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は
じ
め
に

ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
い
て
、
論
理
と
現
実
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
理
解
に
か
か
わ
る
基
本
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
彼
の
論
理
学
を
「
形
而
上
学
」
の
体
系
で
あ
り
、

か
つ
カ
テ
ゴ
リ
ー
批
判
の
体
系
と
し
て
、
ま
た
学
問
の
「
方
法
論
」
を
示
す
も
の
と

し
て
論
じ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
。
そ
こ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
存
在
論
的
側
面

と
認
識
論
的
側
面
と
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
も
論
じ
ら
れ
て
き

た
。わ

が
国
で
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
論
理
の
あ
ゆ
み
と
現
実
の
あ
ゆ
み
と
を
混
同
し
た
」

と
い
う
見
田
石
介
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
、
ひ
と
つ
の
有
力
な
学
説
と
な
っ
て
い
る
。

見
田
氏
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
を
唯
物
論
的
に
批
判
し
つ
つ
、
そ
の
学
問
方
法
論
と
し

て
の
重
要
な
意
義
を
認
め
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
詳
細
な
研
究
を
行
っ
た
。
そ
し
て
「
分
析
的
方
法
に
基
づ
く
弁
証
法
」

と
い
う
方
法
論
の
提
起
を
行
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
論
理
の
あ

ゆ
み
と
現
実
の
あ
ゆ
み
と
の
混
同
」
と
い
う
論
点
が
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
核
心
を

な
し
、
こ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と
の
相
違
も
論
じ
ら
れ
た
。

小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
田
石
介
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
研
究
を
ふ
り
返
り

な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
論
理
と
現
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
い

た
い
と
思
う
。

一
　
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
性
格
│
│

「
本
来
の
形
而
上
学
と
し
て
の
論
理
学
」

ま
ず
最
初
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
性
格
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
大
論
理
学
』q

の
「
第
一
版
序
文
」
で
、
カ
ン
ト
の
批
判
に
よ
っ
て

崩
壊
さ
せ
ら
れ
た
形
而
上
学
の
再
建
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
課
題
と
し
て
明
示
す

る
。「
形
而
上
学
を
も
た
な
い
教
養
あ
る
国
民
」
と
は
、「
多
様
に
飾
り
立
て
ら
れ
な

が
ら
、
本
尊
を
も
た
な
い
寺
院
」（I,S

.14,

上
一
、
二
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
な
奇
妙
な
光

景
だ
と
言
う
。
そ
こ
で
「
本
来
の
形
而
上
学
で
あ
る
論
理
学
」（I,S

.16,

上
一
、
四
ペ

ー
ジ
）
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
提
起
す
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
批
判
し
た
形
而
上
学
を
そ

の
ま
ま
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
重
要
な
問
題
は
、「
学
問
的
な
論
じ
方
の

新
し
い
概
念
」
を
確
立
し
、
学
問
の
「
方
法
」
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
方
法
を
こ
そ
、
精
神
の
弁
証
法
的
運
動
が
示
す
も
の
で
あ
る
。
精
神
の
弁
証
法

的
運
動
は
す
で
に
『
精
神
現
象
学
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対

し
て
、
論
理
学
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
生
命
や
精
神
的
生
命
の
根
底
に
あ
る
「
純

粋
な
本
質
性
」（I,S

.17,

上
一
、
七
ペ
ー
ジ
）
が
内
容
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
純
粋

な
本
質
性
の
自
己
運
動
」
こ
そ
が
、
論
理
学
の
対
象
と
な
り
、
内
容
と
な
り
、
そ
れ

が
ま
た
方
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
本
質
性
」
は
、『
大
論
理
学
』「
序
論
」
で
は
「
客
観
的
思

考
」
と
も
表
現
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
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「
純
粋
学
は
意
識
の
対
立
か
ら
の
解
放
を
前
提
と
す
る
。
純
粋
学
は
思
想
が
同
様

に
事
柄
そ
れ
自
体
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
こ
の
思
想
を
含
む
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は

事
柄
そ
れ
自
体
が
同
様
に
純
粋
思
想
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
こ
の
事
柄
を
含
む
の
で

あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
な
客
観
的
思
考
が
純
粋
学
の
内
容
で
あ
る
」（I,S

.43,

上
一
、

三
四
ペ
ー
ジ
）。

こ
う
し
て
、『
精
神
現
象
学
』
で
論
じ
ら
れ
た
意
識
と
対
象
と
の
対
立
を
克
服
し

て
、
事
柄
そ
の
も
の
を
把
握
し
た
思
想
、
お
よ
び
思
想
と
し
て
把
握
さ
れ
た
事
柄
が
、

論
理
学
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
も

言
う
。

「
論
理
学
は
純
粋
理
性
の
体
系
と
し
て
、
純
粋
思
想
の
国
と
し
て
、
把
握
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
国
は
な
ん
ら
の
覆
い
も
な
く
、
即
自
か
つ
対
自
的
に
あ
る

真
理
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
論
理
学
の
内
容
は
、
自
然
と
有
限
精
神
の
創
造
以
前

の
永
遠
な
本
質
の
中
に
あ
る
、
神
の
叙
述
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（I,S
.44,

上
一
、
三
四
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
論
理
学
は
自
然
と
精
神
の
世
界
の
「
純
粋
な
本
質
性
」

や
「
客
観
的
思
考
」
を
考
察
す
る
が
ゆ
え
に
、
世
界
の
創
造
以
前
の
神
の
叙
述
と
し

て
表
現
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
哲
学
的
学
問
の
方
法
は
論
理
学
そ
の
も
の
の
論
究
に
属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
方
法
は
そ
の
内
容
の
内
的
な
自
己
運
動
の
形
式
に
つ
い
て
の
意
識
」
だ
か
ら
で
あ

る
（1,S

.49 ,

上
一
、
三
九
ペ
ー
ジ
）。

こ
う
し
て
、「
客
観
的
論
理
学
は
、
思
想
に
よ
っ
て
の
み
築
か
れ
る
と
さ
れ
た
世

界
に
つ
い
て
の
学
的
構
築
物
と
し
て
の
、
か
つ
て
の
形
而
上
学
に
代
わ
る
も
の
で
あ

る
」（1,S

.61 ,

上
一
、
五
三
ペ
ー
ジ
）。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
形
而
上
学
を
批
判
し
た
カ

ン
ト
哲
学
と
の
関
係
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
こ
そ
が
、
形
而
上
学
を
構
成
す
る
諸

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
欠
陥
と
矛
盾
を
あ
ば
き
だ
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
乗
り
こ
え
る
諸
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
導
出
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
客

観
的
論
理
学
は
、
思
考
諸
形
式
の
真
の
批
判
」
な
の
で
あ
る
（1,S

.62 ,

上
一
、
五
三

ペ
ー
ジ
）。

以
上
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
性
格
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
説
明
で
あ

