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は
じ
め
に

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
「
流
動
性
」

﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
﹂
と
聞
い
て
︑
皆
さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
本
書
は
予
備
知
識

を
前
提
と
し
な
い
入
門
書
で
あ
る
か
ら
︑
全
く
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
と
い
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑

哲
学
に
興
味
の
あ
る
読
者
の
皆
さ
ん
に
は
︑﹁
西
洋
近
代
哲
学
を
完
成
す
る
壮
大
な
体
系
を
打
ち
立
て
た
哲
学

者
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
だ
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

実
は
こ
の
﹁
体
系
の
完
成
者
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
︑
一
九
九
〇
年
代
に
は
す
で
に
研
究
者
の
間
で
は
過
去

の
も
の
と
な
っ
て
い
た＊

１

︒
そ
れ
で
も
︑﹁
デ
カ
ル
ト
が
創
始
し
た
合
理
論
的
な
近
代
哲
学
と
︑
そ
の
対
抗
馬
た

る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
を
カ
ン
ト
が
総
合
し
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
を
改
良
︑
完
成
さ
せ
た
︒

こ
れ
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
ら
マ
ル
ク
ス
︑
ニ
ー
チ
ェ
を
経
て
現
代
へ
と
連
な
る
現
代
哲
学
が
展
開
さ
れ
た
﹂

と
い
う
教
科
書
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
図
式
的
な
わ
か
り
や
す
さ
に
は
︑
抗あ

ら
がい
が
た
い
魅
力
が
あ
る
︒
こ
の
ス
ト

ー
リ
ー
が
︑﹁
カ
レ
ー
と
と
ん
か
つ
を
合
わ
せ
て
カ
ツ
カ
レ
ー
を
作
る
よ
う
に
︑
あ
る
テ
ー
ゼ
︵
正
︶
と
︑
そ
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れ
に
対
立
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
︵
反
︶
を
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン

し
て
︑
総
合
的
な
ジ
ン
テ
ー
ゼ
︵
正
︶
へ
と
至
る
︒
ヘ
ー
ゲ

ル
は
こ
れ
を
弁
証
法
と
し
て
定
式
化
し
た
﹂
と
い
う
単
純
化

さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
と
︑
ど
う
し
て

も
﹁
西
洋
近
代
哲
学
の
完
成
者
ヘ
ー
ゲ
ル
﹂
と
い
う
幻
想
が

復
活
し
て
き
て
し
ま
う
︒

　

西
洋
近
代
哲
学
の
完
成
者
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

根
強
い
の
に
は
︑
こ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
理
由
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
完
成
者
﹂
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ

ル
像
に
代
わ
る
︑
新
た
な
わ
か
り
や
す
い
ヘ
ー
ゲ
ル
像
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
実
は
何

か
を
完
成
し
て
な
ど
い
な
い
の
だ
と
し
た
ら
︑
結
局
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？　

そ
れ
を
つ
か
む

た
め
の
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
す
ら
な
い
状
況
が
続
け
ば
︑
一
握
り
の
研
究
者
を
除
く
多
く
の
人
々
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か

ら
関
心
を
失
っ
て
し
ま
う
の
も
無
理
は
な
い
︒
そ
の
結
果
︑﹁
完
成
者
﹂
と
い
う
古
い
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
︑
い

ま
だ
に
一
人
歩
き
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

私
は
本
書
で
︑
そ
の
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
と
し
て
︑﹁
流
動
化
す
る
︑
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
体
系
を
作
ろ
う
と
し

た
哲
学
者
﹂
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
像
を
提
案
し
た
い
︒
も
ち
ろ
ん
私
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
一
言
で
要
約
す
る
こ

ヘーゲル（1770〜1831）
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と
が
い
か
に
乱
暴
な
こ
と
か
は
理
解
し
て
い
る
︒
実
際
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
は
︑
こ
の
言
葉
だ
け
で
は
汲く

み
尽

く
せ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
る
︒
そ
れ
で
も
︑
新
た
な
入
門
者
に
と
っ
て
は
︑
ど
う
し
て
も
﹁
取
っ
か
か

り
﹂
と
な
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
必
要
だ
︒
そ
し
て
入
門
書
の
使
命
の
一
つ
は
︑
そ
の
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
を
提

供
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

い
ま
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
と
言
っ
た
が
︑
こ
の
言
葉
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
一
言
に
要
約
し
て
し
ま
う
こ
と
へ

