直
接
的
」
の
語
を

始
原
と
す
る
哲
学
は
自
己
欺
瞞
に
陥
っ
て
い
る
。
直
接
的
な
も
の
は
媒
介
の
否
定
と
し
て
、
反
省
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
世
に
直
接
的
な
も
の
、
純
粋
な
も
の
は
何
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
。

　

原
理
と
し
て
純
粋
な
一
者
を
求
め
る
哲
学
は
、
実
在
し
な
い
も
の
を
空
想
す
る
哲
学
で
あ
る
。
一
者
を
原
理
と
す
る
哲
学
者
は

現
実
を
見
ず
に
幻
想
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
言
う
。
哲
学
は
原
理
と
し
て
の
一
者
か
ら
始
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、

始
原
に
も
し
分
裂
、
違
和
が
あ
れ
ば
、
始
原
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
崩
れ
る
か
ら
、
と
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う

考
え
る
人
び
と
は
、
始
原
と
い
う
も
の
は
、
結
果
と
し
て
の
み
、
終
わ
り
に
至
っ
て
初
め
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
逆

説
を
、
理
解
し
て
い
な
い
。
哲
学
は
、
一
者
の
哲
学
を
一
度
離
れ
て
、
哲
学
の
始
ま
り
へ
、
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
哲
学
に
戻
る
べ
き
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で
あ
ろ
う
。
一
者
の
い
な
い
カ
オ
ス
の
世
界
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
混
沌
（
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
）
を
始
原
（
ア
ル
ケ
ー
）

と
し
た
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
、
対
立
と
戦
い
こ
そ
実
在
だ
と
し
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
四
元
と
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
愛
と
憎
が

実
在
だ
と
し
た
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
、
戻
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
詩
人
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
哲
学
は
、
そ
の
時
代
の
哲
学
の
流
れ
に
棹
さ
し
て
、
一
者

の
哲
学
を
構
想
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
近
代
哲
学
の
苦
闘
の
一
つ
の
記
録
で
あ
る
。
近
代
哲
学
と

は
、
一
者
を
、
自
然
の
内
に
で
は
な
く
、
私
と
私
に
と
っ
て
外
な
る
も
の
と
の
、
つ
ま
り
、
主
観
と
客
観
と
の
、
同
一
性
の
内
に

探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
こ
の
同
一
性
を
つ
か
も
う
と
努
め
る
が
、
そ
の
追
究
が
無
限
に
わ
た
ら
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
覚
に
、
つ
ま
り
同
一
性
が
純
粋
や
直
接
的
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な

い
こ
と
を
余
儀
な
く
知
ら
さ
れ
た
点
に
、
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
西
田
哲
学
と
は
異
な
り
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
哲
学
の
優
れ

た
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
彼
の
人
生
と
哲
学
に
断
念
を
強
い
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
は
こ
の
ヘ
ル

ダ
リ
ー
ン
の
挫
折
を
間
近
に
見
つ
つ
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、
一
者
す
な
わ
ち
「
一
に
し
て
全
な
る
も
のhen kai pan

」
（
「
全
一
な
る
も
のA

lleinheit

」
）
を
「
存

在Seyn

」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
西
田
の
純
粋
経
験
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
存
在
」
の
原-

分
割U

r=T
heilung

（
判
断
の

こ
と
）
に
よ
っ
て
主
観
と
客
観
と
が
生
ま
れ
る
、
と
言
う
①
。
彼
は
、
こ
の
主
観
と
客
観
と
の
分
裂
の
場
に
居
続
け
て
、
分
裂
以
前

の
、
生
誕
以
前
の
、
い
わ
ば
未
生
の
、
主
観
と
客
観
と
が
合
一
し
て
い
る
「
存
在
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
、
発
出
に
し
ろ
創
造
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
純
粋
経
験
に
し
ろ
、
一
者
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
か
ら
多
者
を
導
き
出
す
の
で
は
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な
い
。
逆
に
多
者
か
ら
一
者
を
、
多
者
の
生
誕
の
場
を
振
り
返
る
よ
う
に
、
追
い
求
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
哲
学
は
一
者
を