る
。

二
　
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
性
格
に
つ
い
て
の

見
田
石
介
氏
の
見
解

以
上
の
よ
う
な
、
論
理
学
＝
形
而
上
学
＝
方
法
論
が
一
体
と
な
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
論

理
学
の
意
義
に
つ
い
て
、
見
田
石
介
氏
は
一
九
七
三
│
七
五
年
の
講
義
（
見
田
石
介

『
ヘ
ー
ゲ
ル
大
論
理
学
研
究
』w

）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
基
本
的
性
格
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
が
た
ん
に
論
理
学

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
形
而
上
学
で
も
あ
り
、
世
界
観
の
学
で
も
あ
る
、
そ
う
い
う

点
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
客
観
的
な
世
界
の
構
造
と
そ
の
運
動
法
則
と
が
語
ら

れ
て
お
り
ま
す
、
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
世
界
の
運
動
の
結
節
点
と
い
う
意
味
を

も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、
形
式
論
理
学
に
は
な
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の

お
も
し
ろ
さ
で
す
。

第
二
に
、
そ
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
く
、
一
つ
の
も
の
か
ら

他
の
も
の
へ
と
、
必
然
的
な
か
た
ち
で
、
弁
証
法
的
に
み
ち
び
き
だ
さ
れ
、
な
ら
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
し
め
る
、
論
理
学
全
体
の

体
系
、
認
識
の
体
系
の
な
か
で
の
位
置
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
こ
の
位
置
づ
け
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
特
殊
な
位
置
と
限
界
も
示
さ
れ
ま
す
か
ら
、
そ

れ
は
同
時
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

第
三
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
あ
つ
か
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
お
そ
ろ
し
く
豊
富
で
、

諸
科
学
で
ふ
つ
う
使
わ
れ
る
も
の
が
全
部
は
い
っ
て
い
ま
す
。
原
因
と
は
な
に
か
、

結
果
と
は
な
に
か
、
根
拠
と
は
な
に
か
、
等
々
。
わ
れ
わ
れ
が
よ
く
知
り
も
せ
ず
使
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っ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
徹
底
的
に
研
究
さ
れ
ま
す
」（『
研
究
』
第
一
巻
、
二
四
ペ

ー
ジ
。
編
集
者
に
よ
る
小
見
出
し
は
省
略
し
た
）。

さ
ら
に
、
見
田
氏
は
、「
こ
う
い
っ
た
点
が
、
と
く
に
わ
れ
わ
れ
に
参
考
に
な
る

の
で
す
が
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
観
念
論
的
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
す
」

（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
見
田
氏
は
、
小
論
で
先
に
見
た
『
大
論
理
学
』「
序

論
」
の
文
章
を
解
説
し
な
が
ら
、「
観
念
論
の
マ
イ
ナ
ス
面
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
論
理
学
は
「
純
粋
学
」
で
あ
る
と
い
う
個
所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
る
。

「
論
理
学
の
と
り
あ
つ
か
う
思
想
は
、
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事

柄
と
お
な
じ
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
の
み
思
想
を
と
り
あ
つ
か
う
。
ま
た

逆
に
い
う
と
、
論
理
学
の
と
り
あ
つ
か
う
客
観
的
な
事
柄
は
、
偶
然
的
な
も
の
で
は

な
く
合
法
則
的
な
も
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
思
想
や
理
性
の
合
法
則
性
と
お
な
じ
も

の
だ
。
こ
う
い
う
ぐ
あ
い
に
み
る
わ
け
で
す
。
す
ば
ら
し
い
思
想
と
ひ
ど
い
観
念
論
、

こ
こ
に
は
こ
の
両
方
が
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
」（
同
、
二
五
ペ
ー
ジ
。「
事
柄
」
は
漢
字

に
直
し
、
改
行
は
省
略
し
た
）。

そ
し
て
見
田
氏
は
、
上
記
の
「
自
然
と
有
限
精
神
の
創
造
以
前
」
の
「
神
の
叙
述
」

に
つ
い
て
は
、「
ま
ず
は
じ
め
に
論
理
と
か
概
念
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
己
発
展
し

て
自
然
と
社
会
が
と
を
生
み
だ
す
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
ま
っ
た
く
転
倒
し
て
い
ま

す
」（
同
）
と
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
「
講
義
」
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
評
価
は
、
見
田
氏
の
以
前
の

論
文
に
比
べ
て
ず
い
ぶ
ん
好
意
的
に
見
え
る
。

見
田
氏
の
連
載
論
文
「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
と
『
資
本
論
』」（
一
九
七
二
年
）e

（
以

下
で
は
「
論
文
」
と
呼
ぶ
）
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
「
形
而
上
学
」

や
「
世
界
観
の
学
」
へ
の
積
極
的
な
評
価
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
研
究
と
い
う
の
は
、
当
然
、
こ
の
観
念
論
の
ま
ち
が
い
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学

の
積
極
的
な
も
の
を
と
り
い
れ
る
こ
と
の
前
提
で
あ
る
」（『
著
作
集
』
第
一
巻
、
一
一

一
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
よ
う
に
、「
論
文
」
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
積
極
的
な
も
の

を
と
り
い
れ
る
こ
と
の
前
提
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
上
記
の
論
理
学

は
「
純
粋
学
」
だ
と
い
う
個
所
に
つ
い
て
、
見
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
二
面
的
な
立
場
を
よ
く
し
め

し
た
言
葉
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
は
、
現
実
の
事
物
を
思
想
と
み
、
思
想
を

あ
た
か
も
現
実
の
事
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
あ
つ
か
う
ま
っ
た
く
神
秘
的
な
観

念
論
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
ほ
か
に
も
事
情
が
あ
っ
た
が
、
な
に
よ

り
も
こ
う
し
た
現
実
の
事
態
と
た
ん
な
る
思
想
と
を
混
同
す
る
観
念
論
に
よ
っ
て
制

限
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
言
葉
は
、
も
う
一
つ
の
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ

ル
論
理
学
の
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
思
惟
形
式
は
た
ん
な
る
主
観
的
な
思
惟
の
形
式

で
は
な
く
客
観
的
内
容
を
も
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
し
め
し
て
お
り
、
し
か

も
こ
の
思
惟
形
式
の
ち
に
現
実
の
事
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
反
映
し
た
い
と
い
う
志
向

を
よ
く
し
め
て
い
る
」（
同
、
一
一
一
│
二
ペ
ー
ジ
）。

そ
し
て
、
後
者
の
面
に
「
唯
物
論
的
な
要
素
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
「
論
文
」
で
は
、
先
に
見
た
「
講
義
」
と
は
異
な
っ
て
、
ま
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
批