の
逡し

ゆ
ん

巡じ
ゆ
んを
表
現
す
る
た
め
に
選
択
し
た
も
の
で
も
あ
る
︒
く
れ
ぐ
れ
も
︑
本
書
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
全
て
を

最
終
的
に
明
ら
か
に
し
た
︑
と
は
受
け
止
め
な
い
よ
う
︑
注
意
し
て
ほ
し
い
︒
本
書
が
提
示
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
像

は
︑
皆
さ
ん
一
人
一
人
が
自
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
と
格
闘
し
︑
自
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
像
を
作
り
上
げ
る
た
め

の
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
に
す
ぎ
な
い
︒

な
ぜ
「
流
動
性
」
か

　

そ
れ
に
し
て
も
︑
な
ぜ
流
動
性
が
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
本
書
の
全
体
を
通
じ
て
論
じ
て

い
く
課
題
で
は
あ
る
の
だ
が
︑
あ
ら
か
じ
め
大
雑
把
な
イ
メ
ー
ジ
の
次
元
で
︑
こ
の
概
念
に
注
目
す
る
理
由
を

示
し
て
お
き
た
い
︒

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
難
し
い
︒
私
事
で
恐
縮
だ
が
︑
地
方
の
公
立
高
校
で
受
験
勉
強
し
か
し
て
い
な
か

っ
た
私
が
初
め
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
を
開
い
た
の
は
︑
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
︒﹃
精
神
現
象
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学
﹄
の
序
文
と
序
論
の
難
し
さ
に
辟へ
き

易え
き

し
て
読
み
飛
ば
し
︑﹁
感
覚
的
確
信
﹂
と
題
さ
れ
た
本
論
に
進
む
と
︑

こ
れ
が
輪
を
か
け
て
読
み
に
く
い
︒
世
界
に
は
こ
ん
な
に
も
難
し
い
書
物
が
存
在
す
る
の
か
と
︑
そ
し
て
人
間

は
こ
ん
な
に
も
読
み
に
く
い
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
驚
い
た
︒
そ
も
そ
も
文
章
を
読
ん
で
い
る
よ

う
に
す
ら
思
わ
れ
ず
︑
か
ろ
う
じ
て
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
わ
か
る
︑
そ
ん
な
感
覚
を
味

わ
っ
た
︒
卒
業
論
文
こ
そ
暗
中
模
索
の
中
で
ど
う
に
か
書
き
上
げ
た
も
の
の
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
﹁
読
ん
で
い
る
﹂

と
い
う
感
覚
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
修
士
論
文
を
書
き
上
げ
た
こ
ろ
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
︒

　

し
か
し
︑
こ
こ
か
ら
が
重
要
な
の
だ
が
︑﹁
読
め
る
﹂
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
﹁
読
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
﹂
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
︑
現
在
に
至
る
ま
で
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
は
︑
ほ
か
の

著
者
の
著
作
を
読
む
と
き
と
は
異
な
る
︑
独
特
の
感
覚
が
伴
っ
て
い
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
ん
で
い
る
と
︑
文
字

や
文
章
そ
の
も
の
が
︑
モ
ゾ
モ
ゾ
と
動
き
出
す
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
の
だ
︒
こ
れ
は
︑
ほ
か
の
多
く
の
哲

学
者
の
テ
ク
ス
ト
や
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
文
章
一
般
を
読
む
と
き
に
は
な
い
感
覚
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
実

際
に
文
字
が
動
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
そ
の

ま
ま
文
章
に
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
じ
概
念
を
何
度
も
何
度

も
検
討
し
︑
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒
油
断
し
て
い
る
と
︑
同
じ
言
葉
が

│
同
じ
段
落
の
中
で
す

ら

│
違
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
こ
れ
は
読
者
泣
か
せ
で
あ
る
し
︑
現
代
の
文
章
の
書
き
方
の
ル

ー
ル
か
ら
す
れ
ば
御
法
度
で
も
あ
る
︒
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹁
読
め
る
﹂
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
︑
こ
れ
が
著
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者
と
と
も
に
思
考
す
る
よ
う
読
者
を
促
す
た
め
の
﹁
仕
掛
け
﹂
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
︒

　

こ
れ
こ
そ
が
︑
本
書
が
注
目
す
る
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
流
動
性
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
流
動
性
﹂
の
感
覚
を
つ

