
    

  

要
旨 

 

本
稿
は
、
神
山
伸
弘
「
学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』
「
序
文
」
―
―
（
そ

の
一
）
第
一
段
落
～
第
十
二
段
落
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一

五
年
、
十
九
～
五
五
頁
、
同
「
学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」
―
―
（
そ

の
二
）
第
十
三
段
落
～
第
十
九
段
落
」
同
第
五
一
号
、
二
〇
一
六
年
、
十
七
～
四
一
頁
、
の
続

編
で
あ
る
。 

 

前
稿
で
は
、
紙
幅
と
能
力
の
関
係
で
「
⑸
主
語
は
な
に
で
あ
る
か
」
の
途
中
で
論
考
を
切
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
補
完
し
て
完
遂
す
る
。 

以
下
に
本
号
ま
で
の
内
容
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。 

 

一
．
は
じ
め
に 

二
．
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
容
目
次 

             

三
．
「
序
文
」
の
検
討
―
―
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

㈠ 

真
な
る
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
の
真
の
形
態
は
学
問
的
な
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。 

㈡ 

精
神
の
い
ま
の
立
場 

 
 

 
 

（
以
上
第
五
〇
号
） 

㈢ 

形
式
主
義
に
反
し
て
、
原
理
は
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い 

㈣ 

絶
対
的
な
も
の
は
主
語
で
あ
る
が
、 

㈤ 

主
語
は
な
に
で
あ
る
か
。 

主
語
の
生
命
。
他
と
成
る
否
定
態
と
し
て
の
主
語
、
そ
の

〈
折
れ
返
り
〉・
円
環
。
神
の
場
合
は
…
。
楽
園
追
放
。
人
間
の
労
苦
。（
以
上
第
五
一
号
） 

 
真
理
は
全
体
。
媒
介
さ
れ
た
直
接
態
。
〈
わ
た
し
〉
は
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る
。
同
一
態

へ
の
復
帰
と
し
て
の
全
体
が
真
理
。
目
的
論
追
放
の
陥
穽
。
「
反
実
仮
想
の
自
然
」
と
い

う
「
神
」
の
「
奇
跡
」
。「
奇
跡
」
な
る
も
の
を
思
考
す
る
こ
と
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
五
二
号 

（
二
〇
一
七
年
三
月
十
五
日
） 

 

学
問
的
認
識
論
と
し
て
の
『
精
神
の
現
象
学
』「
序
文
」 

 
 

 
―
―
（
そ
の
三
）
第
二
十
段
落
～
第
二
五
段
落 

D
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的
論
と
〈
不
動
の
動
者
〉
。
〈
お
わ
り
〉
は
〈
は
じ
ま
り
〉
で
あ
る
。
「
神
」
は
「
主
語
」

た
り
え
な
い
。
「
主
語
」
と
い
う
〈
点
〉
そ
の
も
の
の
「
運
動
」
。
「
主
語
」
は
「
シ
ス
テ

ム
」
を
形
成
す
る
。「
原
理
」
へ
の
「
反
駁
」
が
秩
序
で
あ
る
。「
精
神
」
は
「
主
語
」
た

り
う
る
。
「
精
神
的
な
も
の
」
が
「
現
実
的
な
も
の
」
―
―
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
？ 

〈
わ
た
し
〉
で
は
な
く
〈
わ
れ
わ
れ
〉
。「
現
実
的
な
も
の
」
が
み
ず
か
ら
を
「
精
神
」
と

し
て
「
知
る
」
。「
自
己
産
出
」
す
る
「
対
象
」
が
「
純
粋
な
概
念
」
。「
精
神
」
の
自
己
知

が
「
学
問
」
で
あ
る
。 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
以
上
本
号
） 

 

㈤ 

主
語
は
な
に
で
あ
る
か
。
（
承
前
） 

真
理
は
全
体 

第
十
八
段
落
第
三
文
で
は
、
「
真
理
、
、
は
、
自
分
自
身
の
生
成
で
あ
っ
て
、
円
環
で

あ
る
。
」
と
さ
れ
、
第
十
九
段
落
第
五
文
で
は
、
「
本
質
」
が
「
展
開
さ
れ
た
感
性
化

形
式
と
い
う
富
の
全
体
、
、
で
把
握
さ
れ
表
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
以
上
、
こ
れ
ら
を
引
き
継
ぐ
本
段
落
第
二
十
段
落
第
一
文
に
お
け
る
「
真、

理、
は
全
体
、
、
で
あ
る
」
と
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
は
、
推
論
と
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
こ
の
「
全
体
」
は
、
「
生
成
」
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
〈
は
じ
ま
り
〉

が
あ
れ
ば
〈
お
わ
り
〉
も
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
仕
上
が
り
済
み
の
〈
お
わ
り
〉
の

か
た
ち
だ
け
を
直
接
に
示
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
「
全
体
」
は
、

あ
く
ま
で
、
「
み
ず
か
ら
展
開
す
る
こ
と
（Entw

icklung

）
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を

完
結
す
る
（vollendend

）
本
質
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
展
開
」
に
こ
そ
意
味
が

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
全
体
」
に
と
っ
て
、
仕
上
が
り
済
み
の
〈
お
わ
り Ende

〉

な
ど
は
、
ま
っ
た
く
の
〈
一
部
〉
で
し
か
な
い
。
よ
く
い
う
、《
公
式
だ
け
を
暗
記
し

て
も
だ
め
だ
》
と
い
う
や
つ
で
あ
る
。（
第
二
十
段
落
第
一
・
二
文
） 

こ
の
こ
と
を
「
絶
対
的
な
も
の
」
―
―
と
い
う
「
主
語
」
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い

も
の
―
―
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
そ
れ
が
〈
は
じ
ま
り
〉
と
し
て
鎮
座
ま
し
ま
す
だ

け
で
は
「
展
開
」
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
帰
結 Resultat

」
で
あ

る
〈
お
わ
り
〉
―
―
す
な
わ
ち
〈
述
語
〉
―
―
を
〈
導
く
、
、
〉
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

「
絶
対
的
な
も
の
」
の
「
真
実
の
姿
」
に
し
て
「
現
実
的
な
も
の
」
が
明
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
じ
よ
う
に
〈
お
わ
り
〉
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ

っ
て
も
、「
主
語
」
か
ら
〈
述
語
〉
を
〈
導
く
〉
関
係
を
も
含
意
す
るResultat

と

い
う
フ
ラ
ン
ス
語
起
源
の
言
葉（1 ）

を
あ
え
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
明

確
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
導
出
と
い
っ
た
産
出
―
―
し
た
が
っ
て

表
象
の
言
葉
で
い
え
ば
〈
創
造
〉
―
―
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
、「
絶
対
的
な
も
の
が
も

つ
自
然
の
な
り
た
ち
」
だ
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。（
第
二
十
段
落
第
三
文
） 

万
が
一
そ
の
展
開
が
―
―
た
と
え
ば
「
Ａ
＝
Ａ
」
と
い
っ
た
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
よ

っ
て
―
―
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、《
絶
対
的
な
も
の
は
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
》

と
い
っ
た
詰
ら
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た

評
価
は
そ
の
主
張
者
の
意
想
外
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
当
人
は
、
そ
う
し
た
無
内

容
を
露
見
さ
せ
て
し
ま
う
命
題
論
理
―
―
「
帰
結
」
の
要
求
―
―
を
「
矛
盾
」
と
し

て
葬
り
去
り
た
い
に
ち
が
い
な
い
（
第
二
十
段
落
第
四
文
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
は
じ

ま
り
〉
や
「
原
理
」
、
そ
し
て
「
絶
対
」
、「
神
的
」
、「
永
遠
」
と
い
っ
た
「
言
葉
」
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
、「
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
言
明
し
て
い
な
い
」
の
だ
か
ら
、

「
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
直
観
」
に
終
始
す
る
の
は
（
直
接
主
義
・
直
観
主
義
）
、
じ
つ

2
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は
こ
う
し
た
こ
と
で
、
な
に
ご
と
も
語
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
（
同
第
五
・
六
文
）
。 

こ
れ
に
対
し
て
、「
媒
介
」
は
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
「
一
つ
の
言
葉
」〈
Ｓ
〉
で
あ

る
こ
と
を
や
め
て
、
こ
れ
が
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
と
い
う
「
命
題
」
の
か
た
ち
に
「
移
行
」

し
て
、〈
Ｓ
〉
と
は
違
う
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
に
な
る
と
い
っ
た
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
あ
る

（
〈
Ｓ
〉

⇓
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
）
。
こ
の
さ
い
、
こ
の
命
題
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
な
い
か
ぎ
り

は
、「
主
語
」
で
あ
る
〈
Ｓ
〉
が
〈
述
語
〉
で
あ
る
〈
Ｐ
〉
と
い
っ
た
〈
他
に
な
る
こ

と
〉
で
も
あ
る
（〈
Ｓ

⇓
Ｐ
〉
）
。
直
接
主
義
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
〈
他
に
な
る

こ
と
〉
は
、
問
題
と
す
べ
き
当
の
も
の
と
は
〈
別
の
紛
い
物
〉
を
摑
ま
せ
る
わ
け
だ

か
ら
、
〈
Ａ
＝
Ａ
〉
の
同
一
律
を
〈
真
〉
と
み
な
せ
ば
、
〈
偽
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。 

な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
異
論
に
は
も
っ
と
も
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
異
論
の
真

の
主
張
は
、「
媒
介
」
が
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
〈
お
わ
り
〉
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
、
そ
の
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
あ
る
〈
Ｓ

＝
Ｐ
〉
が
さ
ら
に
「
撤
回
さ
れ
」
て
、
元
の
「
一
つ
の
言
葉
」〈
Ｓ
〉
に
復
帰
す
る
と

こ
ろ
ま
で
「
媒
介
」
し
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想
す
る
「
媒
介
」

は
、
《
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
〈
お
わ
り
〉
に
な
る
こ
と
が
〈
は
じ
ま
り
〉
と

な
っ
て
い
る
》
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（
第
二
十
段
落
第
七
文
） 

こ
う
し
た
「
媒
介
」
で
あ
れ
ば
、
〈
別
の
紛
い
物
〉
を
摑
ま
せ
る
こ
と
で
は
な
い

は
ず
だ
か
ら
、
同
一
律
的
に
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
か
？ 

い
や
、
し
か

し
、
同
一
律
と
し
て
は
、〈
Ｐ
〉
と
い
う
―
―
「
絶
対
的
な
も
の
」〈
Ｓ
〉
と
い
う
「
言

葉
」
以
上
の
―
―
異
物
が
差
し
挟
ま
る
の
が
け
っ
し
て
許
せ
な
い
。
だ
か
ら
、
直
観

主
義
は
、「
命
題
」
形
式
を
と
る
は
ず
の
「
認
識
」
を
不
純
な
も
の
と
し
て
「
放
棄
」

す
る
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
認
識
」
と
い
う
も
の
は
、
カ
ン
ト
に
し
た
が
う
か

ぎ
り
、
盲
目
で
も
空
虚
で
も
な
い
か
ぎ
り
、「
概
念
」
と
「
経
験
」
と
の
結
合
と
し
て
、

つ
ね
に
「
命
題
」
と
し
て
の
〈
判
断
〉
の
形
式
を
と
る
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る（2 ）

。 

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
〈
他
に
な
る
こ
と
〉
で
止
ま
っ
て
〈
相
対
〉
化
し
た
「
認

識
」
で
し
か
な
い
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、〈
他

に
な
る
こ
と
〉
と
い
う
〈
相
対
〉
を
「
撤
回
」
す
る
こ
と
な
く
し
て
、「
絶
対
的
な
も

の
」
が
そ
の
も
の
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
〈
相
対
〉

を
「
撤
回
」
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、〈
絶
対
〉
を
と
ら
え
損
ね
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
直
観
主
義
は
、
こ
う
し
た
〈
相
対
〉
に
移
行
す
る
こ
と

自
体
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
直
観
主
義
は
、〈
絶
対
〉
を
と
ら