判
が
先
行
す
る
。
し
か
も
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、「
思
想
」
と
「
事
柄
」
の
同
一
性

と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
へ
の
評
価
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
講
義
」
で
は
、「
論
理
学
の
と
り
あ
つ
か
う
思
想
は
、
主
観
的
な
も
の
で
は
な

く
、
客
観
的
な
事
柄
と
お
な
じ
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
の
み
思
想
を
と
り

あ
つ
か
う
」
と
い
う
先
に
見
た
、
思
想
と
事
柄
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、「
す
ば
ら

し
い
思
想
と
ひ
ど
い
観
念
論
」
と
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
「
思
想
」
は
「
世
界
の
構
造
と
そ
の
運
動
法
則
」
を
語
る
と
い
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う
世
界
観
的
意
義
が
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
そ
の
「
思
想
」
が

「
現
実
」
と
同
一
視
さ
れ
た
り
、「
思
想
」
が
「
現
実
」
を
創
造
す
る
と
い
う
観
念
論

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
論
文
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
思
想
」
と
「
事
柄
」
と
の
同

一
性
は
、「
思
想
」
と
「
現
実
の
事
物
」
と
の
「
混
同
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
議
論
そ

の
も
の
が
「
神
秘
的
な
観
念
論
」
だ
と
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
ど
の

よ
う
な
積
極
面
が
あ
る
か
と
い
う
と
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
と
り
あ
つ
か
う
思
惟

形
式
」
は
「
客
観
的
内
容
」
を
も
っ
た
も
の
で
、「
現
実
の
事
態
を
あ
り
の
ま
ま
に

反
映
し
た
い
と
い
う
志
向
」
を
も
つ
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
思
想
は
現
実

の
事
物
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
「
形
而
上
学
」
は
観
念
論
で
あ
る
が
、
思
惟
形
式
が

現
実
の
事
態
を
反
映
す
る
と
い
う
、
そ
の
認
識
論
的
側
面
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
は
後
に
示
す
こ
と
に
し
て
、
見
田
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解

釈
の
変
化
を
別
の
側
面
か
ら
も
見
て
み
た
い
。

三
　
有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て

（
ａ
）

有
論
か
ら
本
質
論
へ
の

移
行
に
つ
い
て
の
見
田
氏
の
解
釈

見
田
氏
の
「
論
文
」
と
「
講
義
」
と
の
相
違
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
有

論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
評
価
の
相
違
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
明
瞭
に

な
る
。

見
田
氏
は
、「
論
文
」
で
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
自
己
発
展
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
そ
の
方
法
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
の
特
質
が
よ
く
あ
ら

わ
れ
て
い
る
」（『
著
作
集
』
第
一
巻
、
一
一
二
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
大
論

理
学
』「
本
質
論
」
の
冒
頭
の
次
の
文
章
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

「
有
は
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
。
知
性
は
、
真
理
す
な
わ
ち
有
の
即
自
向
自
的
な

相
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
直
接
的
な
も
の
と
そ
の
諸
規
定
の
も
と
に
と
ど
ま

っ
て
い
な
い
で
、
こ
の
有
の
背
後
に
は
な
お
有
そ
の
も
の
と
は
別
の
或
る
も
の
が
あ

っ
て
、
こ
の
背
後
の
も
の
こ
そ
有
の
真
理
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
有
そ
の

も
の
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
く
。
こ
の
認
識
は
、
媒
介
な
し
に
一
ぺ
ん
に
本
質
の
そ
ば
や

本
質
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
別
の
も
の
で
あ
る
有
か
ら
出
発
し
て
、

そ
の
有
を
越
え
て
い
く
道
、
と
い
う
よ
り
は
有
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
く
道
を
、
あ

ら
か
じ
め
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（2

,S
.13 ,

中
、
三
ペ
ー
ジ
、
訳
文
は

見
田
氏
）。

見
田
氏
は
、
こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「『
有
』
す
な
わ
ち
世
界
の
感
性
的

な
直
接
的
な
認
識
か
ら
本
質
の
認
識
へ
う
つ
っ
た
こ
と
」
を
説
明
す
る
も
の
だ
と
解

釈
し
、「
こ
れ
は
ま
っ
た
く
唯
物
論
と
一
致
す
る
正
し
い
考
え
方
で
あ
る
」（『
著
作
集
』

第
一
巻
、
一
一
三
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
右
の
文
章
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
だ
が
、
こ
の
運
動
を
知
識
の
行
程
と
考
え
る
と
す
る
と
、
こ
の
有
か
ら
の
出
発

と
、
こ
の
有
を
止
場
し
て
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
本
質
に
到
着
す
る
こ
と
ろ

の
進
行
と
は
有
に
対
し
て
外
面
的
で
、
有
自
身
の
本
性
と
は
無
関
係
な
認
識
の
活
動

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
行
程
は
有
自
身
の
運
動
で
あ
る
」

（2
,S

.13 ,

中
、
三
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
対
し
て
、
見
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
れ
は
お
ど
ろ
く
べ
き
急
転
回
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
実
の
ま
っ
た
く
合
理

的
な
世
界
か
ら
い
っ
き
ょ
に
わ
れ
わ
れ
を
神
秘
的
な
天
上
の
世
界
に
つ
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
…
…
こ
こ
で
は
、
有
は
、
事
柄
と
思
想
と
は
同
一
物
だ
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル

の
観
念
論
に
し
た
が
っ
て
二
つ
の
意
味
、
一
つ
は
現
実
の
世
界
、
一
つ
は
観
念
す
な

わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
有
、
と
い
う
意
味
を
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
の
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場
合
は
、
有
自
身
の
運
動
と
は
、
現
実
の
世
界
が
自
分
自
身
で
自
分
を
抽
象
し
分
析

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
身
が
有
か
ら
本
質
へ

移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
劣
ら
ず
神
秘
的
で
あ
る
。」（『
著
作
集
』
第
一
巻
、

一
一
五
ペ
ー
ジ
）。

つ
ま
り
、
有
か
ら
本
質
へ
の
移
行
は
人
間
の
認
識
の
進
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
を
現
実
の
有
自
身
が
自
分
を
分
析
し
た
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
身
が

自
分
で
有
か
ら
本
質
へ
移
行
す
る
と
主
張
し
て
い
る
と
、
見
田
氏
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
の
妥
当
性
の
検
討
は
い
っ
た
ん
保
留
し
て
お
い
て
、
見
田
氏
の
「
講
義
」

で
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。

見
田
氏
は
「
講
義
」
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
同
じ
個
所
を
引
用
し
て
次
の
よ
う

に
言
う
。

「
行
程
が
客
観
的
な
有
自
身
の
運
動
だ
と
か
、
現
象
が
客
観
的
に
本
質
へ
と
い
く

と
か
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
有
自
身
の
運
動
と

い
う
の
は
一
面
で
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
」（『
研
究
』
第
二
巻
、