か
む
こ
と
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
入
門
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
︒
あ
る
い
は
そ
れ

が
言
い
す
ぎ
だ
と
し
た
ら
︑
少
な
く
と
も
﹁
流
動
性
﹂
に
着
目
す
る
こ
と
が
︑
私
自
身
に
と
っ
て
そ
う
だ
っ
た

よ
う
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
理
解
す
る
た
め
の
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
と
し
て
有
効
な
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
仮
説

に
基
づ
き
︑
本
書
は
書
か
れ
て
い
る
︒

二
つ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判

　

私
が
流
動
性
を
強
調
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
︑﹁
硬
直
し
た
体
系
﹂
と
い
う
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
が

ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
二
〇
世
紀
以
後
の
哲
学
史
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
向

け
ら
れ
た
二
つ
の
批
判
は
︑
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
︒
一
つ
は
︑
英
語
圏
を
中
心
に
現
代
ま
で
展
開
さ
れ

て
き
た
分
析
哲
学
の
創
始
者
の
一
人
︑
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
も
う
一
つ

は
︑
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
最
重
要
人
物
︑
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
も
の
だ＊

２

︒

　

ラ
ッ
セ
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
︑
合
理
的
か
つ
精
神
的
な
単
一
の
絶
対
的
実
在
と
し
て
世
界
を
把
握
す
る
も

の
だ
と
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
彼
自
身
の
﹁
論
理
的
原
子
論
﹂
の
立
場
を
背
景
に
︑
こ
の
よ
う
な
描
像
は
私
た
ち

の
認
識
の
実
態
に
合
わ
な
い
と
し
た
︒
一
方
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
﹁
差
異
﹂
を
捉
え
る
こ
と
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の
な
い
同
一
性
の
体
系
で
あ
る
と
し
た
︒
い
ず
れ
の
批
判
に
お
い
て
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
閉
鎖
的
か
つ
硬
直

し
た
体
系
の
中
に
全
て
を
押
し
込
め
る
窮
屈
な
哲
学
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
こ
う
し
た
見
方
は
︑

﹁
近
代
哲
学
の
完
成
者
ヘ
ー
ゲ
ル
﹂
や
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
=
正
反
合
﹂
と
い
う
古
い
ヘ
ー
ゲ
ル
観
に
親
和
的

で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

こ
こ
で
︑
二
〇
世
紀
の
哲
学
史
に
興
味
を
持
つ
読
者
に
向
け
て
︑
簡
単
な
補
足
を
加
え
て
お
こ
う
︒
ラ
ッ
セ

ル
の
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
の
背
景
に
は
︑
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
観
念
論
﹂
と

も
呼
ば
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
哲
学
が
イ
ギ
リ
ス
で
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
ま
た
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

批
判
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
︑
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
や
イ
ポ
リ
ッ
ト
︑
コ
イ
レ
ら
に
よ
る
︑
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
受
容
を
丹
念
に
追
い
か
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
︑
二
〇
世
紀
の
哲

学
史
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
︑
そ
の
内
実
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
を

検
討
す
る
こ
と
は
︑
本
書
の
主
題
で
は
な
い
︒
こ
こ
で
は
む
し
ろ
︑
ラ
ッ
セ
ル
や
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
批
判
が
さ
ら

に
単
純
化
さ
れ
て
理
解
さ
れ
︑
そ
れ
が
﹁
近
代
哲
学
の
完
成
者
﹂
や
﹁
硬
直
し
た
閉
鎖
的
な
体
系
家
﹂
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
像
の
再
生
産
に
寄
与
し
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
︒

　

こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
﹁
硬
直
し
た
体
系
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
本
書
で
提
起
す
る
﹁
流
動
性

の
哲
学
者
﹂
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
像
の
対
極
に
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
﹁
流
動
性
﹂
の
側
面
を
強

調
し
た
い
と
私
が
考
え
る
二
番
目
の
理
由
が
あ
る
︒﹁
硬
直
し
た
体
系
﹂
と
い
う
先
入
見
の
ゆ
え
に
︑﹁
流
動
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性
﹂
の
側
面
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
み
慣
れ
な
い
者
に
と
っ
て
と
り
わ
け
見
落
と
さ
れ
や
す
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒
し
か
も
︑﹁
流
動
性
﹂
の
側
面
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
に
あ
た
っ
て
ぜ
ひ
と
も