え
る
と
い
う
「
絶
対
的
な
認
識
」
そ
の
も
の
を
「
放
棄
」
す
る
こ
と
だ
と
い
う
ほ
か

は
な
い
。
だ
か
ら
、〈
相
対
〉
へ
の
移
行
が
「
認
識
」
と
し
て
当
然
の
モ
メ
ン
ト
で
あ

る
な
ら
、
そ
れ
を
「
撤
回
」
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
突
き
進
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
が
、
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
し
て
は
、
こ
の
責
を
引
き

受
け
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。（
第
二
十
段
落
第
八
文
） 

媒
介
さ
れ
た
直
接
態 

こ
の
よ
う
に
、「
媒
介
」
を
「
忌
み
嫌
う
」
の
は
、「
絶
対
的
な
認
識
」
に
お
い
て

〈
他
に
な
る
こ
と
〉
ば
か
り
を
み
て
、「
み
ず
か
ら
運
動
す
る
〈
み
ず
か
ら
自
身
と
同

等
な
あ
り
方
〉
」
、「
み
ず
か
ら
自
身
の
な
か
に
〈
折
れ
返
る
こ
と
〉」
を
見
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
媒
介
」
と
い
う
も
の
は
、
つ
ね
に
〈
み
ず
か
ら
自
身
と
同

等
〉
に
な
り
、
「
み
ず
か
ら
自
身
の
な
か
に
〈
折
れ
返
る
こ
と
〉
」
で
し
か
な
い
。
こ

う
し
た
「
媒
介
」
は
、「
認
識
」
と
し
て
は
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
存
在
す
る
〈
わ

3
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た
し
〉
」
が
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
〈
直
接
態
〉
と
し
て
表
現
す
る
な
ら
、

〈
他
に
な
る
こ
と
〉
と
い
う
否
定
を
さ
ら
に
否
定
し
て
元
の
〈
直
接
態
〉
に
復
帰
す
る

「
純
粋
な
否
定
態
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
単
純
な
〈
成
る
こ
と
〉」
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
が
こ
こ
で
「
純
粋
」
、「
単
純
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
「
媒
介
」
に
よ
る
〈
他

に
な
る
こ
と
〉
が
消
失
し
て
い
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。（
第
二
一
段
落
第
一
・
二
文
） 

「
絶
対
的
な
も
の
」
を
〈
わ
た
し
〉
が
「
認
識
」
す
る
と
き
、
「
絶
対
的
な
も
の

〈
Ｓ
〉
は
〈
Ｐ
〉
で
あ
る
」
と
い
う
〈
命
題
〉
で
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

と
き
、
こ
の
〈
命
題
〉
は
、
「
絶
対
的
な
も
の
」
と
い
う
、〈
わ
た
し
〉
と
は
決
定
的

に
異
な
る
〈
他
の
も
の
〉
に
つ
い
て
の
言
明
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
じ

つ
は
、
ほ
か
で
も
な
い
〈
わ
た
し

、
、
、
〉
が
言
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
そ
し
て
、
お

そ
ら
く
、
直
観
主
義
の
立
場
か
ら
は
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
絶
対
的
な
も
の
」
に
つ
い

て
の
〈
わ
た
し
〉
の
言
明
は
、
無
効
だ
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
認
識
」

に
お
い
て
は
、〈
他
の
も
の
〉
に
つ
い
て
の
言
明
が
つ
ね
に
〈
わ
た
し
〉
が
す
る
言
明

と
し
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
た
し
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、〈
わ
た
し
〉
と
い
う
「
認
識
」
の
場
の
あ
り
方
を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。 

〈
わ
た
し
〉
は
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
二
一
段
落
第
三
文
で
、„D

as Ich, oder das W
erden 

überhaupt, dieses Verm
itteln ist ...“ 

と
書
き
起
こ
し
、〈
わ
た
し
〉
が
一
般
の

〈
成
る
こ
と
〉
と
同
格
だ
と
明
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
、〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る
以
上
、〈
わ

た
し
〉
は
、〈
媒
介
す
る
こ
と
〉
だ
と
敷
衍
す
る
。
こ
れ
は
、
内
容
的
に
は
、
第
二
文

の
簡
単
な
言
い
か
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〈
わ
た
し
〉（
自
我
）
観
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
自

我
論
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
よ
り
も

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
〈
わ
た
し
〉
で
は
な
い
な
に
も
の
か
（
た
と
え
ば
非
我
）
に

も
通
用
し
そ
う
な
〈
成
る
こ
と
〉
と
、〈
わ
た
し
〉
と
が
、
同
次
元
で
と
ら
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
さ
し
あ
た
り
〈
わ
た
し
〉
と
は
違
う
―
―
〈
わ
た
し
〉
が
言
明
す
る

命
題
の
―
―
〈
他
の
も
の
〉
と
、〈
わ
た
し
〉
と
が
、
〈
成
る
こ
と
〉
と
い
う
共
通
性

を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
わ
た
し
〉
が

す
る
〈
他
の
も
の
〉
に
つ
い
て
の
言
明
の
う
ち
、〈
他
の
も
の
〉
が
―
―
そ
の
〈
他
の

も
の
〉
に
―
―
〈
成
る
こ
と
〉
と
、〈
わ
た
し
〉
が
―
―
そ
の
〈
わ
た
し
〉
と
は
別
の

〈
他
の
も
の
〉
―
―
に
〈
成
る
こ
と
〉
と
は
、〈
成
る
こ
と
〉
と
し
て
同
じ
だ
、
と
い

う
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
〈
わ
た
し
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
成
る
こ
と
〉
―
―
し
た
が
っ
て
「
媒

介
」
―
―
で
あ
る
と
と
も
に
「
単
純
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
直
接
態
」
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、〈
わ
た
し
〉
は
、〈
成
る
こ
と
〉・〈
媒
介
す
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
、〈
わ
た
し
〉

と
は
〈
別
の
他
の
も
の
〉
に
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
〈
別
の
他
の
も
の
〉
で

あ
り
な
が
ら
以
前
と
同
じ
〈
わ
た
し
〉
で
あ
り
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

〈
わ
た
し
〉
が
言
明
す
る
命
題
に
も
、〈
成
る
こ
と
〉
と
し
て
、
同
じ
よ
う
な
「
単
純
」

と
「
直
接
態
」
へ
の
復
帰
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
語
〈
Ｓ
〉
が
命
題

〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
に
展
開
し
た
と
き
、
主
語
と
は
別
の
〈
他
の
も
の
〉
で
あ
る
述
語
〈
Ｐ
〉

に
移
行
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
〈
成
る
こ
と
〉
の
一
面
で
し
か
な
く
、〈
Ｓ

＝
Ｐ
〉
の
全
体
と
し
て
〈
Ｓ
〉
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、〈
Ｓ
〉
⇓
〈
Ｓ
＝
Ｐ
〉
⇓

〈
Ｓ
〉
と
し
て
「
単
純
」
で
「
直
接
態
」
で
あ
る
主
語
と
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す

る
わ
け
で
あ
る
。 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
折
れ
返
り
〉
の
構
造
―
―
す
な
わ
ち
「
直
接
態
」

4
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が
「
媒
介
」
さ
れ
て
「
直
接
態
」
に
戻
る
こ
と
―
―
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、「
直
接
態
」

を
把
握
し
た
い
と
の
直
観
主
義
の
願
望
が
じ
つ
は
か
な
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
の
焦
点
は
、
よ
し
ん
ば
「
直
接
態
」
が
「
真
理
」
で
あ
る
と

し
て
も
、
こ
の
「
直
接
態
」
に
〈
折
れ
返
り
〉
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
う
る
か

い
な
か
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
〈
折
れ
返
り
〉
を
「
絶
対
的
な
も
の
の
肯
定

的
な
モ
メ
ン
ト
」
と
み
な
さ
な
い
の
は
、
「
理
性
の
誤
認
」
だ
と
す
る
（
第
二
一
段
落

第
四
文
）
。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
が
そ
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
「
悟
性
」
や

「
理
性
」
と
は
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
「
判
断
力
」
を
置
い
た
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う（3 ）

。
ま
た
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
判
断
力
」
は
、「
規
定
的
判
断
力
」
と

「
反
省
的
判
断
力
」
と
に
区
別
さ
れ
る
が

（4 ）

、
こ
こ
で
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
問
題
圏
で
は
、

「
主
語
」
が
「
絶
対
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
〈
わ
た
し
〉
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
で

あ
り
、
そ
の
〈
述
語
〉
が
〈
特
殊
な
も
の
〉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
殊
な
〈
述
語
〉
か

ら
普
遍
的
な
「
主
語
」
に
〈
上
昇
〉
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
用
語
法
に
し
た
が
っ
て

「
反
省
的
（reflexiv 

折
れ
返
り
と
な
る
）
」
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
絶

対
的
な
も
の
」
は
さ
て
お
き
、
す
く
な
く
と
も
〈
わ
た
し
〉
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ

が
同
時
に
〈
判
断
力
〉
と
し
て
、〈
折
れ
返
り
〉
を
含
み
こ
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。 

同
一
態
へ
の
復
帰
と
し
て
の
全
体
が
真
理 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
〈
折
れ
返
り
〉
に
よ
っ
て
、
〈
述
語
〉
か
ら
「
主
語
」
―
―

さ
し
あ
た
り
〈
わ
た
し
〉
―
―
へ
の
復
帰
が
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
〈
は
じ
ま
り
〉

の
「
主
語
」
が
同
時
に
〈
お
わ
り
〉
の
「
主
語
」
と
同
一
態
と
な
る
と
み
る
。
こ
の

同
一
態
は
、〈
述
語
〉
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
単
純
さ
」
を
否
定
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
「
Ａ
＝
Ａ
」
と
い
っ
た
た
ん
な
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
。

し
か
し
、〈
は
じ
ま
り
〉
と
〈
お
わ
り
〉
は
、
こ
の
命
題
で
の
「
Ａ
」
に
相
当
す
る
か

ら
、
形
式
論
理
上
の
い
わ
ゆ
る
同
一
律
を
破
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
か
た

ち
で
、〈
折
れ
返
り
〉
に
よ
っ
て
こ
そ
、
命
題
は
、
同
一
律
と
い
う
形
式
論
理
を
守
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、「
帰
結
に
お
い
て
単
純
な
も
の
だ
と
は
っ
き
り

す
る
真
な
る
も
の
の
形
式
」（
第
二
一
段
落
第
五
文
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
が
同
時
に
、
媒
介
に
よ
っ
て
こ
そ
生
じ
る
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
―
―
「
全
体

が
真
理
」
と
い
う
主
張
と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
こ
う
し
た
二
重
の
意
味
で
、「
〈
折
れ
返
り
〉
と
は
、
真
な
る
も
の
を
帰
結
す
る

も
の
で
あ
る
」（
同
）
と
い
う
の
で
あ
る
。 

ま
た
、〈
折
れ
返
り
〉
は
、〈
お
わ
り
〉
を
〈
は
じ
ま
り
〉
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、〈
わ
た
し
〉
が
、
そ
れ
と
は
〈
別
の
他
の
も
の
〉
に
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
り

な
が
ら
、
以
前
と
同
一
の
単
純
な
〈
わ
た
し
〉
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
明
示
す
る
わ
け

だ
か
ら
、〈
成
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
〈
別
の
他
の
も
の
〉
と
い
う
〈
別
の
紛
い
物
〉
を

摑
ま
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、〈
折
れ
返
り
〉
抜
き
の
た
ん
に
〈
成
る
こ
と
〉

だ
け
で
は
、
こ
う
し
た
〈
別
の
紛
い
物
〉
に
な
り
終
わ
る
と
も
み
ら
れ
か
ね
な
い
か

ら
、
た
ん
に
「
真
な
る
も
の
が
成
る
」
と
言
っ
て
も
、
こ
こ
に
は
「
偽
な
る
も
の
が

成
る
」
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
し
た
が
っ
て
「
真
な
る
も
の
を
帰
結
と
す
る
」
と

言
う
の
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
〈
成
る
こ
と
〉
に
は
、
〈
折
れ

返
り
〉
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
『
真
な
る
も
の
を
帰
結
と
す
る
』

こ
と
と
『
真
な
る
も
の
が
成
る
こ
と
』
と
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
対
立
を
廃
棄
す
る
」