一
六
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」
に
つ
い
て
、
見
田
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』

で
交
換
価
値
か
ら
価
値
を
見
い
だ
す
例
を
あ
げ
て
、「
現
象
形
態
の
批
判
を
つ
う
じ

て
本
質
に
到
着
す
る
プ
ロ
セ
ス
」
だ
と
言
う
。
見
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
運
動
を
有
自
身
の
運
動
だ
と
い
う
の
は
非
常
に
神
秘
的
で
す
が
、
そ
れ
は
、

こ
の
運
動
は
有
に
た
い
し
て
外
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
で
有
に
た
い
し
て
外
的
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
有
に
矛

盾
す
る
よ
う
な
事
実
、
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
事
実
を
無
視
し
て
真
理
に
い
く
の
で

は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
事
実
を
積
極
的
に
提
出
し
て
、
そ
れ

は
外
見
上
の
こ
と
で
じ
つ
は
こ
う
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
示
す
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
図
で
す
。
そ

れ
を
か
れ
は
観
念
論
者
だ
か
ら
、
有
自
身
の
運
動
だ
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
合
理
的
な
核
心
に
つ
い
て
わ
れ

わ
れ
は
お
お
い
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
こ
の
ば
あ
い
も
、

け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
客
観
的
な
プ
ロ
セ
ス
と

の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
か
れ
の
根
本
的
な
欠
陥
が
で
て
く
る

わ
け
で
す
」（
同
、
一
七
ペ
ー
ジ
）

「
講
義
」
で
は
こ
の
よ
う
に
、「
神
秘
的
」
な
も
の
の
中
に
「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」

や
「
合
理
的
核
心
」
が
積
極
的
に
と
り
だ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
論
文
」
と

「
講
義
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
見
田
氏
自
身
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
た
し
の
論
文
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
と
資
本
論
』（
見
田
石
介
著
作
集
①
所
収
）

で
は
、
有
の
運
動
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
悪
い
面
の
ほ
う
を
い
ろ
い
ろ
と
い
っ
て

い
ま
す
。
こ
ん
に
ち
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
な
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
悪
い
面
が
ず
い

ぶ
ん
と
は
い
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
を
で
き
る
だ
け
表
面

に
だ
そ
う
と
思
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
あ
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
神

秘
的
な
表
現
の
な
か
に
非
常
に
い
い
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
も
い
る
面
に
つ
い
て
あ
ま

り
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
い
ま
か
ら
考
え
る
と
後
味
の
悪
い
と
こ
ろ
が
ず

い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
」（
同
、
二
四
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
よ
う
に
見
田
氏
は
、「
論
文
」
で
は
へ
ー
ゲ
ル
の
悪
い
面
を
い
ろ
い
ろ
言
っ

て
、
い
い
面
を
十
分
に
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、「
後
味
の
悪
い
と
こ
ろ
」

が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、「
論
文
」
で
示
さ
れ
た
有
か
ら

本
質
へ
の
移
行
の
解
釈
を
「
講
義
」
で
見
田
氏
自
身
が
再
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
先
に
見
た
よ
う
に
「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」
や
「
合
理
的
核
心
」
の
指
摘
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
講
義
」
に
お
い
て
も
、「
有
自
身
の
運
動
」
に
つ

い
て
は
、「
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
客
観
的
な
プ
ロ
セ
ス
」
と
の
混
同
が
あ
り
、
こ
れ

が
「
根
本
的
な
欠
陥
」
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
疑
問
は
、
見
田
氏
が
「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」
や
「
合
法
的
な
核
心
」

と
し
て
評
価
す
る
内
容
が
、
同
時
に
「
根
本
的
欠
陥
」
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
点
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で
あ
る
。
有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
が
、
見
田
氏
も
評
価
す
る
よ
う
に
、
現
象
形

態
か
ら
本
質
へ
の
認
識
の
移
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
外
見
上
の
こ
と
は
実
は
こ
う
で

あ
る
」
と
し
て
、
現
象
形
態
と
本
質
と
の
客
観
的
な
関
係
の
把
握
に
な
っ
て
い
る
と

す
る
と
、
そ
れ
は
、
認
識
の
過
程
が
客
観
的
な
関
係
を
把
握
し
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
は
た
し
て
「
認
識
の
プ
ロ
セ
ス
と
客
観
的
な
プ
ロ
セ
ス

と
の
混
同
」
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
が

「
有
自
身
の
運
動
」
を
表
現
さ
れ
て
い
る
意
味
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

（
ｂ
）
有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
私
見

私
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
見

田
氏
が
「
講
義
」
で
意
義
を
認
め
た
「
形
而
上
学
」
や
「
世
界
観
の
学
」
の
側
面
か

ら
、
つ
ま
り
「
客
観
的
な
世
界
の
構
造
と
そ
の
運
動
法
則
」
の
把
握
と
い
う
側
面
か

ら
、
別
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
こ
の
運
動
を
知
識
の
行
程
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
、
こ
の
有
を
始
元
と
す
る
こ

と
、
お
よ
び
こ
の
有
を
止
場
し
て
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
本
質
に
達
す
る
進

行
は
、
有
に
対
し
て
外
面
的
で
、
有
の
固
有
の
本
性
と
は
無
関
係
な
認
識
の
活
動
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
行
程
は
有
自
身
の
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
行
程
に
お
い

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
有
が
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
自
己
を
内
化
し
（sich

erin
n

ern

）、
こ
の
自
己
内
行
（In

sich
geh

en

）
を
通
し
て
本
質
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」（II,S

.13,

中
、
三
ペ
ー
ジ
）。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
有
論
で
は
、
直
接
的
な
諸
規
定
の
内
容
と
、

有
論
に
特
有
な
「
移
行
」
の
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
、「
質
」
と
「
量
」
と
を
関
係

さ
せ
る
「
度
量
」
の
論
理
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
有
論
に
は
関
係
や
媒
介

の
固
有
の
論
理
は
な
い
。
そ
こ
で
、「
有
」
の
直
接
性
を
超
え
て
、
さ
ら
に
媒
介
や

関
係
そ
の
も
の
の
論
理
の
解
明
が
次
の
課
題
と
な
る
。
し
か
も
媒
介
や
関
係
の
固
有
の

論
理
は
、「
有
」
の
領
域
を
超
え
て
、「
有
」
の
背
後
に
あ
る
「
本
質
」
の
領
域
と
し
て

解
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
有
」
は
「
本
質
」
へ
の
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
行
程
は
、
確
か
に
「
有
」
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
析
し
、
ま
た
関
係
や
媒
介