追
究
す
る
哲
学
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
一
者
の
哲
学
の
枠
組
み
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。
一
か
ら
多
を
で
は
な
く
、
多
か
ら
一
を
、

分
裂
か
ら
同
一
性
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、
主
観
と
客
観
と
の
関
係
の
在
り
方
をInnigkeit

と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。
適
訳
が
思
い
浮
か
ば
な
い
が
、

と
り
あ
え
ず
「
親
密
さ
」
と
訳
し
て
お
こ
う
。
親
密
は
単
な
る
同
一
性
で
は
な
い
。
主
観
と
客
観
の
同
一
性Identität

と
い
う
場

合
、
そ
こ
に
は
あ
ら
か
じ
め
主
観
と
客
観
と
が
異
な
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
親
密
と
は
、
主
観
と
客

観
と
が
二
つ
で
あ
り
な
が
ら
分
離
さ
れ
難
く
一
つ
の
も
の
と
し
て
在
る
、
し
か
し
合
一
す
れ
ば
二
つ
で
は
あ
り
え
な
い
、
そ
う
い

う
二
者
の
在
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
は
離
れ
難
く
た
が
い
に
近
づ
い
て
ゆ
く
の
だ
が
、
決
し
て
合
一
す
る
こ
と
は
な

い
。
近
づ
く
こ
と
が
離
れ
る
こ
と
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
親
密
は
内
在Im

m
anenz

で
も
な
い
。
内
在
で
は
、
西
田
の
純
粋
経
験
に

お
け
る
よ
う
に
、
主
観
と
客
観
は
た
が
い
に
無
縁
に
そ
の
内
に
散
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
大
風
呂
敷

の
内
に
あ
る
個
々
の
も
の
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
親
密
に
は
惹
き
つ
け
合
い
と
反
撥
と
い
う
対

立
し
た
動
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
西
田
の
純
粋
経
験
と
異
な
っ
て
、
一
者
と
し
て
仮
定
さ
れ
た
「
存
在
」
を
豊
か
な
も
の
に
し
て

い
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
こ
の
親
密
さ
を
ま
ず
空
間
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
次
に
時
間
の
内
で
考
え
て
い
る
。

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
「
存
在
」
の
内
に
あ
る
主
観
と
客
観
は
分
離
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
二
者
は
差
異
を
持
つ
こ
と
が
な

い
。
違
い
が
な
い
の
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
者
は
ほ
ん
ら
い
一
つ
で
あ
る
べ
き
な
の
に
隔
た
っ
て
い
る
、
二
者
の
あ

い
だ
に
は
空
間
的
な
意
味
で
距
た
り

0

0

0

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
②
。
し
た
が
っ
て
、
「
存
在
」
は
無
限
に
接
近
す
る
二
者
の
距

離
の
縮
ま
り
の
極
限
と
し
て
の
み
現
れ
て
く
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
こ
の
二
者
を
双
曲
線
と
漸
近
線
に
喩
え
て
い
る
③
。
漸
近
線
は
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双
曲
線
に
次
第
に
近
づ
い
て
ゆ
く
が
、
決
し
て
交
わ
る
こ
と
は
な
く
、
最
接
近
す
る
と
離
れ
て
ゆ
く
。
近
づ
く
と
い
う
動
き
が
離

れ
る
と
い
う
動
き
を
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
者
の
牽
引
と
反
撥
は
愛
の
わ
ざ
の
内
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
（
一
七
九
七
年
）

に
お
い
て
、
親
密
さ
の
秘
密
を
、
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
と
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
と
の
愛
の
行
方
の
う
ち
に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
自
身
と
ズ
ゼ
ッ
テ
と
の
愛
が
向
か
う
結
末
で
も
あ
っ
た
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
二
人
の
愛
を
取
り
持
っ
て
い
た
）
。
独
立