の
で
あ
る
。 

第
二
一
段
落
で
は
、
そ
の
後
、「
胎
児
」
と
「
理
性
」
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、

5
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こ
れ
は
、〈
わ
た
し
〉
を
―
―
カ
ン
ト
の
い
う
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
即
し
て
―
―
「
人
間
」

の
〈
自
然
〉
と
「
自
由
」
と
で
と
ら
え
な
お
し
、〈
自
然
〉
と
い
う
「
そ
れ
自
体
」
と

し
て
の
「
人
間
」
が
「
自
由
」
と
し
て
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
」
す
る
の
は
、
「
理
性
」

の
「
教
養
形
成
」
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。（
第
二
一
段
落
第
六
文
） 

こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
〈
人
間
の
成
長
〉
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
あ
る
意
味
で
常

識
的
な
理
解
に
訴
え
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
狙
い
は
、「
理
性
」
な
り
「
自
由
」
な
り
が
、

〈
媒
介
〉
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
「
帰
結
」
が
「
単
純
な
直
接
態
」
と
し
て
当

の
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
の
「
理
性
」
な
り
「
自
由
」
な
り
に
〈
折
れ
返
る
〉
こ
と

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
〈
わ
た
し
〉
が
〈
他
の
も
の
〉
に
〈
成
り
〉
そ
し

て
〈
折
れ
返
る
〉
こ
と
で
単
純
に
〈
わ
た
し
〉
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
に

あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
〈
折
れ
返
っ
た
〉「
そ
れ
自
体
」
は
、
〈
媒
介
〉
に
よ

っ
て
「
自
己
の
真
価
を
意
識
し
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
」
し
て

も
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
論
理
は
、
「
自
由
」
が
、
〈
自
然
〉
と
の

「
対
立
」
で
あ
り
な
が
ら
も
〈
自
然
〉
と
「
和
解
」
し
、「
自
由
」
で
あ
り
続
け
る
こ

と
で
「
静
止
」
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
論
理
こ
そ
は
、
カ
ン
ト
の
い

う
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
「
自
由
」
が
「
そ
れ
自
体
」
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と

を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
次
段
落
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
〈
不

動
の
動
者
〉
を
持
ち
出
す
機
縁
と
な
る
も
の
で
あ
る
。（
第
二
一
段
落
第
六
～
八
文
） 

目
的
論
追
放
の
陥
穽 

こ
の
さ
い
、
「
理
性
」
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
理
性
」
に
〈
折
れ
返
る
〉
の
だ
か

ら
、
〈
は
じ
ま
り
〉
の
「
理
性
」
は
、
「
理
性
」
を
〈
お
わ
り
〉
と
し
て
目
的
と
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
「
理
性
」
は
、
み
ず
か
ら
を
〈
目
的
〉
と
す
る
「
合
目
的
な
行
い 

zw
eckm

äßiges Thun

」
で
あ
る
（
第
二
二
段
落
第
一
文
）
。 

し
か
し
、
こ
う
し
た
目
的
論
は
近
代
に
お
い
て
弾
劾
さ
れ
、
機
械
論
が
主
流
に
な

っ
て
い
る
。
目
的
論
の
追
放
は
、
経
験
論
に
も
合
理
論
に
も
そ
の
根
を
持
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ベ
ー
コ
ン
は
、
形
而
上
学
に
お
け
る
目
的
因
の
探
求
が
自
然
学
で
も
な

さ
れ
て
い
る
弊
害
を
指
摘
し
、「
自
然
学
的
研
究
に
お
い
て
、
他
の
原
因
と
い
っ
し
ょ

に
目
的
因
を
と
り
扱
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
ほ
ん
も
の
の
自
然
学
的
原
因
の
厳
密
な

注
意
ぶ
か
い
探
求
を
中
断
し
、
一
応
は
納
得
さ
せ
る
も
っ
と
も
ら
し
い
原
因
〔
二
・

一
三
・
四
参
照
〕
だ
け
に
と
ど
ま
る
き
っ
か
け
を
人
び
と
に
与
え
て
、
そ
れ
以
上
の

探
求
を
ひ
ど
く
は
ば
み
、
そ
こ
な
っ
た
」

（5 ）

と
指
摘
す
る
。
あ
る
い
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
も

言
う
。「
自
然
は
な
ん
の
目
的
も
立
て
ず
ま
た
す
べ
て
の
目
的
原
因
は
人
間
の
想
像
力

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
示
す
の
に
他
言
を
要
し
な
い
。」
「
し
か
し
ま
だ
付

け
加
え
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
目
的
に
関
す
る
こ
の
説
は
自
然
を
ま
っ
た
く

顚
倒
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
説
は
、
実
は
原
因
で
あ
る
も
の
を

結
果
と
見
、
ま
た
反
対
に
〈
結
果
で
あ
る
も
の
を
原
因
と
〉
見
る
。
ま
た
最
後
に
こ

の
説
は
最
高
か
つ
最
完
全
な
も
の
を
最
不
完
全
な
も
の
に
す
る
。
」

（6 ） 

目
的
論
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
く
に
「
外
的
な
合
目
的
性
」
の
「
追
放
」
を
い
う
の

は
、
カ
ン
ト
の
次
の
言
明
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
言
う
。「
外

的
合
目
的
性
（
あ
る
事
物
が
ほ
か
の
事
物
に
対
し
て
持
つ
有
効
性
）
は
、
そ
の
事
物

が
直
接
的
に
か
間
接
的
に
か
そ
の
も
の
に
有
効
で
あ
る
よ
う
な
事
物
の
現
存
が
、
そ

れ
自
身
だ
け
で
自
然
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
、
外
的
な
自

然
目
的
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
〔
あ

る
事
物
の
現
存
が
そ
れ
自
身
だ
け
で
自
然
の
目
的
で
あ
る
こ
と
〕
は
た
ん
な
る
自
然

6
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観
察
に
よ
っ
て
は
決
し
て
決
着
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
相
対
的
合
目
的
性

は
、
そ
れ
が
仮
言
的
に
自
然
目
的
を
指
示
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
ん
ら
絶
対

的
な
目
的
論
的
判
断
の
資
格
を
与
え
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
」（7 ） 

し
か
し
、
目
的
論
の
追
放
に
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
命
題
論
理
に
お
け
る
「
主

語
」
と
〈
述
語
〉
と
の
あ
い
だ
の
〈
折
れ
返
り
〉
の
関
係
を
見
失
う
、
と
い
う
陥
穽

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
例
の
目
的
論
と
い
え
ば
、
あ
る
事
象
と
他
の
事
象
と
の
関

係
を
「
も
っ
と
も
ら
し
く
」
―
―
た
と
え
ば
カ
ン
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
有
効
性
」

で
―
―
外
面
的
に
結
び
つ
け
る
だ
け
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

有
害
な
も
の
と
し
て
追
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
事
象
が
内
在
的
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ

と
―
―
し
た
が
っ
て
内
的
合
目
的
性
―
―
の
探
求
へ
と
進
展
す
る
の
で
は
な
く
、
目

的
論
を
形
而
上
学
に
の
み
通
用
す
る
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
る
の
で
は
、
自
然
の
探

求
自
身
が
外
面
的
な
関
連
に
終
始
し
、
そ
の
内
在
的
な
も
の
を
放
置
し
て
、
さ
ら
に

は
形
而
上
学
と
の
か
か
わ
り
を
断
絶
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
は
、
自
然
の
究

極
目
的
と
し
て
「
神
」
を
持
ち
出
す
し
か
な
い
、
と
い
う
ア
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。 

「
反
実
仮
想
の
自
然
」
と
い
う
「
神
」
の
「
奇
跡
」 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
さ
い
、「
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
思
考

（8 ）

 m
ißkanntes D

en-

ken

」
よ
り
は
「
反
実
仮
想
の
自
然

（9 ）

 verm
einte N

atur

」
の
ほ

（10 ）

う
が
「
高
い
地
位
に

の
ぼ
り
」
と
言
う
こ
と
で
（
第
二
二
段
落
第
二
文

（11 ））
、
理
性
の
越
権
を
想
定
し
て
認
識
批

判
を
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
を
―
―
「
誤
解
」
に
基
づ
く
揶
揄
を
も
含
意
し
つ
つ
―
―

い
ち
お
う
容
認
し
な
が
ら
も
、
そ
の
認
識
批
判
の
根
柢
に
あ
る
「
自
然
」
の
機
械
論

的
な
―
―
あ
る
い
は
因
果
論
的
な
―
―
理
解
を
も
っ
て
真
理
の
典
型
と
す
る
こ
と
を

低
次
な
も
の
と
し
て
斥
け
、「
反
実
仮
想
の
自
然
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
理
解

こ
そ
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
提
示
す
る
。 

こ
こ
で
は
、
「
反
実
仮
想
の
自
然
」
と
い
う
表
現
で
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
を
よ

り
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る（12 ）

。 

こ
の
表
現
は
、
ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
に
あ
る
長
大
な
「
奇
跡 W

under

」
の
項

（13 ）

で

た
ま
た
ま
引
用
さ
れ
た
文
章
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
用
い
ら

れ
た
文
脈
を
た
ど
る
こ
と
で
、
そ
の
表
現
の
哲
学
的
な
含
意
の
一
例
、
、
を
つ
か
む
こ
と

が
で
き
る
。 

ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
が
取
り
上
げ
る
「
奇
跡
」
と
は
、
「
神
が
創
造
し
た
原
因
に

よ
っ
て
で
は
な
く
神
自
身
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
「
超
自
然
的
な
作
用 W

ürckungen

」

の
こ
と
で
あ
る
。
ツ
ェ
ト
ラ
ー
は
、「
奇
跡
作
用 (W

underw
ercken)

に
関
す
る
誤
解

集
と
特
殊
な
見
解
集
」
の
区
分
で

（14 ）

、
同
僚
編
集
者
に
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
派
哲
学
者
の
ル

ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（Carl G

ünter Ludovici 1707—
1778

）
が
「

（15 ）

運
動
法
則
」
に
は
「
恒

常
的
な
も
の beständig (perpetuas)

」
と
「
一
時
的
な
も
の zeitig (tem

porarias)

」

が
あ
る
と
区
別
し
、
後
者
は
「
神
の
、
、
ま
っ
た
く
特
殊
な
最
終
目
的

、
、
、
、
（Endzw

eck

）
ゆ

え
に
あ
る
特
定
の
時
間
に
通
用
す
る
」（
強
調
は
神
山
）
と
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る（16 ）

。

そ
し
て
、
同
じ
ヴ
ォ
ル
フ
派
の
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
（Johann Friedrich Stiebritz 

1707—
1772

）
が
ル

（17 ）

ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
そ
の
よ
う
な
議
論
を
反
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
―
―
さ

ら
に
は
反
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
主
義
・
反
ヴ
ォ
ル
フ
主
義
―
―
と
し
て
批
判
し
て
い
る
こ

と
を
全
面
的
に
引
用
す
る（18 ）

。
そ
の
反
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
い
う

よ
う
な
「
一
時
的
な
」「
運
動
法
則
」
は
、「
奇
跡 M

iracul

」
で
あ
り
、「
自
然
の
秩

序
と
そ
の
法
則
と
を
破
壊
し
か
ね
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
さ
い
に

7
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「
原
状
回
復
と
い
う
別
の
奇
跡
」
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、「
自
然
の
運
行
」
が
破
滅
す

る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
―
―
し
た
が
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
も
ヴ
ォ
ル
フ
と
も

折
り
合
い
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
―
―
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
議
論
で
は
そ
れ
が
無
理
で

あ
る
こ
と
を
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
は
論
証
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
論
証
の
な
か

で
「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則 verm

einte N
atur-G

esetzen

」
な
る
表
現
が
登
場
す
る

の
で
あ
る（19 ）

。 

シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
は
、
ま
ず
、
「
一
時
的
な zeitig