を
と
ら
え
る
よ
り
高
次
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
出
す
「
認
識
」
の
過
程
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
認
識
は
「
有
」
そ
の
も
の
と
は
無
関
係
な
、
有
に
と
っ
て
外
面
的
な
過
程

で
は
な
い
。
論
理
的
分
析
が
進
行
す
る
と
、
出
発
点
で
「
有
」
が
示
し
て
い
た
直
接

的
な
規
定
と
は
異
な
り
、
よ
り
複
雑
で
よ
り
媒
介
的
な
規
定
を
、「
有
」
自
身
が
示

す
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
有
論
の
「
質
」
の
領
域
で
も
、
純
粋
な
「
有
」
の
分
析
は

純
粋
な
「
無
」
を
示
し
、
そ
の
両
者
の
統
一
が
「
成
」
を
示
す
。「
成
」
の
成
果
は

規
定
さ
れ
た
有
と
し
て
の
「
定
有
」
と
な
り
、「
定
有
」
と
し
て
の
「
或
る
も
の
」

は
「
他
の
も
の
」
へ
と
移
行
す
る
。「
定
有
」
と
し
て
限
界
を
も
っ
た
「
有
限
」
は

自
ら
を
越
え
て
「
無
限
」
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
有
限
と
無
限
と
が
対
立
す
る
「
悪
無

限
」
が
生
じ
る
が
、「
悪
無
限
」
の
矛
盾
は
無
限
と
有
限
と
を
統
一
し
た
「
真
無
限
」

に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
そ
し
て
他
の
も
の
に
関
わ
り
な
が
ら
自
己
に
と
ど
ま
る

「
有
」
は
「
向
自
有
」（F

ü
r sich

sein

）
と
し
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
過
程

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
決
し
て
「
有
」
と
は
無
関
係
な
、「
有
」
に
と
っ

て
外
面
的
な
行
程
で
は
な
い
。
当
初
は
ま
っ
た
く
単
純
で
直
接
的
で
あ
っ
た
「
有
」

が
、
そ
の
分
析
と
展
開
を
通
し
て
よ
り
複
雑
で
よ
り
媒
介
さ
れ
た
諸
規
定
を
示
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
有
」
の
領
域
を
超
え
て
「
本
質
」
へ
の
移
行
す
る
の

も
、
ま
さ
に
「
有
」
自
身
の
示
す
本
性
に
よ
る
の
で
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
「
有
」
の
「
内
化
」
で
あ
り
「
自
己
内
行
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
の
進
行
と
現
実
と
の
か
か
わ
り
を
、
一
つ
の
具
体
例
で
考
え

て
み
よ
う
。
私
た
ち
が
普
段
は
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
る
森
を
探
索
す
る
と
す
る
。
森
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に
入
っ
て
い
く
と
、
大
小
の
さ
ま
ざ
ま
な
草
木
や
動
物
な
ど
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ

れ
は
新
し
い
認
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
私
た
ち
の
認
識
が
つ
く
り
出
し
た
も

の
で
は
な
い
。
森
自
身
が
も
っ
て
い
る
生
態
系
の
姿
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
森

の
中
に
あ
る
鍾
乳
洞
に
入
っ
て
い
く
と
、
森
を
つ
く
っ
て
い
る
石
灰
岩
層
が
地
下
水

に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、
む
き
出
し
に
な
っ
た
森
の
地

層
を
調
べ
れ
ば
、
そ
の
地
質
構
造
も
分
か
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
森
そ
の
も
の
や
森

の
本
性
に
と
っ
て
決
し
て
外
面
的
な
認
識
の
過
程
で
は
な
い
。
森
の
生
態
系
も
地
層

の
構
造
も
、
す
べ
て
森
自
身
が
示
す
構
造
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
有
」
の
「
内
化
」
や
「
自
己
内
行
」
と
し
て
言
い
た
か
っ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
論
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

現
実
世
界
を
認
識
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
現
実
世

界
の
論
理
構
造
を
示
す
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
論
理
的
展
開
に

よ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
示
さ
れ
る
現
実
の
構
造
を
提
示
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開
に
よ
る
論
理
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
そ
の

ま
ま
現
実
の
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
あ
げ

た
「
有
論
」
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開
過
程
は
、
決
し
て
現
実
の
運
動
の
過
程
で
は

な
い
。
む
し
ろ
現
実
の
構
造
を
示
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
論

か
ら
本
質
論
へ
と
進
む
論
理
的
移
行
も
、
現
実
の
世
界
が
「
有
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ

け
で
は
把
握
で
き
ず
、「
本
質
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
論
理
構
造
を
も
つ
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
見
田
氏
が
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
根
本
的
欠
陥
と
し
て
あ

げ
る
「
論
理
の
あ
ゆ
み
と
現
実
の
あ
ゆ
み
の
の
混
同
」
な
い
し
「
論
理
の
過
程
と
現

実
の
過
程
と
の
混
同
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い

と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
で
「
論
理
と
歴
史
と
の
一
致
」
な
い

し
「
認
識
過
程
と
現
実
過
程
と
の
一
致
」
と
い
う
誤
解
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
を
根

拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
見
田
氏
は
、
そ
れ
は
悪
し
き
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
論
理
の
あ
ゆ
み
と
現
実
の
あ
ゆ

み
と
の
混
同
」
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
ヘ

ー
ゲ
ル
自
身
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
論
理
の
過
程

は
現
実
の
構
造
を
把
握
す
る
」
と
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
ヘ

ー
ゲ
ル
論
理
学
の
合
理
的
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
先
に
保
留
し
て
お
い
た
、『
大
論
理
学
』「
序
論
」
で
の
「
思

想
」
と
「
事
柄
」
と
の
同
一
性
に
つ
い
て
も
、
合
理
的
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
は
、「
思
想
」
が
把
握
す
る
現
実
の
「
事
柄
」
を
内
容

と
し
、
ま
た
「
事
柄
」
を
把
握
し
た
「
思
想
」
の
諸
連
関
が
論
理
学
の
体
系
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
思
想
」
と
「
現
実
」
の
一
致
は
必
ず
し
も
、
そ
の
混
同
を

意
味
し
な
い
。
い
わ
ん
や
「
論
理
の
あ
ゆ
み
」
が
そ
の
ま
ま
「
現
実
の
あ
ゆ
み
」
で

あ
る
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
も
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
意
味
で
、
見
田
石
介
氏
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
が
「
論
理
の
過
程
＝
現
実
の
過

程
説
」
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
私
見
は
「
論
理
の
過
程
＝
現
実
の
構
造
説
」
と
呼
ん
で

よ
い
と
思
わ
れ
る
。

四
　
本
質
論
か
ら
概
念
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て

（
ａ
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
と
見
田
石
介
氏
の
解
釈

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
論
理
と
現
実
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
本
質
論
か
ら
概