戦
争
へ
の
参
加
の
決
意
を
語
る
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
に
対
し
て
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
は
決
然
と
し
て
別
離
を
告
げ
る
。
別
れ
は
二
人

の
愛
の
終
わ
り
で
は
な
い
。
別
れ
は
む
し
ろ
愛
を
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
愛
を
「
親
密
さ
の
充
溢
」
と
呼
ぶ
が
、

親
密
と
は
惹
き
つ
け
合
う
こ
と
が
離
れ
去
る
こ
と
を
も
含
む
の
だ
か
ら
、
愛
の
成
就
に
は
別
れ
が
必
然
な
の
で
あ
る
。
愛
は
た
が

い
に
近
づ
く
こ
と
だ
が
、
近
づ
く
こ
と
は
離
れ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
別
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
愛
は
純
粋
な
も
の
と
し
て
生
き
続

け
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
愛
を
た
だ
一
緒
に
居
る
こ
と
を
望
む
だ
け
の
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
退
屈
な
日
常
の
出
来
事

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

一
者
（
「
存
在
」
）
は
ま
ず
こ
の
よ
う
に
、
愛
の
近
づ
き
つ
つ
離
れ
る
、
と
い
う
い
わ
ば
空
間
的
な
相
に
お
い
て
考
え
ら
れ

た
の
だ
が
、
次
に
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
、
時
間
の
移
り
ゆ
き
の
内
に
一
者
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
一
者
は
「
亡
び
」
、
「
瞬
間
0

0

M
om

ent

」
の
内
に
現
れ
る
④
。
瞬
間
は
静
止
で
は
な
い
。
静
止
は
か
す
か
な
動
き
を
含
ん
で
い
る
。
漸
近
線
が
双
曲
線
に
近
づ
き

つ
つ
離
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
有
は
非
有
に
、
非
有
は
有
に
移
り
ゆ
き
つ
つ
、
そ
の
二
者
が
合
一
す
る
こ
と
は
な
い
、
非
合
一
の
合

一
が
瞬
間
で
あ
る
。
一
者
は
「
有
と
非
有
と
の
あ
い
だ
」
に
、
一
瞬
、
亡
び
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
否
定
的
に
の
み
現
れ
て
く
る
。

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
次
第
に
精
神
が
耗
弱
し
て
ゆ
く
な
か
（
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
後
初
め
て
医
者
の
診
察
を
受
け
た
の
は
一
八
〇
二
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年
夏
、
一
方
ズ
ゼ
ッ
テ
は
そ
の
年
の
六
月
に
亡
く
な
っ
て
い
た
）
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
と
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
を
翻
訳
し
、

同
時
に
そ
れ
ら
の
『
註
解
』
を
書
き
残
し
て
い
る
（
一
八
〇
二
年
執
筆
、
一
八
〇
四
年
出
版
）
。
こ
の
二
つ
の
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に
は
、

前
半
の
表
象
群
の
勢
い
が
頂
点
に
達
し
後
半
の
表
象
群
と
交
替
す
る
と
こ
ろ
に
、
「
中
間
休
止Cäzur

」
が
あ
る
。
彼
は
こ
の
中

間
休
止
に
対
し
て
登
場
人
物
た
ち
以
上
に
重
要
な
役
割
を
与
え
る
。
神
々
と
人
間
と
の
葛
藤
で
あ
る
悲
劇
に
お
い
て
、
神
（
一
者
）

が
顕
現
し
て
く
る
の
は
こ
の
中
間
休
止
、
人
間
の
言
葉
が
沈
黙
し
、
時
間
が
切
断
さ
れ
る
と
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
び
と
が