必
要
な
こ
と
な
の
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
特
徴
と
し
て
流
動
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ヘ

ー
ゲ
ル
へ
の
よ
く
あ
る
︑
か
つ
重
大
な
誤
解
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
︒

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
主
著
」
と
は
？

　

さ
て
︑
本
書
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
二
つ
の
主
著
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
﹃
大
論
理
学
﹄
を
扱
う
︒
し
か
し
︑

﹃
精
神
現
象
学
﹄
は
と
も
か
く
︑﹃
大
論
理
学
﹄
の
知
名
度
は
他
の
著
作
に
も
劣
る
︒
お
そ
ら
く
一
般
に
ヘ
ー
ゲ

ル
の
著
作
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄﹃
法
の
哲
学
﹄﹃
歴
史
哲
学
講
義
﹄
の
三
つ
で
︑

﹃
美
学
講
義
﹄
や
﹃
宗
教
哲
学
講
義
﹄﹃
哲
学
史
講
義
﹄
が
そ
れ
に
続
く
︑
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
こ
の
た
め
︑
な
ぜ
﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
﹃
大
論
理
学
﹄
を
扱
う
の
か
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
︒

　

そ
の
最
大
の
理
由
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
前
に
ま
と
ま
っ
た
研
究
書
の
形
で
公
刊
し
た
書
籍
が
︑﹃
精
神
現
象

学
﹄
と
﹃
大
論
理
学
﹄
の
二
つ
だ
け
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
こ
の
二
冊
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
著
と
見
な
さ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
こ
と
だ
︒
こ
れ
ら
以
外
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
は
︑﹁
生
前
に
ま
と
ま
っ
た
研
究
書
の
形
で
公
刊
し
た

書
籍
﹂
と
は
言
え
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
に
つ
い
て
の
入
門
を
兼
ね
て
︑
そ
の
理
由
を
述
べ
た
い
︒
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ま
ず
︑﹃
法
の
哲
学
﹄
に
つ
い
て
︒
こ
の
書
物
は
︑
大
学
の
授
業
の
た
め
の
教
科
書
で
あ
る
︒
現
在
普
及
し

て
い
る
岩
波
文
庫
版
の
表
題
﹃
法
の
哲
学

│
自
然
法
と
国
家
学
の
要
綱
﹄
を
注
意
深
く
読
む
と
わ
か
る
が
︑

こ
の
著
作
は
あ
く
ま
で
も
﹁
要
綱
﹂
な
の
だ
︒
そ
の
た
め
︑
非
常
に
簡
潔
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
が
と
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
も
︑
こ
の
著
作
に
は
詳
し
い
﹁
補
遺
﹂
が
つ
い
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
の
﹁
補
遺
﹂
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の

手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
︑
講
義
を
聴
講
し
て
い
た
学
生
た
ち
の
ノ
ー
ト
を
も
と
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
没
後
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︵
学
生
時
代
の
私
な
ど
は
﹁
本
文
は
わ
か
ら
な
い
が
補
遺
は
わ
か
り
や
す
い
﹂
と
い
う

感
想
を
持
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
が
書
い
た
文
章
は
わ
か
ら
な
い
が
弟
子
に
よ
る
解
説
は
わ
か

る
﹂
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
と
知
っ
て
軽
い
絶
望
を
覚
え
た
︶︒
も
ち
ろ
ん
こ
の
著
作
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル

の
法
哲
学
や
政
治
哲
学
を
理
解
す
る
上
で
は
最
重
要
の
著
作
で
あ
る
し
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
を
知
る
非
常
に
重

要
な
手
が
か
り
と
な
る
書
物
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
主
著
﹂
や
﹁
ま
と
ま
っ
た
研
究
書
﹂
と
呼
ぶ
に
は
心こ

こ
ろ

許も
と

な

い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
︒

﹃
法
の
哲
学
﹄
と
同
様
の
成
立
事
情
を
持
つ
著
作
に
︑﹃
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
﹄
が
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
論

理
学
﹂﹁
自
然
哲
学
﹂﹁
精
神
哲
学
﹂
の
三
部
門
に
分
か
れ
た
︑
射
程
の
広
い
著
作
だ
︒
岩
波
書
店
版
の
全
集
で