」
「
運
動
法
則
」
を
あ
え
て

「
と
き
ど
き
に
し
か
通
用
し
な
い
法
則 die nur m

anche Zeit geltende G
esetze

」

と
言
い
換
え
、
そ
の
よ
う
な
「
法
則
」
で
あ
れ
ば
「
自
然
的
で
あ
る
」
と
し
て
、「
奇

跡
も
ま
た
自
然
的
な
出
来
事
（Begebenheiten
）
で
あ
り
、
け
っ
し
て
超
自
然
的
な

出
来
事
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
も
ろ
も
ろ
の
運
動
法
則
は
、
自
然
の
法
則

と
し
て
は
た
が
い
に
類
似
性
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、「
矛
盾
し
あ
う
も

の
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
法
則
」
が
、
一
方
で
「
必
然
的
で
不
変
で
あ
り

不
可
欠
」
と
さ
れ
な
が
ら
、「
そ
の
と
き
ど
き
に
（dañ und w

ann
）
し
か
通
用
し
な

い
法
則｣

と
「
あ
ら
ゆ
る
時
（allezeit

）
に
通
用
す
る
法
則
」
と
に
分
け
る
の
が
適
切

と
は
思
え
な
い
と
い
う（20 ）

。 

こ
の
よ
う
に
論
じ
た
の
ち
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
は
、
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
の
論
法
を

次
の
よ
う
に
概
括
す
る
。「
た
が
い
に
対
立
す
る
法
則
か
ら
結
果
し
て
生
ず
る
作
用
に

と
っ
て
は
、
そ
の
二
つ
の
法
則
の
い
ず
れ
も
が
自
然
的
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
き
は
、
た
だ
一
種
類
だ
け
が
自
然
的
で
あ
る

か
、
い
ず
れ
の
種
類
も
自
然
的
で
は
な
い
。
た
が
い
に
対
立
し
廃
棄
し
あ
う
法
則
に

起
因
す
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
二
つ
の
法
則
の
い
ず
れ
も
が
自

然
的
で
は
あ
り
え
な
い
。〔
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
〕
教
授
は
、《
い
ず
れ
の
種
類
も
自
然
的
で

あ
る
は
ず
が
な
い
》
と
は
主
張
し
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ

に
は
、《
み
ず
か
ら
の
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
（seine verm

einten N
atur-G

esetzen

）

か
ら
な
ん
ら
自
然
的
な
出
来
事
も
起
因
し
な
い
》
と
す
る
矛
盾
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
の
結
論
と
し
て
は
、
た
だ
一
種
類
だ
け
が
自
然
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、《
だ
か
ら
、
他
方
の
種
類
は
、
超
自
然
的
で
、
し
た
が
っ

て
な
ん
ら
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
進
む
の
で
は
な
い
》
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
こ

こ
か
ら
、「
恒
常
的
な
法
則
」
に
反
す
る
作
用
で
あ
る
「
神
の
直
接
的
な
行
為
」
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（21 ）

。 

し
か
し
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
に
よ
れ
ば
、
「
奇
跡
作
用
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

「
一
時
的
法
則 leges tem

porarias

」
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、「
自
然
の
秩
序
は
破
壊

さ
れ
な
い
」
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
原
状
回
復
と
い
う
奇
跡
も
現
象
し
な
い
」
。「
恒
常
的

法
則
」
と
「
一
時
的
法
則
」
と
は
対
立
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
「
一
時
的
法
則
」

に
よ
る
作
用
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
後
に
引
き
続
く
作
用
も
す
べ
て
「
一
時
的
法
則
」

に
よ
る
「
奇
跡
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う（22 ）

。
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
議
論
の

紹
介
は
こ
こ
で
途
切
れ
る
が
、「
一
時
的
法
則
」
に
よ
る
作
用
が
連
続
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
「
恒
常
的
法
則
」
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
が
控
え
て
い
る
と
推

測
す
る
。 

ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
は
、
同
僚
編
纂
者
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の

だ
か
ら
、
当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
論
評
は
批
判
の
対
象
と
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
反
論
を
続
け
る
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
主
題

か
ら
す
る
と
、
そ
こ
ま
で
も
逐
一
跡
づ
け
て
迷
い
道
に
入
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

8
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こ
の
場
で
重
要
な
こ
と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
に
よ
っ
て
「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
」

と
さ
れ
る
も
の
で
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
が
念
頭
に
置
い
た
も
の
が
な
に
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

「
自
然
」
か
「
奇
跡
」
か
、
と
い
う
二
項
対
立
で
考
え
た
と
き
、
「
反
実
仮
想
の

自
然
法
則
」
と
い
う
こ
と
で
、
明
白
に
「
自
然
」
と
銘
打
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、「
奇
跡
」
で
あ
る
「
一
時
的
法
則
」
で

は
な
く
、「
自
然
」
で
あ
る
「
恒
常
的
法
則
」
が
〈
固
く
考
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
思
え

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
の
主
張
全
体
で
は
、
「
一
時
的
法
則
」

と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
続
く
も
の
は
「
恒
常
的
法
則
」
に
則
っ
た
「
自
然
的
な
出
来

事
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
反
実
仮
想
の
自
然
法
則
」
と
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
が
い
う
「
一
時
的
法
則
」
で
あ

り
「
奇
跡
」
の
こ
と
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

実
際
、
ツ
ェ
ト
ラ
ー
の
事
典
の
反
論
は
、
「
奇
跡
」
と
い
え
ど
も
「
自
然
的
な
出

来
事
で
あ
っ
て
超
自
然
的
な
出
来
事
で
は
な
い
」
と
す
る
の
が
核
心
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
言
い
方
が
「
異
端
」
と
思
え
る
ひ
と
に
は
、「
奇
跡
」
が
「
一
時
的
な
運
動
法

則
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
」
と
説
明
す
る
か
ぎ
り
で
そ
れ
を
「
超
自
然
的
な
出
来
事
」

と
呼
ん
で
も
よ
い
と
す
る
。 

「
恒
常
的
法
則
」
と
し
て
機
械
論
的
な
物
理
法
則
を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
で
き
る

と
す
れ
ば
、「
一
時
的
法
則
」
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

「
奇
跡
」
な
る
も
の
を
思
考
す
る
こ
と 

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
反
実
仮
想
の
自
然
」
の
ほ
う
が
「
高
い
地
位
に
の
ぼ
り
」
と
表
現

す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ル
フ
派
の
論
争
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
ま
で
は
実

証
的
に
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
一
般
的
に
流
布
し
て
い

た
は
ず
の
ヴ
ォ
ル
フ
派
の
議
論
そ
の
も
の
は
と
も
か
く
、
す
で
に
解
明
さ
れ
て
い
る

機
械
論
的
法
則
の
み
な
ら
ず
、
未
解
明
の
自
然
現
象
ま
で
を
も
法
則
的
に
説
明
す
る

学
問
的
欲
求
は
確
実
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
説
明
の

仕
方
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
的
な
言
い
回
し
で
は
「
一
時
的
な｣

「
運
動
法
則
」
な
る
「
反

実
仮
想
の
自
然
法
則
」
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
ブ
リ
ツ
的
に
は
、
そ
れ

こ
そ
が
「
恒
常
的
法
則
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た

「
法
則
」
の
指
摘
だ
け
で
は
、
ま
っ
た
く
無
内
容
な
も
の
で
あ
り
、「
奇
跡
」
や
ら
「
超

自
然
」
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
内
容
的
に
規
定
す
れ
ば
、

今
日
で
い
う
〈
仮
説
〉
の
設
定
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
る（23 ）

。 

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
学
問
的
に
は
未
解
明
の
事
象
が
な

に
に
起
因
す
る
か
を
探
求
す
る
姿
勢
や
課
題
意
識
の
高
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
未
解

明
で
あ
る
以
上
、「
奇
跡
」
や
ら
「
超
自
然
」
だ
と
す
る
こ
と
も
で
き
、
さ
ら
に
は
「
神

の
」「
最
終
目
的
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
語
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
今
日
で
も
横
行
し
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
未
解
明
の
事
象
は
、

つ
ね
に
神
秘
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
う
る
し
、
神
秘
主
義
の
源
泉
と
も
な
る
の
で
あ

る
。 ヘ

ー
ゲ
ル
は
、
「
反
実
仮
想
の
自
然
」
が
「
高
い
地
位
に
の
ぼ
り
」
と
い
う
こ
と

で
、
学
問
的
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
事
象
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
機
械
論
や
因
果
論
を
超
え
た

―
―
ヴ
ォ
ル
フ
派
的
な
言
い
回
し
で
は
「
恒
常
的
法
則
」
を
超
え
た
―
―
水
準
で
こ

9
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の
事
象
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
さ
い
、
そ
の
よ
う
な
未
解
明
の
事
象
〈
Ｘ
〉
は
、「
主
語
」
と
し
て
、〈
わ
た

し
〉
の
単
純
さ
と
同
じ
単
純
さ
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
い
ず

れ
、
そ
れ
に
は
、
な
ん
ら
か
の
解
明
に
よ
っ
て
〈
述
語
〉〈
Ｂ
〉
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
事
象
〈
Ｘ
〉
は
、
つ
ね
に
〈
Ｂ
〉
か
ら
〈
折
れ
返
り
〉

還
帰
し
て
い
く
先
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
目
的
論
の
構
造
が
あ
り
、

し
か
も
〈
Ｘ
〉
が
「
奇
跡
」（
不
可
思
議
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
概
念
的
に
思
考
す
る

学
問
と
表
象
に
寄
り
か
か
る
宗
教
と
が
交
差
す
る
地
点
で
も
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
認
識
す
る
〈
わ
た
し
〉
と
そ
の
対
象
と
な
る
「
主
語
」
と
の

同
一
構
造
を
闡
明
し
、
思
考
と
存
在
と
の
同
一
性
を
確
保
す
る
論
理
だ
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
学
問
と
宗
教
と
が
並
び
立
つ
事
態
こ
そ
、
次
の
段

落
で
の
「
神
」
の
表
象
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
へ
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
と
〈
不
動
の
動
者
〉 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
目
的
論
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
大
元
締
め
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
『
自
然
学
』
の
議
論
に
回
帰
す
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
自
然
が
、
そ
れ
の
た
め
に

、
、
、
、
、
、
で
あ
る
そ
れ
、
、
と
し
て
の
原
因

〔
す
な
わ
ち
目
的
因
〕
の
部
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
概
略
、
次
の
よ
う
に

議
論
す
る（24 ）

。（
１
）「
な
に
か
の
た
め
に

、
、
、
、
、
、
、
〔
目
的
適
合
性
〕
は
、
自
然
に
よ
っ
て
生
成
し

存
在
す
る
物
事
の
う
ち
に
も
存
す
る
」
こ
と
、
（
２
）
「
な
ん
ら
か
の
終
り
、
、
の
存
す
る

物
事
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
物
事
お
よ
び
こ
れ
に
継
続
す
る
〔
中
間
の
〕
物

事
は
こ
の
終
り
、
、
の
た
め
に
〔
終
り
を
目
ざ
し
て
〕
な
さ
れ
る

、
、
、
、
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
こ
と
は
、
実
に
そ
の
な
さ
れ
る
と
お
り
に
も
と
も
と
自
然
的
に
そ
う
あ
り
、
自

然
的
に
そ
う
あ
る
と
お
り
に
そ
の
各
々
は
な
さ
れ
る
」
こ
と
、
ま
た
、「
〔
こ
う
し
た
生

成
過
程
に
お
い
て
〕
先
の
も
の
は
後
の
も
の
の
た
め
に

、
、
、
で
あ
る
」
こ
と
、（
３
）「
も
っ

と
も
明
白
に
自
然
の
目
的
性
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
動
物
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
し

て
、「
燕
が
巣
を
作
り
、
蜘
蛛
が
網
を
張
り
、
ま
た
植
物
が
、
そ
の
果
実
の
た
め
に
葉

を
生
や
し
、
栄
養
を
と
る
た
め
に
根
を
上
に
で
な
く
下
に
お
ろ
し
な
ど
す
る
の
が
、

自
然
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
と
も
に
な
に
か
の
た
め
に

、
、
、
、
、
、
、
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
に

よ
っ
て
生
成
し
存
在
す
る
物
事
の
う
ち
に
こ
う
し
た
原
因
〔
目
的
因
〕
の
存
す
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
」
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。 