時
間
に
対
し
て
惰
性
的
な
信
頼
に
ふ
け
っ
て
い
る
と
き
、
突
然
そ
の
時
間
が
切
断
さ
れ
る
と
、
人
間
は
自
ら
の
不
実
を
、
自
ら
の

欠
性
を
知
ら
さ
れ
、
束
の
間
、
一
者
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
『
平
和
の
祝
い
』
（
一
八
〇
二
年
）
と
い
う
詩
に
次
の
言
葉
が
あ
る
。

　
神
々
し
い
も
の
は
す
べ
て
束
の
間
の
も
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
つ
ね
に
適
度
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
い
た
わ
り
な
が
ら
、

　
ひ
と
の
住
み
家
に
、
神
な
る
も
の
は
、
ほ
ん
の
瞬
間

　
触
れ
る
の
だ
、
予
知
さ
れ
ず
に
。
そ
し
て
何
び
と
も
知
ら
な
い
、
そ
れ
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
を
。

　

そ
し
て
、
こ
の
神
な
る
も
の
（
キ
リ
ス
ト
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
（
「
唯
一
者
第
一
稿
」
、
一
八
〇
二
年
）
。

　
な
ぜ　

あ
な
た
は
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
い
ま
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わ
た
し
の
こ
こ
ろ
は
悲
し
み
に
満
ち
て
い
る
。

　

瞬
間
は
消
え
ゆ
く
も
の
、
消
え
去
る
も
の
と
し
て
こ
そ
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
永
遠
が
現
れ
る
。
神
が
存
在
し
な
が

ら
私
に
姿
を
現
さ
ぬ
こ
と
、
有
で
あ
り
つ
つ
非
有
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
「
存
在
」
の
持
つ
違
和
を
知
る
ひ
と
の
「
こ
こ
ろ
」
を
、

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
は
悲
し
み
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

弁
証
法

　

ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
一
者
（
「
存
在
」
）
の
哲
学
と
彼
の
心
が
崩
れ
て
ゆ
く
の
を
間
近
で
見
守
っ
て
い
た
の
が
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ

ン
の
学
生
時
代
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
家
庭
教
師
時
代
を
と
も
に
過
ご
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
彼
は
、
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
が
ま
だ

そ
の
可
能
性
を
信
じ
て
い
た
一
者
の
哲
学
か
ら
き
っ
ぱ
り
と
訣
別
す
る
。
哲
学
は
一
者
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
者
は

哲
学
の
始
ま
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
終
わ
り
に
至
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
始
ま
り
と
終
わ
り
は
一
つ
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
が
一
者
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の
は
双
曲
線
と
漸
近
線
で
あ
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
円
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
哲
学
を
考
え
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
の
よ
う
に
接
近
の
極
限
に
真
理
が
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ

ル
に
と
っ
て
は
真
理
は
運
動
の
全
体
と
し
て
、
円
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
運
動
を
促
す
論
理
が
弁
証
法

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
は
、
弁
証
法
が
時
代
の
要
請
に
押
さ
れ
て
、
曲
解
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
存
在
の
違
和

0

0

0

0

0

と
そ
こ
か
ら
発
す
る
概
念
の
個
々
の
運
動
を
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
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の
に
、
正
―

反
―

合
と
い
う
静
止
的
で
、
何
に
で
も
適
用
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
図
式
に
貶
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
弁
証
法
を
何
と
考
え
て
い
た
の
か
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
実
の
分
裂
状
態
か
ら
出
発
す
る
。
彼
は
、
な
ぜ
今
哲
学
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
と
自
問
し
、
「
哲
学
が
必
要

と
さ
れ
る
源
泉
は
分
裂Entzw

eiung

に
あ
る
」
⑤
と
答
え
て
い
る
。
完
全
な
る
も
の
へ
の
驚
き

0

0

で
は
な
く
、
現
実
の
分
裂

0

0

が
、
哲

学
を
生
む
の
で
あ
る
。
現
実
は
常
に
分
裂
し
て
い
る
、
違
和
に
満
ち
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
実
な
の
で
あ
る
。
概
念
（
言
葉
）