は
﹃
小
論
理
学
﹄﹃
自
然
哲
学
﹄﹃
精
神
哲
学
﹄
と
別
々
の
著
作
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
︑
こ
ち
ら
の
タ
イ

ト
ル
を
ご
存
じ
の
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
﹃
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
﹄
も
︑﹃
法
の
哲
学
﹄
と

同
じ
く
︑
講
義
で
補
足
す
る
こ
と
を
前
提
に
︑
簡
潔
な
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
詳
し
い
﹁
補
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遺
﹂
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
没
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
︒
さ
ら
に
は
︑
こ
ち
ら
も
正
式
タ
イ
ト
ル
は
﹃
哲
学
的
諸

学
の
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
要
綱
﹄
と
︑﹁
要
綱
﹂
が
入
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
書
物
も
︑
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
を
知
る
の
に
非
常
に
重
要
な
資
料
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
主
著
と
呼
ぶ
に
は
心
許
な
い
︒

　

次
に
︑
各
種
講
義
録
に
つ
い
て
述
べ
た
い
︒﹃
歴
史
哲
学
講
義
﹄
や
﹃
宗
教
哲
学
講
義
﹄
の
よ
う
に
末
尾
に

﹁
講
義
﹂
と
付
く
諸
著
作
は
︑
そ
の
名
の
と
お
り
講
義
録
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
急
逝

し
た
の
ち
に
︑
友
人
や
弟
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
︑
講
義
録
を
再
編
集
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
は
厳
密
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
著
作
﹂
で
す
ら
な
い
︒
し
か
も
講
義
録
の
編
纂
は
︑
約
一
〇
年
に
わ

た
る
複
数
回
の
講
義
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
に
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
︒
近
年
で
は
こ
の
こ
と
へ
の
反
省
に
立
っ
て
︑
講
義
を
聴
講
し
た
学
生
の
筆
記
録
や
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に

よ
る
メ
モ
が
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
新
た
な
全
集
と
し
て
公
刊
さ
れ
︑
文
献
学
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
︑

こ
れ
ら
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
著
作
﹂
で
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
し
か
も
︑
そ
の
全
貌
は
い
ま
だ
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い＊

３

︵
そ
の
証
拠
に
︑
二
〇
二
二
年
に
は
︑
新
た
に
講
義
ノ
ー
ト
が
五
箱
分
も
発
見
さ
れ
た
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
も
あ
っ
た
︶︒

　

こ
れ
ら
の
教
科
書
類
と
講
義
録
の
ほ
か
に
︑
短
い
論
文
や
草
稿
︑
ま
た
書
簡
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ

ら
も
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え
て
い
た
こ
と
を
知
る
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
が
﹁
主
著
﹂

に
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
説
明
不
要
で
あ
ろ
う
︒
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し
た
が
っ
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
研
究
書
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
執
筆
し
た
︑
か
つ
ま
と
ま
っ
た
分
量

を
持
っ
た
著
作
は
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
﹃
大
論
理
学
﹄
の
二
つ
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
こ
れ
ら
二
冊
を
主
著
と
し
て
扱
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
恣
意
的
な
選
択
で
は
な

く
︑
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
﹃
大
論
理
学
﹄
の
概
要
と
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
︑
第
一
章
お
よ
び
第
四
章
で
そ
れ
ぞ
れ
詳
述
す
る
︒

な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
難
し
く
書
い
た
の
か

　

本
書
で
は
︑
読
者
の
皆
さ
ん
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
内
容
を
か
み
砕
い
て
お
伝
え
す
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
ヘ

ー
ゲ
ル
を
読
む
こ
と
﹂
の
面
白
さ
を
肌
で
感
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
目
指
し
た
い
︒
こ
の
た
め
︑
こ
こ
で
ヘ
ー

ゲ
ル
を
楽
し
ん
で
読
む
た
め
の
留
意
点
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
︒

　

一
度
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
に
自
力
で
挑
戦
し
た
こ
と
の
あ
る
方
な
ら
ご
存
じ
だ
ろ
う
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文

章
は
非
常
に
読
み
に
く
い
︒
読
み
慣
れ
て
く
る
と
︑
そ
の
読
み
に
く
さ
の
中
に
ヘ
ー
ゲ
ル
な
り
の
試
行
錯
誤
の

跡
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
︑
そ
う
言
わ
れ
て
も
初
心
者
の
う
ち
は
泣
か
さ
れ
る
こ
と
の