こ
の
う
ち
、
議
論
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、（
２
）
の
「
終
り
の
た
め
に
な
さ
れ
る
」

と
い
う
論
理
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
れ
を
「
形
相
」
に
結
び
つ
け
る
。

す
な
わ
ち
、「
自
然
と
い
う
の
に
二
義
、
す
な
わ
ち
質
料
と
し
て
の
自
然
と
型
式
〔
形

相
〕
と
し
て
の
自
然
と
が
あ
り
、
そ
し
て
形
相
の
方
は
終
り
〔
目
的
〕
で
あ
っ
て
、
そ

の
他
は
こ
の
終
り
の
た
め
に

、
、
、
で
あ
る
か
ら
し
て
、
形
相
そ
の
も
の
は
、
そ
の
他
の
も

の
ど
も
が
そ
れ
、
、
の
た
め
に
で
あ
る
そ、
れ、
と
し
て
の
原
因
〔
目
的
因
〕
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。」
と
す
る
。
よ
う
す
る
に
、
自
然
の
形
相
は
終
り
と
し
て
目
的
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
こ
の
目
的
は
、
直
接

的
な
も
の
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
運
動
す
る
―
―
つ
ま
り
主
語
で
あ
る
―
―
静
止
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
を
理
解
す
る
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
『
形
而
上
学
』
で
の
議
論
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（25 ）

。
す
な
わ
ち
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
形
相
と
質
料
と
が
統
一
し
て
い
る
さ
い
、「
事
物
の
最
後

10
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の
〔
事
物
に
最
も
近
い
〕
質
料
と
そ
の
型
式
と
は
、
前
者
は
可
能
的
に
、
後
者
は
現
実

的
に
、
同
じ
で
あ
り
一
つ
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
事
物
は
、
質
料
と
い
う
可
能
態
か

ら
形
相
と
い
う
現
実
態
へ
と
運
動
す
る
。
そ
し
て
、「
各
々
の
事
物
を
そ
の
可
能
態
か

ら
現
実
態
へ
と
動
か
す
者
が
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
、
他
に
な
ん
ら
の
原
因
も

な
い
。
」
と
し
て
、
そ
の
運
動
の
主
体
で
あ
る
「
動
か
す
者
」
を
示
唆
す
る
。
出
隆
に

よ
れ
ば
、
こ
の
「『
動
か
す
者
』（kinousan

）
」
は
、「『
能
動
す
る
も
の
』（poiēsan

）

と
同
じ
も
の
で
、
結
局
、
可
能
的
な
も
の
が
現
実
的
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
転
化
の
終
極

の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
・
そ
れ
自
ら
は
な
ん
ら
の
可
能
性
を
も
残
さ

な
い
・
全
く
の
現
実
態
な
る
『
第
一
の
不
動
の
動
者
』
を
指
す
。
」

（26 ）

と
説
明
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
み
ず
か
ら
運
動
す
る
静
止
し
て
い
る
も
の
」
と
は
、
ま
さ
に
こ

の
「
不
動
の
動
者
」
に
あ
た
る
も
の
と
み
て
よ
い
。（
第
二
二
段
落
第
三
文
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
こ
の
「
不
動
の
動
者
」
は
、「
一
つ
で
永
遠
な
も
の
」

で
あ
り
「
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が（27 ）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
こ
ま
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
追
随
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
不
動
の
動

者
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
動
か
す
こ
と
と
い
う
こ
の
静
止
し
て
い
る
も
の
の
抽
象
的
な

力
」
と
言
い
換
え
、
さ
ら
に
、
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」
、「
純
粋
な
否
定
態
」

と
し
、「
一
つ
で
永
遠
な
も
の
」
と
は
限
ら
な
い
も
の
に
も
通
用
す
る
論
理
レ
ベ
ル
に

引
き
下
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
自
己
原
因
と
し
て
の
実

体
を
超
え
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
モ
ナ
ド
を
想
定
し
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
と

こ
ろ
で
あ
る（28 ）
。（
第
二
二
段
落
第
四
文
） 

〈
お
わ
り
〉
は
〈
は
じ
ま
り
〉
で
あ
る 

現
実
態
と
し
て
の
〈
お
わ
り
〉
が
可
能
態
と
し
て
の
〈
は
じ
ま
り
〉
で
あ
る
と
す

る
な
ら
、〈
は
じ
ま
り
〉
が
〈
お
わ
り
〉
を
目
的
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
態
で

あ
る
〈
は
じ
ま
り
〉
を
現
実
化
す
る
〈
お
わ
り
〉
に
至
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
そ

の
間
に
レ
ベ
ル
の
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
、〈
は
じ
ま
り
〉
が
〈
は
じ
ま
り
〉
を
目
的
と

し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
折
れ
返
り
〉
の
構
造
―
―
す
な
わ
ち
再
帰

構
造
―
―
を
担
っ
た
言
葉
が
「
自
己 Selbst

」
で
あ

（29 ）

り
、
こ
れ
は
、
〈
は
じ
ま
り
〉

で
も
あ
れ
ば
同
時
に
〈
お
わ
り
〉
で
も
あ
る
あ
り
方
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
再
帰
構
造
は
、〈
折
れ
返
り
〉
と
し
て
、「
主
語
」
と
〈
述
語
〉
と

の
関
係
で
も
あ
る
。 

そ
の
「
主
語
」
の
位
置
に
座
る
の
は
、「
直
接
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
概
念
」
で

あ
り
、
命
題
と
い
う
形
式
に
よ
る
判
断
を
介
し
て
、〈
述
語
〉
か
ら
「
主
語
」
た
る
「
概

念
」
に
〈
折
れ
返
る
〉。「
主
語
」
は
、「
直
接
的
な
も
の
」
と
し
て
は
、
可
能
態
で
あ

り
、
同
時
に
現
実
態
と
し
て
は
無
内
容
で
あ
る
か
ら
、「
純
粋
な
現
実
態
」
で
し
か
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
含
ま
れ
る
運
動
は
、
こ
う
し
た
「
純
粋
な
現
実
態
」（
可
能
態
）

を
内
容
あ
る
不
純
な
「
現
実
態
」
に
転
換
し
て
い
く
。（
第
二
二
段
落
第
五
文
） 

こ
う
し
た
現
実
化
こ
そ
が
「
現
に
成
し
遂
げ
る ausführen

」
と
い
う
も
の
で
あ

り
、「
現
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
目
的
」
は
、
つ
ね
に
、
内
容
あ
る
不
純
な
「
現
存
在
す

る
現
実
的
な
も
の
」
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
な
に
か
「
概

念
」
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
概
念
」（
可
能
態
）
を
「
繰
り

広
げ
てentfalten

｣

「
成
る
こ
と w

erden

」
な
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
「
動
態 U

nruhe｣

は
、
再
帰
構
造
を
担
う
「
自
己
」
―
―

「
主
語
」
の
「
概
念
」
で
あ
り
、
命
題
と
し
て
「
判
断
」
で
あ
り
、「
主
語
」
へ
の
〈
折

れ
返
り
〉
と
し
て
「
概
念
」
で
あ
る
も
の
―
―
の
あ
り
方
で
あ
り
、
思
考
す
る
〈
わ

11
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た
し
〉
の
あ
り
方
で
あ
る
と
と
も
に
、
存
在
す
る
思
考
対
象
の
あ
り
方
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。「
自
己
」
は
、
再
帰
構
造
と
し
て
、
つ
ね
に
直
接
態
で
あ
り
単
純
態
で
あ
る

ほ
か
は
な
く
、「
み
ず
か
ら
を
み
ず
か
ら
に
関
係
さ
せ
る
同
等
態
」
な
の
で
あ
る
。（
第

二
二
段
落
第
六
文
） 

「
神
」
は
「
主
語
」
た
り
え
な
い 

こ
う
し
た
「
主
語
」
の
位
置
に
座
る
「
概
念
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
次

に
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、「
実
体
」
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
い
わ
ゆ
る

〈
第
一
実
体
〉
―
―
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
主
語
」
に
な
る
も
の
で
〈
述
語
〉
に
は
な
り

え
な
い
か
ら（30 ）

、
と
も
か
く
こ
の
「
実
体
」
を
「
主
語
」
の
位
置
に
据
え
て
し
ま
い
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
も
、「
実
体
」
に
い
か
な
る
〈
述

語
〉
を
つ
け
よ
う
か
。
こ
こ
で
思
考
が
停
止
す
る
…
…
。 

「
実
体
」
と
思
し
き
「
絶
対
的
な
も
の
」
を
「
主
語
」
の
位
置
に
据
え
て
表
象
し

て
み
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
「
絶
対
的
な
も
の
」
で
あ
る

「
神
」
を
取
り
上
げ
た
ら
ど
う
か
。
こ
れ
な
ら
ば
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
イ
メ
ー

ジ
が
湧
く
。
そ
も
そ
も
、「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
一
」
に
「
神
は
愛
で
す
。
」
と
あ
る
で
は

な
い
か
（
第
四
章
第
十
六
節
）
。
あ
る
い
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、「
愛
の
う
ち
に
神
は
あ
り
、

神
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
在
る
よ
う
に
永
遠
に
存
続
す
る
」

（31 ）

と
言
っ
て
い
る
し
、
ま

た
、「
か
の
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
道
徳
的
秩
序
は
そ
れ
自
身
神
で
あ
る
。
私
た
ち

は
こ
れ
以
外
の
神
を
要
し
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
以
外
の
神
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
」

（32 ）

と
も
言
っ
て
い
る（33 ）

。（
第
二
三
段
落
第
一
文
） 

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
こ
の
よ
う
な
命
題
で
は
、
真
な
る
も
の
が
、
直
截
に
主

語
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
み
ず
か
ら
を
み
ず
か
ら
自
身
の
な
か
に
〈
折

れ
返
ら
せ
る
も
の
〉（sich in sich selbst Reflectiren

）
の
運
動
（Bew

egung

）
と
し

て
は
具
現
さ
れ
て
い
な
い
。
」
と
し
て
、
こ
の
種
の
命
題
が
無
意
味
で
あ
る
と
切
り
捨

て
る
（
第
二
三
段
落
第
二
文
）
。
こ
こ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
〈
折
れ
返
ら
せ
る
も
の
〉
が

な
い
と
い
う
の
だ
が
、
命
題
は
、
そ
れ
自
体
で
〈
述
語
〉
か
ら
「
主
語
」
へ
と
〈
折

れ
返
る
〉
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
？ 

た
し
か
に
、「
主
語
」
は
、「
み
ず
か
ら
の
な
か
に
折
れ
返
っ
た
も
の
」
と
し
て
設

定
さ
れ
て
は
い
る
（
第
二
三
段
落
第
六
文
）
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
神
」
と
い
っ

た
こ
の
種
の
「
主
語
」
が
「
感
性
を
欠
い
た
（sinnlos

）
音
声
」
「
た
ん
な
る
名
前
」

で
し
か
な
く
（
同
第
二
・
三
文
）
、
ま
た
、「
み
ず
か
ら
の
な
か
に
折
れ
返
っ
た
も
の
で

あ
る
主
語
」
が
「
先
取
り
さ
れ
て
い
る anticipirt

」（
同
第
七
文
）
と
す
る
。
す
な
わ

ち
、「
折
れ
返
り
」
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
「
主
語
」
が
立
て
ら
れ
た
時
点
で
「
述
語
」

の
内
容
を
そ
こ
に
密
輸
入
し
て
お
い
て
―
―
先
取
り
し
て
折
れ
返
ら
せ
て
お
い
て
―

―
表
現
と
し
て
は
そ
の
も
の
と
し
て
隠
蔽
し
、「
神
」
と
記
し
た
「
主
語
」
の
ハ
ン
カ

チ
を
取
り
除
け
ば
、〈
述
語
〉
の
た
と
え
ば
「
愛
」
が
め
で
た
く
現
れ
る
、
と
い
っ
た

調
子
の
手
品
だ
と
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詐
術
に
比
べ
る
な
ら
、