念
論
へ
の
移
行
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
移
行
の
論
理
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ

う
に
言
う
。

「
有
と
本
質
と
を
考
察
す
る
客
観
的
論
理
学
は
、
本
来
、
概
念
の
発
生
的
提
示
を

な
す
。
こ
れ
を
さ
ら
に
言
え
ば
、
実
体
は
す
で
に
実
在
的
な
本
質
で
あ
り
、
あ
る
い

は
有
と
合
一
し
て
現
実
性
の
中
に
入
っ
た
限
り
に
お
け
る
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
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て
、
概
念
は
実
体
を
そ
の
直
接
的
な
前
提
と
し
て
も
つ
の
で
あ
り
、
概
念
が
顕
現
し

た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
体
は
そ
の
即
自
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
体
の
因
果

性
と
交
互
作
用
と
を
通
じ
て
の
弁
証
法
的
運
動
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
概
念
の
直
接
的
な

発
生
（G

en
esis

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
概
念
の
生
成
（W

erden

）
が
叙
述
さ

れ
る
。
け
れ
ど
も
、
概
念
の
生
成
は
、
生
成
一
般
の
場
合
と
同
様
に
、
移
行
し
て
い

く
も
の
の
そ
の
根
拠
へ
の
反
省
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
ま
た
最
初
の
も
の
が
移
行
し

て
い
っ
た
と
こ
ろ
の
、
は
じ
め
は
一
見
他
者
と
見
え
る
も
の
が
、
こ
の
最
初
の
も
の

の
真
理
を
な
す
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
概
念
は
実
体
の
真
理

で
あ
る
」（2

,S
.245f.,

下
、
六
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
議
論
に
つ
い
て
、
見
田
石
介
氏
は
「
論
文
」
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
概
念
的
な
認
識
も
す
ぐ
に
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
低
い
本
質
的
認
識

の
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
さ
を
わ
れ
わ
れ
が
痛
感
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
だ
け
え
ら
れ
る
、

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
真
理
と
し
て
の
概
念
を
あ
た
え
ら
れ
て
そ
の
形
骸
だ
け
を

え
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
因
果
性
と
交
互
作
用

と
を
通
じ
て
の
実
体
の
弁
証
法
的
運
動
』
と
い
う
の
は
、
こ
の
本
質
的
認
識
の
ゆ
き

づ
ま
り
を
感
じ
て
概
念
的
認
識
へ
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
発
生
的
展
開
と
い

う
の
は
、
マ
ル
ク
ス
の
貨
幣
の
発
生
的
展
開
と
同
じ
に
、
そ
の
定
在
の
必
然
性
を
そ

の
い
か
に
し
て
、
な
ぜ
、
な
に
に
よ
っ
て
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
弁
証
法
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
実
体
、
因
果
性
な
ど

の
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
さ
は
い
っ
た
い
だ
れ
が
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
実
体
や
因
果
性
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
、
し
か
も

本
質
的
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
れ
が
現
実
の
弁
証
法
的
な
事
態
に
ぶ
つ
か
っ
て

そ
の
説
明
に
窮
し
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
と
思
想
を
混
同
す
る
ヘ
ー

ゲ
ル
の
観
念
論
は
、
こ
れ
が
な
に
か
概
念
自
身
の
仕
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
て
、

だ
が
マ
ル
ク
ス
の
た
と
え
ば
貨
幣
の
発
生
的
展
開
の
よ
う
な
客
観
的
な
過
程
の
場
合

と
こ
れ
は
ち
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
体
は
概
念
の
『
即
自
的
な
も
の
』

（
萌
芽
）
だ
と
す
る
の
で
あ
る
」（『
著
作
権
』
第
一
巻
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
）。

ま
た
、
見
田
氏
は
、「
本
質
的
認
識
の
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
さ
」
か
ら
「
概
念
的
認
識
」

の
移
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

「
そ
れ
〔
本
質
的
認
識
〕
は
ま
だ
、
二
元
的
な
見
方
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
が
相

互
制
約
し
、
相
互
作
用
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
有
機
的
統
一
性
、
個
別
性
と
い

う
も
の
を
と
ら
え
て
い
な
い
し
、
原
因
と
結
果
と
い
う
見
方
も
、
ま
だ
、
二
つ
の
も

の
の
関
係
で
あ
っ
て
、
目
的
の
主
観
と
か
発
展
と
か
い
う
一
つ
の
事
態
を
つ
か
む
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
こ
れ
ら
の
関
係
の
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
さ
が
あ
る
が
、
じ
つ
は

概
念
的
認
識
こ
そ
本
質
的
認
識
の
真
理
で
あ
り
、
根
底
で
あ
っ
て
後
者
は
た
ん
に
そ

の
モ
メ
ン
ト
、
一
側
面
、
表
面
の
現
象
形
態
に
す
ぎ
な
い
、
と
み
る
の
が
、
本
質
か

ら
概
念
の
移
行
で
あ
る
」（
同
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
）。

こ
の
よ
う
に
見
田
氏
は
、
実
体
・
因
果
・
相
互
作
用
な
ど
の
本
質
的
認
識
の
不
十

分
性
の
認
識
か
ら
、
よ
り
高
次
の
概
念
的
認
識
へ
と
、
人
間
の
認
識
が
移
行
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
現
実
と
思
想
を
混
合
す
る
」
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
移
行
を
概
念

自
身
の
仕
事
だ
と
と
ら
え
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
に
見
た
有
論
か

ら
本
質
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
「
論
文
」
で
の
評
価
と
同
じ
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
批

判
の
認
識
論
的
過
程
は
「
重
要
な
弁
証
法
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
現
実
の
客
観
的
過

程
と
と
ら
え
る
こ
と
は
「
観
念
論
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
概
念
論
」
に
つ
い
て
は
見
田
氏
の
「
論
文
」
と
「
講
義
」
の
比
較
は
で

き
な
い
。
見
田
氏
は
「
本
質
論
」
ま
で
の
講
義
を
終
え
た
直
後
に
逝
去
さ
れ
た
。
も

し
も
、
見
田
氏
が
「
概
念
論
」
ま
で
「
講
義
」
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
先
に
み
た

有
論
か
ら
本
質
論
へ
の
移
行
の
再
検
討
と
同
じ
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
「
形
而
上

学
」
や
「
世
界
観
の
学
」
と
し
て
の
側
面
を
ふ
ま
え
て
、「
客
観
的
な
世
界
の
構
造

と
そ
の
運
動
法
則
」
と
い
う
側
面
か
ら
の
解
釈
も
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
さ
い
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
論
理
の
過
程
と
現
実
の
過
程
を
混
同
し
た
」
と
い
う
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批
判
は
維
持
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
ｂ
）
本
質
論
か
ら
概
念
論
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
私
見