は
存
在
に
一
致
せ
ず
、
有
に
は
非
有
が
対
立
し
、
有
限
と
無
限
と
が
分
裂
し
て
い
る
。
哲
学
の
な
す
べ
き
仕
事
は
、
分
裂
を
そ
の

ま
ま
に
し
て
彼
方
に
一
者
を
追
い
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
現
実
の
分
裂
を
理
解
し
ぬ
く
こ
と
で
あ
る
。
概
念
は
存
在
を
表
現
し

て
お
り
、
有
限
の
内
に
は
無
限
が
存
在
し
て
お
り
、
有
の
内
に
は
非
有
（
欠
性
）
が
含
ま
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
そ
の
分
裂
の

た
だ
な
か
に
お
い
て
知
る
こ
と
で
あ
る
（
同
）
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
大
論
理
学
』
の
「
緒
論
」
で
弁
証
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
⑥
。

　

概
念
（
存
在
）
そ
の
も
の
を
先
に
進
め
る
も
の
は
、
概
念
（
存
在
）
が
自
分
自
身
の
内
に
持
っ
て
い
る
否
定
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が

　
弁
証
法
的
な
も
の
を
形
成
し
て
い
る
核
心
で
あ
る
。

　
内
容
を
前
進
さ
せ
る
も
の
は
（
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
―
筆
者
注
―
）
、･･･
内
容
が
そ
れ
自
身
の
内
に
持
っ
て
い
る
弁
証
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

　

こ
の
「
否
定
的
な
も
のdas N

egative

」
と
は
何
で
あ
る
か
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
理
解
す
る
決
定
的
な
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点
で
あ
る
。
弁
証
法
は
一
般
に
矛
盾
の
論
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
解
は
、
こ
の
「
否
定
的
な
も
の
」
の
本
質
を
理
解

せ
ず
に
、
た
だ
「
否
定
的
な
も
の
」
の
現
象
形
態
を
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
し
て
や
弁
証
法
を
正
―

反
―

合
の
図
式
で
す
べ

て
の
事
柄
を
裁
断
す
る
の
は
、
そ
の
現
象
（
矛
盾
）
を
悟
性
的
（
形
式
的
）
に
固
定
し
て
し
ま
い
、
悪
し
き
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
道
具
、
ド
グ
マ
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
―
―
こ
の
図
式
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
を
生
む
傾
向
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
彼
が
い
ま
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
を
一
つ
の
概
念

と
し
て
理
解
の
解
決
法
と
考
え
、
世
界
を
神
の
自
己
実
現
と
し
て
見
な
し
て
い
る
限
り
は
。

　

存
在
す
る
も
の
の
内
に
は
、
生
命
に
必
ず
死
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
否
定
的
な
も
の
が
内
在
し
て
い
る
。
否
定
的
な
も
の
と
は

存
在
者
に
欠
け
て
い
る
も
の
、
傷0

、
負0

の
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
真
理
は
存
在
者
に
対
し
て
、
肯
定
的
に
で
も
実
在
的
に
で
も
な

く
、
欠
如
す
る
も
の
と
し
て
の
み
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
病
い
に
罹
っ
て
こ
そ
身
体
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
、
存
在
は
負
の
も

の
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
負
性
、
欠
性
が
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
「
痛
みSchm

erz

」
や
「
苦
し
み

Leiden

」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
、
と
言
う
。

　
存
在
す
る
も
の
の
す
べ
て
が
沈
み
込
ん
で
ゆ
く
無
の
深
淵
と
し
て
の
純
粋
概
念
あ
る
い
は
無
限
性
は
、･･･

無
限
の
痛
み
を･･･

記
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
の
た
め
に
、
絶
対
自
由
の
理
念
と
、
そ
れ
と
と
も
に
絶
対
的
苦
し
み
す
な
わ
ち
思
弁
的
金
曜
日
と
を
、
か
つ
て
歴
史