古
代
人
は
、「
純
粋
な
概
念
、
存
在
、〈
一
つ
の
も
の
〉
」
と
い
っ
た
も
の
、
そ
う
じ
て

「
意
味
（Bedeutung

）
と
な

（34 ）

る
も
の
」
に
別
の
「
感
性
を
欠
い
た
音
声
」
を
加
え
な

か
っ
た
点
で
き
わ
め
て
誠
実
で
あ
る（35 ）

。
端
的
に
い
え
ば
、
「
主
語
」
と
な
る
も
の
は
、

「
意
味
」
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

だ
が
、
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
に
は
、「
神
」
に
は
十
分
に
「
意
味
」
が
あ
る
、

と
の
反
論
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
念
頭
に
お
く
べ
き
こ
と

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
神
」
を
語
る
さ
い
に
、
た
だ
一
つ
の
宗
教
し
か
な
い
、
と
い
う

12
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立
場
で
臨
ん
で
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
全
体
に
目
を
配
る
ま
で
も
な

く
、
キ
リ
ス
ト
教
自
身
が
散
り
散
り
に
分
裂
し
て
い
る
な
か
で
は
自
明
の
こ
と
と
し

て
、「
神
」
と
い
う
こ
と
で
い
か
な
る
「
意
味
」
が
あ
る
の
か
は
、
こ
の
「
主
語
に
つ

い
て
知
っ
て
い
る
者
に
密
接
に
結
び
つ
く
」（
第
二
三
段
落
第
八
文
）
し
か
な
い
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
こ
の
種
の
「
主
語
」
の
場
合
、
そ
の
「
意
味
」
内
容
は
、
そ
れ
を
話
す
者

次
第
で
あ
っ
て
、〈
わ
た
し
〉
の
立
場
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、「
神
」
は
、
た
ん
に
〈
わ
た
し
〉
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
つ
け
た
〈
固
有
名
〉

で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

「
主
語
」
と
い
う
〈
点
〉
そ
の
も
の
の
「
運
動
」 

〈
わ
た
し
〉
が
〈
成
る
こ
と
〉
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
主
語
」
自
身
も
そ
れ

自
体
で
〈
成
る
こ
と
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
主
語
」
は
、
「
神
」

の
よ
う
に
「
固
定
的
な
〈
点
〉」（
第
二
三
段
落
第
八
文
）
で
あ
っ
た
り
「
静
止
的
な
〈
点
〉
」

（
同
第
十
文
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
固
定
的
・
静
止
的
な
〈
点
〉
に
は
、

そ
れ
自
体
に
〈
折
れ
返
り
〉
の
「
運
動
」
な
ど
な
い
の
で
あ
る
（
同
第
九
文
）
。
む
し

ろ
、
「
主
語
」
と
い
う
〈
点
〉
そ
の
も
の
が
み
ず
か
ら
「
述
語
」
を
「
付
け
加
え
て
」

い
く
「
運
動
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、「
主
語
」
は
、「
自
己

運
動 Selbstbew

egung

」
と
し
て
の
「
現
実
態
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
（
同
第
十
文
）
。 

想
い
返
せ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
第
二
一
段
落
に
お
い
て
、〈
わ
た
し
〉
が
「
認
識
」

の
場
と
し
て
命
題
を
言
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
の
〈
わ
た
し
〉

が
、
「
単
純
」
で
あ
り
な
が
ら
「
媒
介
」
さ
れ
た
「
直
接
態
」
と
し
て
〈
折
れ
返
り
〉

を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

命
題
そ
の
も
の
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
主
語
」
は
、
〈
点
〉
と
し
て

「
単
純
」
で
あ
り
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
運
動
し
て
「
述
語
」
を
明
示
し
、
こ
の
「
媒

介
」
を
経
て
「
主
語
」
に
復
帰
す
る
〈
折
れ
返
り
〉
で
あ
る
こ
と
で
、「
現
実
態
」
た

り
う
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、「
主
語
」
を
立
て
る
〈
わ
た
し
〉
の
あ
り
方

と
「
主
語
」
自
身
の
あ
り
方
が
同
一
で
あ
る
と
き
、〈
わ
た
し
〉
の
言
明
す
る
命
題
は

「
主
語
」
そ
の
も
の
の
「
現
実
態
」
た
り
う
る
、
と
い
う
見
通
し
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
持

っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

「
主
語
」
は
「
シ
ス
テ
ム
」
を
形
成
す
る 

「
主
語
」
が
み
ず
か
ら
動
い
て
「
述
語
」
を
明
示
し
つ
つ
み
ず
か
ら
に
〈
折
れ
返

る
〉
、
こ
う
し
た
「
概
念
の
現
実
態
」
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
知
」
が
「
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
「
現
実
的
」
だ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
知
（W

issen

）
は
、
学
問
（W

issenschaft

）

と
し

（36 ）

て
、
つ
ま
り
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
み
現
実
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
の
み
具
現
し
う
る
」
と
す
る
。（
第
二
四
段
落
第
一
文
） 

「
学
問
」
を
「
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。
「
ど
の

教
説
も
、
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
認
識
が
原
理
（Prinzipiren

）
に
よ

っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
全
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
学
問
で
あ
る
。
」
そ
し

て
、
そ
の
秩
序
要
件
は
、「
認
識
の
結
び
つ
き｣

が
、「
根
拠
と
そ
の
結
論
の
つ
な
が
り 

ein Zusam
m

enhang von G
ründen und Folgen

」
で
あ
る
こ
と
に
あ
る

（37 ）

。 

「
原
理
」
へ
の
「
反
駁
」
が
秩
序
で
あ
る 

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
シ
ス
テ
ム
」
が
「
原
理
」
に
よ
る
秩
序
を
も
つ
と
す
る
カ
ン
ト

の
考
え
方
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
そ
の
「
原
理
」
自
身
が
か
か
え
る
問
題
を
指
摘
し
、

「
原
理
」
を
い
わ
ば
同
一
律
的
に
貫
徹
す
る
こ
と
が
秩
序
た
り
え
な
い
こ
と
を
示
そ

う
と
す
る
。 
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
は
明
快
で
あ
る
。
「
哲
学
の
原
則
（G

rundsatz

）
と
か
原
理
」

は
、
「
そ
れ
が
真
な
る
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
普
遍
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
し

「
〈
は
じ
ま
り
〉
に
す
ぎ
な
い
」
以
上
は
、「
誤
り falsch

」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
欠

陥 M
angel

」
が
あ
る
の
で
あ
る
（
第
二
四
段
落
第
二
文
）（38 ）

。
こ
こ
に
は
、
「
普
遍
的
に

通
用
す
る
第
一
の
原
則
」
を
「
変
化
し
な
い
永
続
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
固

定
化
す
る
」
こ
と
に
執
心
す
る
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
対
す
る
批
判
が
控
え
て
い
る（39 ）

。 

し
た
が
っ
て
、
秩
序
を
形
成
す
る
の
は
、「
原
則
」「
原
理
」
そ
の
も
の
が
か
か
え

る
「
欠
陥
を
直
示
す
る
（aufzeigen
）
」
「
反
駁 W

iderlegung

」（
第
二
四
段
落
第
三
・

四
文
）
で
あ
る
。
こ
の
「
反
駁
」
は
、「
反
対
の
請
け
あ
い
（Versicherungen

）
や
閃

い
た
こ
と
（Einfälle

）
に
よ
っ
て
外
か
ら
や
っ
て
み
る
も
の
で
は
な
い
」
。
そ
う
で

は
な
く
、「
根
源
的
な｣

「
反
駁
」
は
、「
原
則
自
身
か
ら
取
り
出
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い

る
」
の
で
あ
る
（
同
第
五
文
）
。
こ
の
さ
い
、
「
反
駁
」
に
は
、
「
否
定
的
な
側
面
」
の

み
な
ら
ず
「
肯
定
的
な
側
面
」
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と

す
る
（
同
第
六
文
）
。 

〈
は
じ
ま
り
〉
が
も
つ
―
―
「
直
接
的
で
あ
り
」
「
目
的
」
で
あ
る
と
い
っ
た
―

―
「
一
面
的
な
形
式
」
に
「
否
定
的
に
〈
関
わ
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
こ
そ
、〈
は
じ
ま

り
〉
は
、
「
本
来
的
に
肯
定
的
に
現
に
成
し
遂
げ
」
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
二
四
段

落
第
七
文
）
。
〈
は
じ
ま
り
〉
の
「
欠
陥
」
「
誤
り
」
を
「
直
示
す
る
」
こ
と
か
ら
進
ん

で
、
こ
の
よ
う
に
〈
は
じ
ま
り
〉
を
「
現
に
成
し
遂
げ
る
」
こ
と
こ
そ
が
よ
り
良
い

こ
と
で
な
の
で
あ
る
（
同
第
八
文
）
。 

「
精
神
」
は
「
主
語
」
た
り
う
る 

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
神
」
は
「
主
語
」
た
り
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
表
象
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
三
位
一
体
の
一
位
相
で
あ
る
「
精

神
」
で
あ
れ
ば
「
主
語
」
た
り
う
る
、
と
い
う
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
で
あ
る
。 

こ
の
さ
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
絶
対
的
な
も
の
を
精
神
と
し
て
言
明
す
る
表
象
」
と

い
う
言
い
方
で
、
読
者
の
キ
リ
ス
ト
教
表
象
を
誘
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
篤
い
信
仰
者

で
あ
れ
ば
、「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
言
葉
「
神
は
霊
（G

eist

）

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
を
礼
拝
す
る
者
は
、
霊
と
真
理
（W

ahrheit

）
を
も
っ
て
礼

拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」（
第
四
章
第
二
四
節
）（40 ）

が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。 ヘ

ー
ゲ
ル
は
、「
精
神
」
を
「
も
っ
と
も
崇
高
な
概
念
」
だ
と
し
、「
近
代 neuere 

Zeit

」
と
「
そ
の
宗
教
」
に
密
接
に
結
び
つ
く
、
と
す
る
。「
近
代
」
と
い
う
こ
と
で

ど
の
よ
う
な
範
囲
を
考
え
る
べ
き
か
は
曖
昧
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
み
ず
か
ら
の
ル
タ

ー
主
義
を
公
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
改
革
後
を
想
定
し
て
大
き
な

過
誤
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（41 ）

。（
第
二
五
段
落
第
一
文
） 

そ
れ
は
そ
う
と
、
「
神
」
な
ら
駄
目
で
、
な
に
ゆ
え
「
精
神
」
で
あ
れ
ば
よ
い
の

か
。「
神
」
が
「
主
語
」
と
し
て
失
格
で
あ
っ
た
理
由
は
、「
神
」
に
は
、「
述
語
」
の

内
容
が
先
取
り
さ
れ
て
す
で
に
折
れ
返
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、

「
神
」
の
な
ん
た
る
か
は
、〈
わ
た
し
〉
の
勝
手
に
属
す
る
こ
と
に
成
り
下
が
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
精
神
」
が
「
主
語
」
た
り
う
る
の
は
、
こ
の
よ
う

な
先
取
り
さ
れ
折
れ
返
ら
さ
れ
た
内
容
が
〈
は
じ
ま
り
〉
と
し
て
見
当
た
ら
な
い
こ

と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
精
神
的
な
も
の
」
が
「
現
実
的
な
も
の
」
―
―
「
現
実
的
な
も
の
」
と
は
？ 

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
に
わ
か
に
「
精
神
」
か
ら
議
論
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
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こ
こ
で
は
、
案
外
に
、『
精
神
の
現
象
学
』
の
著
述
内
容
全
体
の
流
れ
―
―
す
な
わ
ち

「
意
識
」・
「
自
己
意
識
」・
「
理
性
」
の
展
開
を
ま
っ
て
「
精
神
」
章
が
登
場
す
る
こ

と
―
―
を
意
識
し
た
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
精
神
的
な
も
の
だ
け
が
現
実
的
な
も
の
で

あ
る
」
と
宣
言
し
、
し
ば
ら
く
、「
現
実
的
な
も
の
」
の
議
論
に
集
中
す
る
。 

「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
主
語
」
と
し
て
は
、「
本
質
」
で
あ
り
、「
そ
れ
自
体 an 

sich

」
で
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
主
語
」
は
、「
述
語
」
を
も
た
ら
し
つ

つ
そ
れ
を
撤
回
し
み
ず
か
ら
に
〈
折
れ
返
る
〉
構
造
も
有
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
主