方
が
多
い
︒
と
い
う
よ
り
︑
泣
か
さ
れ
な
い
箇
所
を
探
す
方
が
難
し
い
だ
ろ
う
︒

　

こ
ん
な
脅
す
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
は
︑
読
者
の
皆
さ
ん
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
削そ

ぐ
た
め
で
は
な
い
︒
む

し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
︒
も
し
あ
な
た
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
に
挫
折
し
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
︑
あ
る
い
は
本
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書
を
読
み
進
め
る
中
で
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
引
用
さ
れ
た
文
章
が
意
味
不
明
に
思
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
あ

な
た
の
能
力
不
足
の
せ
い
で
は
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
初
学
者
が
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
書
い
て
く
れ
て
は

い
な
い
の
だ
︒
も
し
最
初
か
ら
意
味
が
わ
か
っ
た
方
が
い
れ
ば
︑
申
し
訳
な
い
が
あ
な
た
は
ほ
ぼ
確
実
に
誤
読

し
て
い
る
︒
む
し
ろ
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
方
こ
そ
︑
文
章
の
読
み
方
の
基
本
が
身
に
つ
い
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
︒
安
心
し
て
ほ
し
い
︒

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
難
し
い
の
か
︒
想
像
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
︑
こ
こ
で
は
三
つ
の
可

能
性
を
考
え
て
み
た
い
︒
一
つ
目
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
途
方
も
な
く
文
章
が
下
手
だ
っ
た
︑
と
い
う
も
の
だ
︒
も

し
現
代
日
本
の
大
学
で
︑
学
生
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
文
章
で
卒
業
論
文
を
書
い
て
き
た
ら
︑
間
違
い
な
く
全

文
の
書
き
直
し
を
命
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
現
代
の
文
章
作
法
で
は
︑
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
︑
な
る
べ
く
誤

解
の
な
い
よ
う
に
︑
正
確
に
読
者
に
伝
え
る
こ
と
が
最
重
要
視
さ
れ
る
︒
こ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
︑
ヘ
ー
ゲ
ル

の
文
章
は
落
第
で
あ
る
︒

　

し
か
し
こ
の
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
文
章
下
手
仮
説
﹂
は
お
そ
ら
く
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由

と
し
て
︵
さ
す
が
に
そ
う
は
考
え
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
︶︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
が
常
に
凶
悪
な
ま

で
に
難
解
な
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
例
え
ば
初
期
に
政
治
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し

て
書
か
れ
た
草
稿
﹁
ド
イ
ツ
憲
法
論
﹂
な
ど
の
文
章
は
︑
流
麗
な
文
章
か
と
い
う
こ
と
は
措お

く
と
し
て
も
︑

﹃
精
神
現
象
学
﹄
や
﹃
大
論
理
学
﹄
の
よ
う
な
難
解
な
文
章
で
は
な
い
︒
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二
つ
目
の
可
能
性
と
し
て
︑
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
複
雑
さ
ゆ
え
に
︑
ど
う
し
て
も
難
解
に
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
仮
説
は
間
違
っ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
︑
そ
れ
だ

け
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
の
難
し
さ
を
全
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
の
難
し
さ
の
何
割

か
は
︑
格
闘
し
た
問
題
の
難
し
さ
に
由
来
す
る
︒
し
か
し
︑
本
当
に
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル

に
先
行
す
る
カ
ン
ト
の
文
章
も
難
解
で
﹁
悪
文
﹂
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
読
者
に
な
る
べ
く
誤
解
さ
れ

な
い
よ
う
に
書
こ
う
と
い
う
努
力
は
感
じ
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
そ
う
し
た
努
力
の
形
跡

が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
外
国
の
哲
学
書
の
読
み
に
く
さ
は
︑
翻
訳
者
の
責
に
帰
せ
ら
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
こ
れ
も
あ
た
ら
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章

は
ド
イ
ツ
語
で
読
ん
で
も
読
み
に
く
い
︒

　

第
三
の
可
能
性
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
わ
ざ
と
難
し
く
書
い
て
い
る
︑
と
い
う
も
の
だ
︒
そ
う
は
い
っ
て
も
︑
読

者
に
意
地
悪
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
難
解
さ
は
︑
哲

学
的
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
言
語
で
表
現
す
る
た
め
の
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
な
り
の
工
夫
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
し
ば
し
ば
論
理
的
な
明め