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
本

質
論
か
ら
概
念
論
へ
の
移
行
に
お
い
て
も
、
認
識
の
過
程
と
現
実
の
過
程
と
を
混
同

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
も
っ
ぱ
ら
実
体
・
因

果
性
・
交
互
作
用
の
不
十
分
性
の
認
識
に
基
づ
い
て
、
よ
り
高
い
認
識
と
し
て
概
念

へ
と
移
行
し
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
実
体
の
因
果
性
と
交
互
作
用
と
を
通
じ
た
弁
証
法
的
運
動
」
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
実
体
は
そ
の
反
対
者
の
中
に
お
い
て
の
み
自
己
自
身
と
同
一
な
の
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
の
こ
と
が
二
つ
の
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
た
実
体
の
絶
対
的
な
同
一
性
を
な

す
。
…
…
原
因
は
自
分
自
身
の
他
者
〔
結
果
〕
の
中
で
、
そ
の
ま
ま
た
だ
自
分
と
合

致
す
る
。
…
…
交
互
作
用
は
、
原
因
が
原
因
と
し
て
あ
る
因
果
性
の
仮
象
の
啓
示
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
象
〔
実
体
の
二
元
性
〕
が
仮
象
で
あ
る
こ
と
の
啓
示
で
あ
る
。

こ
の
無
限
な
自
己
自
身
へ
の
反
省
が
、
す
な
わ
ち
即
自
か
つ
向
自
有
は
そ
れ
が
定
立

さ
れ
た
有
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
体
の
完

成
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
体
の
完
成
は
も
は
や
実
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
高

次
の
も
の
で
あ
り
、
概
念
で
あ
り
、
主
体
で
あ
る
」（II,S

.248f.,

下
、
九
ペ
ー
ジ
〔

〕

内
は
牧
野
の
補
足
）。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
本
質
論
」
の
「
絶
対
的
相
関
」
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
、
実

体
が
偶
有
の
変
化
を
通
じ
て
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
「
実
体
性
の
相
関
」
を
論
じ
た
。

そ
し
て
第
二
に
、
能
動
的
実
体
が
原
因
と
な
っ
て
作
用
し
て
、
受
動
的
実
体
を
結
果

と
し
て
産
出
す
る
「
因
果
性
」
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
第
三
に
、
能
動
的
実
体
は
受
動

的
実
体
を
産
出
す
る
だ
け
で
な
く
、
受
動
的
実
体
が
能
動
的
実
体
に
反
作
用
し
、
実

体
が
相
互
に
作
用
し
合
う
「
交
互
作
用
」
を
論
じ
た
。
こ
の
過
程
の
展
開
は
、
実
体

は
自
己
の
他
者
の
中
で
自
己
と
合
致
し
、
能
動
的
実
体
も
そ
れ
自
身
で
自
立
的
で
あ

る
の
で
は
な
く
、
実
体
相
互
の
関
係
の
中
で
定
立
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
こ
か
ら
、
他
者
へ
の
関
係
と
自
己
へ
の
関
係
と
を
統
一
し
た
実
体
の
論
理
が
し
だ

い
に
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
二
つ
の
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
た
実
体
の
絶
対

的
な
同
一
性
」
を
示
す
論
理
で
あ
り
、
よ
り
高
度
な
「
一
つ
の
実
体
」
の
論
理
と
な

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
実
体
の
完
成
は
、
も
は
や
実
体
そ
の
も
の
で
は
な

く
、「
概
念
」
で
あ
り
、「
主
体
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
移
行
の

論
理
を
経
て
、「
概
念
論
」
で
は
、「
概
念
」
の
自
己
同
一
性
（
普
遍
性
）
・
他
者
と

の
関
係
性
（
特
殊
性
）
・
両
者
の
統
一
性
（
個
別
性
）
と
い
う
三
契
機
か
ら
把
握
さ

れ
、
そ
の
よ
う
な
「
主
体
」
の
論
理
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
概
念
へ
の
移
行
の
論
理
は
、
は
た
し
て
も
っ
ぱ
ら
実
体
・
因
果

性
・
相
互
作
用
の
不
十
分
性
を
認
識
し
て
よ
り
高
い
概
念
を
認
識
す
る
過
程
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
は
た
し
て
「
認
識
の
過
程
と
現
実
の
過
程
と
の
混
同
」
で
あ

ろ
う
か
。
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。「
実
体
性
の
相
関
」
は
、
実
体
と
偶
有

と
の
関
係
を
示
す
論
理
で
あ
り
、
現
実
の
実
体
の
あ
り
方
を
把
握
す
る
論
理
で
も
あ

る
。「
因
果
性
」
は
、
原
因
が
結
果
を
産
出
す
る
こ
と
を
把
握
す
る
論
理
で
あ
る
。

「
因
果
性
」
を
も
っ
ぱ
ら
主
観
的
認
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
理
解
す
る
ヒ
ュ
ー
ム

や
カ
ン
ト
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
確
な
批
判
的
意
識
を
も
っ
て
い
た
。「
因
果

性
」
は
現
実
の
関
係
で
あ
る
。「
交
互
作
用
」
は
実
体
相
互
の
作
用
と
反
作
用
お
よ

び
相
互
作
用
を
把
握
す
る
論
理
で
あ
る
。
そ
し
て
現
実
の
世
界
は
「
実
体
・
因
果

性
・
交
互
作
用
」
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
絶
対
的
相
関
」
の

諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
世
界
を
認
識
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
世
界
が
そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
客
観
的
な
構
造
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
実
体→

因
果
性→

交
互
作
用
」
と
い
う

論
理
の
進
展
は
、「
実
体
・
因
果
性
・
交
互
作
用
」
と
い
う
現
実
の
構
造
を
把
握
す
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る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
展
開
に
よ
る
「
論
理
の
過
程
＝
現
実
の

構
造
」
の
把
握
は
あ
っ
て
も
、「
思
想
と
現
実
と
の
混
同
」
も
「
認
識
の
過
程
と
客

観
的
過
程
と
の
混
同
」
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、「
実
体→

因
果
性→

交
互
作
用
」
へ
と
進
展
す
る
論
理
の
過
程
に
よ
っ

て
、
本
質
論
に
特
有
な
二
元
的
構
造
を
超
え
て
、
他
者
へ
と
関
係
し
な
が
ら
自
己
へ

と
関
係
す
る
よ
り
高
次
な
実
体
、
す
な
わ
ち
「
概
念
」
や
「
主
体
」
を
把
握
す
る
論

理
的
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
実
体
は
す

で
に
「
即
自
的
に
は
」
概
念
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的

過
程
を
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
実
体
の
因
果
性
と
交
互
作
用
を
通
じ
て
の
弁
証
法
的
運
動
」