語
」
で
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
み
ず
か
ら
に
〈
関
わ
る
も
の
〉 sich verhaltend

」

で
あ
り
、「
述
語
」
の
点
で
「
規
定
さ
れ
た
も
の bestim

m
t

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
主
語
」
に
と
っ
て
「
述
語
」
は
、
み
ず
か
ら
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
「
他
の
あ

り
方 Andersseyn

」
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
述
語
」
を
撤
回
し
て
「
主
語
」

に
〈
折
れ
返
る
〉
の
だ
か
ら
、
「
主
語
」
で
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
そ
れ
だ

け
で
独
立
し
た
存
在 Fürsichseyn

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ

を
、「
規
定
態
つ
ま
り
〈
み
ず
か
ら
の
外
に
あ
る
こ
と Aussersichseyn
〉
の
か
た
ち

で
、
み
ず
か
ら
自
身
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
（in sich selbst bleibend

）
」
と
言
い
換
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
「
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ

だ
け
で
独
立
し
て
も
い
る an und für sich

」
の
だ
と
い
う
。
け
だ
し
、「
そ
れ
自
体
」

で
あ
る
「
主
語
」
か
ら
、「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
」
「
主
語
」
に
復
帰
し
て
、
こ
の

両
者
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（42 ）

。（
第
二
五
段
落
第
二
文
） 

〈
わ
た
し
〉
で
は
な
く
〈
わ
れ
わ
れ
〉 

な
ん
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
現
実
的
な
も
の
」
に
〈
折
れ
返

り
〉
の
構
造
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、「
神
」
と

い
う
〈
固
有
名
〉
の
手
品
と
同
じ
手
口
で
は
な
い
の
か
？ 

い
や
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
主
語
」
と
「
述
語
」
の
関
係
を
念

頭
に
お
い
て
、「
現
実
的
な
も
の
」
を
「
そ
れ
自
体
」（
主
語
）
と
「
他
の
あ
り
方
」（
述

語
）
、
そ
し
て
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」（
主
語
）
に
あ
て
は
め
た
も
の
で
し
か

な
い
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
規
定
態
を
「
主
語
」
に
隠
す
が
ご
と
き
詐
術
に
は
当
た
ら

な
い
と
み
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。 

と
は
い
え
、「
神
」
の
場
合
、〈
わ
た
し
〉
の
勝
手
が
入
り
込
む
こ
と
を
指
摘
し
た

手
前
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
「
精
神
」
の
場
合
は
、〈
わ
た
し
〉

の
勝
手
で
は
な
い
、
と
い
う
論
理
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
、

出
来
あ
が
っ
た
「
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
い
る
」
と
い
う
事
態
は
、

〈
わ
た
し
〉
の
勝
手
で
は
な
く
、「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て für uns

」
の
こ

（43 ）

と
だ
と
、

み
ん
な
を
道
連
れ
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
イ
エ
ス
が
「
神
は
霊
で
あ
る
」
と
言
っ
た

の
は
、
サ
マ
リ
ア
の
婦
人
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、「
あ
な
た

が
た
は
知
ら
な
い
も
の
を
礼
拝
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
た
ち
は
（w

ir

）
知
っ
て
い
る

も
の
を
礼
拝
し
て
い
る
。
救
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
来
る
か
ら
だ
。
」（
「
ヨ
ハ
ネ
の
福
音

書
」
第
四
章
第
二
二
節
）
と
も
イ
エ
ス
は
言
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
あ
な
た
が
た
」
と
「
わ
た
し
た
ち
」
が
明
確
に
対
立
し
て

い
る
よ
う
に
、
〈
わ
た
し
〉
の
代
わ
り
に
〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
持
ち
出
し
た
と
し
て
も
、

勝
手
の
レ
ベ
ル
が
特
殊
な

、
、
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
格
上
げ
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え

る
。

（44 ）

す
な
わ
ち
、
主
観
主
義
か
ら
間
主
観
主
義
に
乗
り
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
持
ち
出
し
て
も
、
カ
ン
ト
が
素
朴
に
信
じ
た
普
遍

15



跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号 2017 

的
な
客
観
的
妥
当
性（45 ）

を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
点
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
哲
学
全
体
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
み
ず
か
ら
が
自
覚
的
に
格
闘
し
た
問
題

だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
躓
き
の
石
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
の
ば

ね
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
論
ず
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
を
大
い

に
逸
脱
す
る
の
で
簡
単
な
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
認
識
一
致
を
時
間
と
空
間
に
解
放
し
て
、
歴
史
と
人

民
（
そ
し
て
そ
れ
が
含
む
身
分
）
の
経
験
レ
ベ
ル
の
普
遍
態
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ

れ
を
包
括
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
こ
の
よ
う
な
問
題
が
伏
在
す
る
た
め
、
さ

し
あ
た
り
そ
れ
を
度
外
視
す
る
に
は
、
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」
は
、
こ
う
し
た

「
そ
れ
自
体
で
も
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
い
る
」
と
い
う
事
態
が
あ
ら
か
じ
め
「
主

語
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
「
そ
れ
自
体

、
、
、
、
」
な
の
だ
、
と
畳
み
か
け
る
必
要
も
あ
る
の

で
あ
る（46 ）

。
そ
の
よ
う
に
扱
い
う
る
の
は
、
〈
わ
れ
わ
れ
〉
は
、
「
現
実
的
な
も
の
」
を

「
そ
れ
自
体
」
と
「
他
の
あ
り
方
」
と
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」
か
ら
な
る

も
の
と
し
て
「
そ
れ
自
体
」
の
「
主
語
」
に
丸
め
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
そ
れ
自
体
」
が
未
展
開
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
い
ず

れ
「
学
問
」
と
し
て
展
開
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
現
実
的
な
も
の
」
が
〈
お
わ
り
〉
と
し
て
「
主
語
」
に
還
帰

し
た
と
き
、
そ
こ
に
あ
る
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
他
の
あ
り
方
」
と
い
う
媒
介
が

あ
る
の
だ
か
ら
、〈
は
じ
ま
り
〉
の
「
主
語
」
の
と
き
の
あ
り
方
と
は
異
な
る
相
貌
を

示
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
同
一
態
も
認
め
ら
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
同
一
態
は
、
双
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
実
的
な
も
の
」
と

は
異
な
る
「
精
神
」
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
現
実
的
な
も
の
は
、
精
神
的
な
実
体
な
の
で
あ
る
」

（47 ）

。（
第
二
五
段
落
第
三
文
） 

「
現
実
的
な
も
の
」
が
み
ず
か
ら
を
「
精
神
」
と
し
て
「
知
る
」 

し
か
し
、
「
現
実
的
な
も
の
」
が
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」
「
そ
れ
自
体
」
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
未
展
開
の
ま
ま

命
題
と
し
て
知
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、「
現
実
的

な
も
の
」
は
、
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
そ
れ
自
身
で
も
ま
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
「
そ
れ
自
体
で
も
そ

れ
だ
け
で
独
立
し
て
も
い
る
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、「
現
実
的
な
も

の
」
は
、「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
み
ず
か
ら
を
「
対
象｣

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
と
き
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
命
題
と
し
て
、「
主
語
」
と
し
て
「
直
接

的
に
存
在
し
」
、「
述
語
」
と
し
て
「
媒
介
さ
れ
た
対
象
」
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、「
主

語
」
へ
の
還
帰
と
し
て
、「
対
象
」
と
し
て
「
廃
棄
さ
れ
」
、「
現
実
的
な
も
の
」
に
「
折

れ
返
っ
た
対
象
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
さ
い
、「
現
実
的
な
も
の
」
は

「
精
神
」
で
あ
っ
た
か
ら
、「
現
実
的
な
も
の
」
が
み
ず
か
ら
を
「
精
神
」
と
し
て
「
知

る
」
、
あ
る
い
は
、
「
精
神
」
が
み
ず
か
ら
を
「
精
神
」
と
し
て
「
知
る
」
こ
と
に
な

る
。（
第
二
五
段
落
第
四
文
） 

「
自
己
産
出
」
す
る
「
対
象
」
が
「
純
粋
な
概
念
」 

こ
う
し
て
、「
現
実
的
な
も
の
」
は
、「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」「
そ
れ
だ
け
で

独
立
し
た
」
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
さ
い
、
「
現
実
的
な
も
の
」
は
、
「
精
神
」
で
あ
り
「
対
象
」
で
あ
る
か
ら
、

「
精
神
」
が
、
つ
ま
り
「
対
象
」
が
「
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
存
在
」
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
現
実
的
な
も
の
」
が
み
ず
か
ら
を
産
出
し
て
い
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く
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
同
時
に
、「
精
神
」
が
「
精
神
」
を
、「
対
象
」
が
「
対
象
」

を
「
自
己
産
出
す
る Selbsterzeugen

」
こ
と
で
も
あ
る
。
た
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

当
面
は
、「
対
象
」
の
「
自
己
産
出
」
に
話
題
を
限
定
す
る
。
こ
れ
は
、
「
対
象
」
で

の
筋
を
「
純
粋
な
概
念
」
と
し
、「
精
神
」
で
の
筋
を
「
学
問
」
と
し
て
整
理
す
る
た

め
で
あ
る
。 

「
対
象
」
が
「
精
神
的
な
内
容
」
と
し
て
「
自
己
産
出
」
さ
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
「
そ

れ
だ
け
で
独
立
」
す
る
と

（48 ）

、
そ
の
「
対
象
」
は
「
純
粋
な
概
念
」
と
な
り
、
「
対
象
」

と
し
て
の
「
現
存
在
」
も
有
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
同
時
に
「
み
ず
か
ら
の
内
に
折

れ
返
っ
た
対
象
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。（
第
二
五
段
落
第
五
文
） 

「
精
神
」
の
自
己
知
が
「
学
問
」
で
あ
る 

「
精
神｣

が
「
み
ず
か
ら
を
精
神
と
し
て
知
る
」、
こ
の
「
精
神
」
が
「
学
問
」
で

あ
る
（
第
二
五
段
落
第
六
文
）
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
学
問
」
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
で

位
置
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
、「
純
粋
な
概
念
」
へ
の
言
及
が
先
行
す
る
こ
と
を

根
拠
に
、『
精
神
の
現
象
学
』
を
外
し
て
『
論
理
学
』
以
降
の
こ
と
が
そ
の
「
学
問
」

と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
、
さ
し
あ
た
り
理
解
す
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う（49 ）

。
と
い

う
の
も
、
の
ち
の
第
二
七
段
落
第
一
文
に
お
い
て
、「
一
般
的
に
い
う
学
問
の
、
す
な

わ
ち
知
の
こ
う
し
た
〔
第
二
六
段
落
で
い
う
〕
生
成
こ
そ
、
学
問
の
シ
ス
テ
ム
の
う
ち

第
一
部
で
あ
る
こ
の
『
精
神
の
現
象
学
』
が
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
知
」
の
「
生
成
」
も
「
学
問
の
シ
ス
テ
ム
」
に
含
ま
れ
る
と
み
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。 

ま
た
、
同
様
に
、
「
学
問
は
、
精
神
の
現
実
態
で
あ
り
、
精
神
が
み
ず
か
ら
独
自

の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
い
て
築
い
た
国
で
あ
る
。
」（
第
二
五
段
落
第
七
文
）
と
さ
れ
る
さ

い
の
「
学
問
」
も
『
論
理
学
』
以
降
の
こ
と
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

第
二
七
段
落
第
三
文
に
お
い
て
、「
学
問
の
純
粋
な
概
念
で
あ
る
「
学
問
の
エ
レ
メ
ン

ト
」
を
産
出
す
る
た
め
に
は
、
概
念
は
、
長
い
道
の
り
を
通
る
あ
い
だ
ず
っ
と
労
働

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
学
問
の

、
、
、
エ
レ
メ
ン
ト
」

は
、
あ
く
ま
で
「
学
問
の

、
、
、
純
粋
な
概
念
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
「
純
粋
な
概

念
」
が
念
頭
に
置
か
れ
る
「
精
神
の

、
、
、
エ
レ
メ
ン
ト
」
と
は
差
異
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。 

（
つ
づ
く
） 
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註 
（
１
）“RÉSU

LTAT. s. m
. Ce qui résulte, ce qui s’ensuit d’une délibération, d’une 

conférence, d’une assem
blée, d’un principe, d’un fait, etc.” Dictionnaire de 

l’Académ
ie 

française, 
5th 

Edition 
(1798), 

Analyse 
et 

Traitem
ent 

Inform
atique de la Langue Française (http://w

w
w.atilf.fr/) 

に
よ
る
。 

（
２
）
経
験
的
な
総
合
命
題
を
念
頭
に
置
く
。
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
上
巻
、
宇
都
宮
監

訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
五
三
頁
（B. 11 f.