い

晰せ
き

さ
は
︑
文
章
の
巧
み
さ
と
し
て
の
﹁
レ
ト
リ
ッ
ク
﹂
と
対
比
さ
れ
る
︒
こ
の

言
葉
を
使
え
ば
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ロ
ジ
カ
ル
さ
を
犠
牲
に
し
て
︑
自
分
な
り
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
追
求
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒

　

こ
の
こ
と
は
︑
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
流
動
化
﹂
に
も
関
わ
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
書
く
文
章
は
︑
な
か
な
か
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焦
点
が
定
ま
ら
ず
︑
像
を
結
ば
な
い
︒
こ
れ
は
︑
難
解
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
読
者
の
思
考
を
ぐ
ら
つ
か
せ
︑

流
動
化
さ
せ
る
こ
と
が
︑
哲
学
的
な
思
考
を
展
開
す
る
書
物
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
︑
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
考
え

て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
︒

　

な
お
︑
私
は
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
や
り
方
に
敬
意
を
払
い
︑
一
定
の
意
義
を
認
め
る
が
︑
し
か
し
哲
学
書
の
文

体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
完
全
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
合
意
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
︒
そ
の
証
拠
に
︑
私
自
身
の
文
章
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
難
解
な
書
き
方
を
採
用
し
て
い
な

い
︒
そ
の
理
由
は
︑
ど
れ
だ
け
ロ
ジ
カ
ル
な
明
晰
さ
を
追
求
し
て
も
︑
複
雑
な
事
象
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
限

り
︑
難
解
で
思
考
を
ぐ
ら
つ
か
せ
ら
れ
る
︑
流
動
的
な
箇
所
は
残
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
む
し
ろ
明
晰
な

文
章
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
ど
う
し
て
も
明
晰
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
︑
最
も
流
動
的
な
部
分
が

い
わ
ば
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
姿
を
現
し
て
く
る
︑
と
い
う
の
が
私
の
考
え
だ
︒
し
た
が
っ
て
︑
哲
学
的
思
考
の

流
動
性
を
文
章
で
表
現
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
︵
だ
と
私
が
理
解
す
る
も
の
︶
に
は
共

感
す
る
が
︑
そ
の
手
段
と
し
て
難
解
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
最
適
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
︒

　

さ
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
読
み
方
と
い
う
問
題
に
戻
ろ
う
︒
一
人
の
書
き
手
と
し
て
同
意
す
る
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
難
解
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
採
用
し
て
い
る
以
上
︑
読
者
と
し
て
は
そ
れ
に
付
き
合
わ
ざ
る
を

え
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
仕
掛
け
る
流
動
化
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
な
る
べ
く
辛
抱
強
く
寄
り
添
い
︑
自
分
自
身
の
思

考
が
ぐ
ら
つ
く
感
覚
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
と
き
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
章
か
ら
最
も
多
く
の
教
訓
を
引
き
出
す
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こ
と
が
で
き
る
︒

　

私
自
身
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
こ
と
は
﹁
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
い
﹂
の
で
は
な
い
か
と
悩
ん
だ
こ
と

も
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
の
は
難
し
く
︑
そ
の
意
味
で
﹁
コ
ス
ト
﹂
が
か
か
る
︒
し
か
し
じ
っ

く
り
と
付
き
合
え
ば
︑
か
け
た
コ
ス
ト
に
見
合
う
﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
﹂
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
こ
と

を
理
解
す
る
た
め
に
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
何
を
狙
っ
て
こ
ん
な
に
も
難
解
な
文
章
を
書
い
た
の
か
に
気
づ
く
必
要

が
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
に
気
づ
く
た
め
に
も
︑﹁
流
動
化
﹂
の
重
要
さ
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
︒

本
書
の
構
成

　

以
上
で
本
書
の
方
針
は
十
分
明
ら
か
だ
ろ
う
︒
第
一
に
︑
本
書
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
﹁
流
動
性
﹂
と
い
う

側
面
に
光
を
あ
て
る
︒
そ
し
て
第
二
に
︑
本
書
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
著
で
あ
る
﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
﹃
大
論
理

学
﹄
を
主
に
扱
う
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
よ
く
あ
る
誤
解
を
解
き
︑
初
学
者
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
﹁
取
っ
か
か
り
﹂
を
提
供
し
た
い
︒
以
下
︑
本
書
の
あ
ら
ま
し
を
予
告
し
て
お
く
︒