に
存
在
し
た
聖
金
曜
日
に
代
え
て
、
神
喪
失
と
い
う
全
体
的
真
理
と
そ
の
過
酷
さ
の
な
か
で
、
回
復
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
⑦
。
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痛
み
は
人
の
目
を
開
か
せ
、
他
の
感
覚
や
知
性
に
よ
っ
て
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
を
見
せ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
痛
み

の
感
覚
（
苦
し
み
の
感
情
も
）
は
、
他
の
感
覚
と
違
っ
て
、
対
象
を
感
じ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。

甘
い
と
い
う
味
覚
は
対
象
（
砂
糖
）
を
感
じ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
痛
み
は
自
分
を
打
ち
つ
け
る
釘
を
感
じ
る
の
で

は
な
く
、
自
分
の
肉
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
反
省
の
感
情
で
あ
っ
た
悲
し
み
に
似
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
の
始
ま
り
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
驚
き
と
は
考
え
な
い
。
ヘ
ル
ダ
リ
ー
ン
が
悲
し
み
の
感
情
が
真
理
を
つ

か
ま
え
る
と
考
え
た
よ
う
に
、
彼
は
痛
み
0

0

の
感
覚
か
ら
哲
学
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

＊
　

生
誕
は
私
を
存
在
か
ら
剥
離
さ
せ
た
。
私
は
存
在
の
そ
の
傷
付
け
を
一
生
背
負
っ
て
ゆ
く
。
生
き
る
こ
と
は
悲
し
み
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
悲
し
み
の
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
生
誕
は
私
を
時
間
の
内
に
置
く
。
時
間
の
内
に
あ
る
と
は
、
因
果
に
縛
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
階
段
を
、
一
段
飛
ば
し
て
、
二
段
目
か
ら
四
段
目
に
昇
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
三
歩
目
を
飛
ば
し
て
、
二
歩
か
ら
四
歩

に
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
空
間
と
は
異
な
り
、
時
間
は
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
時
間
の
内
に
い
る
。
な
の
に
、

時
間
は
、
私
を
満
た
さ
ず
、
私
の
内
を
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。

　

こ
れ
が
、
私
が
世
界
の
内
に
居
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
時
間
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
の
内
に

私
が
居
る
の
で
は
な
く
、
も
し
私
の
内
に
世
界
が
在
る
な
ら
ば
、
私
は
時
間
の
外
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
世
界
は
風
景

と
な
る
。
風
景
は
私
を
満
た
し
、
私
の
内
に
と
ど
ま
る
。
時
間
の
空
し
さ
は
私
の
内
で
克
服
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
表
象
は
過
ぎ
去



哲
学
と
は
何
か

二
三
（
23
）

ら
ず
、
私
を
満
た
す
。
風
景
の
内
で
、
私
は
私
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
た
だ
し
背
を
向
け
た
私
を
。
鏡
に
映
し
た
私
は
私
で
は

な
い
。
正
面
を
向
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
私
は
私
の
背
面
と
し
て
の
み
私
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

注①　
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さ
れ
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as untergehende V
aterland. . ." 

上
掲
書　

S.33

⑤　

一
八
〇
一
年
出
版
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
哲
学
体
系
の
差
異
』" D

ifferenz des Fichte'schen und Schelling'schen System
 

der Philosophie"  G. W
. F. H

egel W
erke in zw

anzig Bänden Bd . 2, S. 20

⑥　

W
issenschaft der Logik. D

ie Lehre vom
 Sein. PhB Bd.385, S.38

⑦　

「
信
仰
と
知
」
、
一
八
〇
二
年
。Glauben und W

issen. G.W
.F. H

egel W
erke in zw

anzig Bänden Bd.2, S.432