と
言
い
、
そ
れ
が
「
概
念
の
生
成
の
叙
述
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

見
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
『
資
本
論
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
、
商

品
か
ら
貨
幣
が
現
実
に
「
生
成
す
る
」
過
程
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
い
て
実
体

か
ら
概
念
が
論
理
的
に
「
生
成
す
る
」
過
程
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
し
か
し
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、「
実
体
・
因
果
性
・
交
互
作
用
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
析
し
、
関
連
づ
け

る
論
理
的
過
程
か
ら
、
し
だ
い
に
他
者
へ
の
関
係
と
自
己
へ
の
関
係
と
を
統
一
す
る

「
概
念
」
を
把
握
す
る
手
が
か
り
を
獲
得
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
論
理
的
過
程
を

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
概
念
の
発
生
」
や
「
概
念
の
生
成
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
発
生
」
や
「
生
成
」
の
意
味
を
明
確
に
す
れ
ば
、「
思
想
と
現
実
と
の
混
同
」

も
「
認
識
の
過
程
と
客
観
的
過
程
と
の
混
同
」
も
起
こ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

五
　
ま
と
め

小
論
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
論
理
と
現
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
見
田
石
介

氏
の
見
解
を
検
討
し
な
が
ら
私
見
を
述
べ
た
。
私
見
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
特

有
の
論
理
展
開
や
用
語
法
を
理
解
す
れ
ば
、「
論
理
の
過
程
は
現
実
の
構
造
を
把
握

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
は
、
見
田
氏
が
批
判
す
る
よ
う
な
「
思

想
と
現
実
と
の
混
同
」
で
も
「
論
理
の
あ
ゆ
み
と
現
実
の
あ
ゆ
み
と
の
混
同
」
で
も

な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
積
極
的
側
面
を
い
っ
そ
う
明
ら

か
に
し
　
、
そ
こ
か
ら
大
い
に
学
ぶ
た
め
に
も
、
見
田
氏
が
「
講
義
」
で
論
じ
た
よ

う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
、「
形
而
上
学
」
＝
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
批
判
の
体

系
」
＝
「
学
問
方
法
論
」
と
い
う
側
面
を
統
一
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
に
お
け
る
観
念
論
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
ど
の
よ
う

に
批
判
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
重

要
な
手
が
か
り
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』「
第
二
版
後
書
き
」（
一
八
七
三

年
）r

で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
私
の
弁
証
法
的
方
法
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
根
本
的
に
（G

ru
n

dlage
n

ach

）

異
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
は
、
彼
が
理
念
（Idee

）
と
い
う
名
の
も
と
に
一
つ
の
自
立
的
な
主
体
に
ま

で
転
化
し
さ
え
し
た
思
考
過
程
が
、
現
実
的
な
も
の
の
創
造
者
（D

em
iu

rg

）
で
あ

っ
て
、
現
実
的
な
も
の
は
た
だ
そ
の
外
的
現
象
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
私
に
と
っ
て

は
反
対
に
、
観
念
的
な
も
の
は
、
人
間
の
頭
脳
の
中
で
置
き
換
え
ら
れ
、
翻
訳
さ
れ

た
物
質
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（S

.27,

①
二
八
ペ
ー
ジ
）。

こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
へ
の
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
理
学
を
「
自
然
と
有

限
精
神
の
創
造
以
前
の
永
遠
な
本
質
の
中
に
あ
る
、
神
の
叙
述
」
で
あ
る
と
表
現
し

た
こ
と
に
対
応
す
る
。
も
と
も
と
人
間
の
思
考
過
程
で
あ
る
論
理
を
「
理
念
」
と
い

う
自
立
的
な
「
主
体
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
が
世
界
を
創
造
す
る
神
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
、
こ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
イ
デ
ア
」
が
世
界

の
原
型
と
な
り
、
世
界
を
創
造
す
る
「
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
」
と
な
る
と
し
た
プ
ラ
ト
ン

の
観
念
論
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
は
る
か
に

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
現
実
を
と
ら
え
る
論
理
を
研
究
し
た
。
し
か
し
や
は
り
こ
の
論
理

を
、
神
の
世
界
創
造
の
た
め
の
設
計
図
の
よ
う
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
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観
念
論
が
、
矛
盾
に
満
ち
た
世
界
を
と
ら
え
る
弁
証
法
を
駆
使
し
な
が
ら
、
そ
れ
を

「
宥
和
」
が
支
配
す
る
世
界
の
解
釈
へ
と
導
い
た
。
こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
の
ヘ
ー
ゲ
ル

批
判
が
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
人
間
の
思
考
過
程
は
、
物
質
的
な
現
実
を
観
念
に
転
換
し

て
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
人
間
の
思
考
は
決
し
て
世
界
を
創
造
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
単
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
思
考
が
つ
く

り
出
す
概
念
も
、
世
界
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
客
観
的
な
意
味
を

も
つ
。
こ
の
よ
う
な
唯
物
論
の
立
場
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
の
方
法
を
確

立
す
る
に
あ
た
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
大
い
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
合
理
的
核
心
を
分
か
り

や
す
く
論
じ
た
著
作
を
書
き
た
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
観
念
論
を
批
判
し
な
が
ら
、
そ
の
豊
か
な
内
容
を

取
り
出
す
作
業
は
、
今
日
も
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

向
井
俊
彦
氏
も
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
を
唯
物
論
的
に
研
究

す
る
上
で
、
見
田
石
介
氏
の
業
績
は
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
の
研
究
で
少
し

で
も
前
進
す
る
こ
と
は
、
見
田
理
論
の
強
力
な
支
持
者
で
あ
っ
た
向
井
俊
彦
氏
と
は

や
や
異
な
る
結
論
を
導
き
出
す
と
し
て
も
、
大
き
な
意
味
で
は
、
向
井
俊
彦
氏
の
遺

志
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
『
大
論
理
学
』
上

一
・
二
、
中
、
下
、
武
市
建
人
訳
、
岩
波
書
店
、
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
書
の
巻

数
と
ペ
ー
ジ
数
、
訳
書
の
巻
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
い
る
。

w

見
田
石
介
『
ヘ
ー
ゲ
ル
大
論
理
学
研
究
』
全
三
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
七
九
│
八

○
年
。
引
用
で
は
『
研
究
』
と
略
記
し
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。

e

『
見
田
石
介
著
作
集
』
第
一
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
七
六
年
、
所
収
。
引
用
で
は

『
著
作
集
』
と
略
記
し
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。

r
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カ
ー
ル
・
マ
ル
ク

ス
『
資
本
論
』
新
日
本
出
版
社
、
新
書
版
。
引
用
で
は
、
原
書
の
ペ
ー
ジ
数
と
分
冊

数
と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
い
る
。

（
阪
南
大
学
教
授
）