　

第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄
を
扱
う
︒
こ
の
第
一
の
主
著
の
﹁
序
文
﹂
で
は
︑﹁
流
動
性
﹂

と
﹁
流
動
化
﹂
が
印
象
的
な
仕
方
で
登
場
す
る
︒
第
一
章
で
は
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
︒
第
二
章
で
は
︑
私

た
ち
の
認
識
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹃
精
神
現
象
学
﹄
で
論
じ
て
い
る
箇
所
を
取
り
上
げ
る
︒
ま
た
第
三
章
で

は
︑
行
為
に
つ
い
て
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
れ
ら
を
通
じ
て
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄
の
中
に
見み

出い
だ

せ
る
流
動
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性
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　

第
四
章
か
ら
第
六
章
で
は
︑﹃
大
論
理
学
﹄
に
焦
点
を
定
め
る
︒﹃
大
論
理
学
﹄
は
︑﹁
存
在
論
﹂﹁
本
質
論
﹂

﹁
概
念
論
﹂
と
い
う
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
︒
本
書
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
︑
第
四
章
で
は
﹁
存
在
論
﹂︑

第
五
章
で
は
﹁
本
質
論
﹂︑
第
六
章
で
は
﹁
概
念
論
﹂
を
扱
う
︒﹃
大
論
理
学
﹄
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
理
論
的
支

柱
と
な
っ
て
い
る
著
作
で
も
あ
る
︒
こ
の
三
章
を
通
じ
て
︑
こ
の
著
作
の
全
体
を
流
動
性
が
覆
っ
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
︑
第
七
章
で
は
現
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
と
し
て
︑
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
マ
ラ
ブ
ー

が
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
の
未
来
﹄
で
展
開
し
た
解
釈
と
︑
ア
メ
リ
カ
の
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ン
ダ
ム
が
﹃
信
頼
の
精
神
﹄

で
展
開
し
た
解
釈
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
れ
ら
現
代
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
に
お
い
て
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
流
動
性

と
い
う
特
徴
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒

　

最
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
引
用
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
本
書
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引

用
を
多
用
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
全
て
私
自
身
が
訳
出
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
現
在
標
準
的
と

な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
版
全
集G

esam
m

elte W
erke

︵Felix M
einer

社
刊
︶
の
巻
数
・
頁
数
を
示
し
た
︒
対

応
す
る
邦
訳
に
つ
い
て
は
︑
本
書
の
執
筆
時
点
で
読
者
が
入
手
し
や
す
い
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
︑﹃
精
神
現

象
学
﹄
に
つ
い
て
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
の
﹃
精
神
現
象
学
︵
上
・
下
︶﹄︵
熊
野
純
彦
訳
︑
二
〇
一
八
年
︶
を
使

用
し
︑
そ
の
上
・
下
の
別
と
頁
数
を
示
し
た
︒﹃
大
論
理
学
﹄
に
つ
い
て
は
知
泉
書
館
か
ら
公
刊
さ
れ
て
い
る
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新
し
い
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
﹂
の
巻
数
と
頁
数
を
示
し
た
︒
頁
数
は
︑
洋
書
に
つ
い
て
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
︑
和
書

に
つ
い
て
は
漢
数
字
を
用
い
た
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
以
外
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
そ
の
つ
ど
註
な
ど
で
出
典
を
示
し

て
い
る
︒
引
用
文
中
の
中
略
は
︹
︙
︺︑
原
典
に
な
い
補
い
は
︹　

︺
内
に
い
ず
れ
も
小
字
で
示
し
た
︒
傍
点

は
原
典
に
お
け
る
強
調
︵
イ
タ
リ
ッ
ク
︶
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
み
慣
れ
な
い
多
く
の
読
者
に
配
慮
し
て
︑﹃
精
神
現
象
学
﹄
と
﹃
大
論
理
学
﹄
の
目

次
を
付
し
︑
本
書
で
取
り
上
げ
た
箇
所
を
示
し
て
お
く
︒
目
次
に
つ
い
て
は
︑
本
書
で
触
れ
た
箇
所
は
細
か
な

と
こ
ろ
ま
で
表
示
し
︑
触
れ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
大
幅
に
簡
略
化
し
て
い
る
︒