）
参
照
。 

（
３
）
「
『
批
判
』
は
、
諸
事
物
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
わ
れ
わ
れ
の
能
力
に
だ
け
か
か
わ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
快
不
快
の
感
情
や
欲
求
能
力
を
除
外
し
て
、
認
識
能
力
だ
け
を

取
り
扱
う
が
、
さ
ら
に
認
識
能
力
の
う
ち
で
も
、
自
ら
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
理
に
従
う

悟
性
だ
け
を
取
り
扱
い
、
判
断
力
や
理
性
（
同
じ
く
理
論
的
認
識
に
属
す
る
能
力
と
し
て

の
）
は
除
外
さ
れ
る
。
」
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
上
巻
、
宇
都
宮
訳
、
以
文
社
、
一
九
九

四
年
、
一
三
頁
。Vgl. Kants W

erke, Akadem
ie Textausgabe, U

nveränderter 

photom
echanischer 

Abdruck 
des 

Textes 
der 

von 
der 

Preußischen 

Akadem
ie der W

issenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von K
ants 

gesam
m

elten Schriften, 9 Bde., Anm
erkung 2 Bde., Berlin 1968, Bd. 5, S. 

167. 

「
判
断
力
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
諸
能
力
の
秩
序
に
お
い
て
、
悟
性
と
理
性
の
間
で

中
間
項
を
な
す
」
。
前
掲
書
、
一
五
頁
。Vgl. a. a. O

., S. 168. 

（
４
）「
判
断
力
は
一
般
に
、
特
殊
な
も
の
を
普
遍
な
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
思
考
す
る
能
力
で
あ
る
。
普
遍
な
も
の
（
規
則
や
原
理
や
法
則
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る

と
、
特
殊
な
も
の
を
そ
の
下
に
包
摂
す
る
判
断
力
は
、〔
中
略
〕
規
定
的
で
あ
る
。
し
か
し

た
だ
特
殊
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
判
断
力
が
こ
の
も
の
の
た
め
に
普
遍
な
も

の
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
判
断
力
は
た
ん
に
反
省
的
で
あ
る
。
」
前
掲

書
、
四
〇
頁
。Vgl. a. a. O

., S. 179.

「
自
然
に
お
け
る
特
殊
な
も
の
か
ら
普
遍
な
も
の

へ
と
上
昇
す
る
職
務
を
持
つ
反
省
的
判
断
力
は
、
そ
れ
ゆ
え
あ
る
原
理
を
必
要
と
す
る
が
、

し
か
し
反
省
的
判
断
力
は
こ
の
原
理
を
経
験
か
ら
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
と
言
う
の
も
、
こ
の
原
理
は
、
ま
さ
に
一
切
の
経
験
的
諸
原
理
の
、
同
じ
く
経
験
的

で
は
あ
る
が
い
っ
そ
う
高
次
の
諸
原
理
の
下
で
の
統
一
と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
両
原
理

の
間
の
〔
一
方
の
他
方
へ
の
〕
体
系
的
従
属
関
係
の
可
能
性
と
を
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
省
的
判
断
力
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
的
原

理
を
自
分
か
ら
自
分
自
身
に
の
み
法
則
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の

原
理
を
他
か
ら
取
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ず
〔
中
略
〕
ま
た
そ
れ
を
自
然
に
指
定
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
」
前
掲
書
、
四
一
頁
。Vgl. a. a. O

., S. 180. 

（
５
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
参
照
。
ベ
ー
コ
ン
『
学
問
の
進
歩
』、
服
部
英
次
郎
・
多

田
英
次
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
四
年
、
一
七
〇
頁
。Cf. Francis Lord Verulam

, Of 
the Proficience and Advancem

ent of Learning, ed. by b. M
ontagu Esq., 

London 1838 (G
oogle), p. 148. Cf. Francisci Baconis, “D

e D
ignitate &

 

Augm
entis Scientiarum

”, in: Francisci Baconi, Baronis de Verulam
io, 

Vice-Com
itis S. Albani, Sum

m
i Angliae Cancellarii, OPERA OM

N
IA, que 

extant: 
Philosophica, 

M
oralia, 

Politica, 
H

istorica, 
[…

] 
H

actenus 

N
unquam

 Conjunctim
 Edita, Jam

 vero Sum
m

o Studio Collecta, U
no 

Volum
ine Com

prehensa, &
 ab innum

eris M
endis repurgata: Cum

 Indice 

Rerum
 ac Verborum

 U
niversali absolutissim

o, H
is Præ

fixa est Auctoris 

Vita, Im
pensis Joannis Baptistæ

 Schonw
etteri, Francofurti ad M

oenum
 

1665 (G
oogle), 91 f. 

（
６
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
参
照
。
ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
―
―
倫
理
学
―
―
』
上
、

畠
中
尚
志
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
（
改
版
。
初
版
一
九
五
一
年
）
、
八
六
頁
以
下
。

Cf. Benedicti de Spinoza, “Ethica, O
rdine geom

etrico dem
onstrata et in 

quinque partes distincta in quibus agitur”, in: Benedicti de Spinoza opera 
quae supersunt om

nia, Iterum
 edenda curavit, praefationes, vitam

 

auctoris, nec non notitias, quae ad historiam
 scriptorum

 pertinent, 
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学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 

addidit H
enr. Eberh. G

ottlob Paulus, volum
en posterius, Ienae 1803 

(G
oogle). p. 71 f. 

（
７
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
参
照
。
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
下
巻
、
三
一
頁
。Vgl. 

Kants W
erke, Bd. 5, S. 368 f. 

（
８
）„M

ISZK
EN

N
EN

, verb. falsch oder fehlerhaft erkennen, verkennen;“ Vgl. 

GRIM
M

. Bd. 12. Sp. 2300. 

（
９
）verm

einen 

は
、
根
本
的
に
は
、„fest im

 sinne haben, halten 

（
固
く
考
え
る
。

し
っ
か
り
記
憶
す
る
）“ 
の
意
。Vgl. GRIM

M
. Bd. 25. Sp. 854. 

そ
の
過
去
分
詞 

verm
eint 

に
も
こ
の
含
意
は
あ
る
が
、
後
代
、
「
現
実
的
な
も
の
に
対
立
し
て
知
る im

 

gegensatze zum
 w

irklichen w
issen

」
、
「
客
観
的
に
正
し
い
こ
と
に
対
立
し
て
主
観

的
に subjectiv gegenüber dem

 objectiv richtigen

」
と
い
う
含
意
が
生
じ
悪
い
意

味
に
固
定
し
た
。 

（
10
）
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
、 “pseudo-nature” 

と
訳
す
。Cf. G

. W
. F. H

egel, Préface de 
la Phénom

enologie de l’esprit, Traduction, introduction et vade-m
ecum

 

par Jean- Pierre Lefebvre, Paris 1996, p. 63. 

（
11
）
原
文
は
、 „D

ie Erhebung der verm
einten N

atur über das m
iskannte 

D
enken“. 

金
子
訳
は
、「
誤
解
せ
ら
れ
た
所
謂
自
然
を
、
こ
れ
ま
た
あ
や
ま
っ
て
認
識
さ

れ
た
思
惟
よ
り
以
上
の
も
の
に
高
め
た
こ
と
」（
二
〇
頁
）
。
樫
山
訳
は
、「
ま
ち
が
っ
て
そ

う
想
い
こ
ん
だ
た
め
、
自
然
を
思
惟
以
上
の
も
の
と
見
あ
や
ま
っ
た
結
果
」
（
二
五
頁
）
。

「
ま
ち
が
っ
て
そ
う
想
い
こ
ん
だ
た
め
」
は
、
誤
訳
で
あ
ろ
う
。
牧
野
訳
は
、「
自
然
と
思

考
と
を
誤
解
し
た
上
で
自
然
の
ほ
う
が
思
考
よ
り
高
い
の
だ
と
い
う
説
が
出
た
り
」（
六
二

頁
）
と
す
る
。
け
だ
し
、m

ißkennen

とverm
eynen

を
同
義
と
と
ら
え
、
か
つ
そ
の

さ
い
の
「
思
考
」
と
「
自
然
」
で
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
明
確
に
す
る
必
要
性
を
考
え

な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。 

（
12
）
金
子
訳
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
と
く
に
説
明
す
る
こ
と
が
な
い
。 

（
13
）Johann H

einrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller W
is-

senschafften und Künste (1731-1754), Bd. 59, Sp. 1897—
2083. Vgl. https://www. 

zedler-lexikon.de/index.htm
l?c=blaettern&

seitenzahl=1011&
bandnum

m
e

r=59&
view

=100&
l=de 

（
14
）Vgl. a. a. O

., Sp. 1975 ff. 

（
15
）Vgl. K

och, Peter, “Ludovici, Carl G
ünther” in: N

eue Deutsche Biographie 
( N

DB), 
hrsg. 

von 
der 

historischen 
K

om
m

ission 
bei 

der 
bayerischen 

Akadem
ie der W

issenschaften, Bd. 15 (1987), S. 305 f. [O
nline-Version]; 

U
RL: https://w

w
w. deutsche-biographie.de/gnd117281387.htm

l#ndbcontent 

（
16
）Vgl. Zedler, a. a. O

., Sp. 1992 ff. 

（
17
）Vgl. Lexikon der vom

 Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 
Schriftsteller , Ausgearbeitet von Johann G

eorg M
eusel, Bd. 13, Leipzig 

1815, S. 387—
392. 

（
18
）Vgl. Zedler, a. a. O

., Sp. 1994 ff. 

（
19
）
こ
の
表
現
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
派
に
か
か
わ
り
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
ヴ
ォ
ル
フ
批
判
者
の
ラ
ン
ゲ
（Joahim

 Lange 1670—
1744

）
は
、
ヴ
ォ

ル
フ
の
道
徳
体
系
に
お
け
る
「
完
全
性 Vollkom

m
enheiten

」
の
推
奨
が
「
人
間
の
自

然
の
法
則
」
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
義
務
だ
と
指
摘
し
、
そ
の
証
明
の
な
か
で
、
資
産
の

増
加
に
伴
う
費
消
が
「
自
然
法 jus naturae

」
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
悪
習
や
腐
敗
を

「
反
実
仮
想
の
自
然
法 das verm

einte jus naturae

」
と
い
う
。Vgl. Joachim

 

Langen, Bescheidene und ausführliche Entdeckung der falschen und 
schädlichen Philosophie in dem

 W
olffianischen System

ate M
etaphysico 

von Gott, der W
elt, und dem

 M
enchen; und unsonderheit von der so 

genannten harm
onia praestabilita der com

m
ercii zwischen Seel und Leib: 

W
ie auch in der auf solches System

a gegrü ndeten Sitten-Lehre: nebst 
einem

 H
istorischen Vorbericht, H

alle 1724, S. 444, 449. Vgl. Alwast, Jendris, 

“Lange, Joachim
” in: NDB, Bd. 13 (1982), S. 548 f. [Online-Version]; 
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U
RL:https://www.deutsche-biographie.de/gnd118569376.htm

l #ndbcontent 
（
20
）Vgl. Zedler, a. a. O

., Sp. 1995 f. 
（
21
）Vgl. Zedler, a. a. O

., Sp. 1996. 

（
22
）Vgl. Zedler, a. a. O

., Sp. 1996 f. 

（
23
）verm

eite N
atur 

と
い
う
表
現
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
当
時
に
お
い
て
、
医
学
で
も
用
い

ら
れ
て
い
る
。「
実
際
、
み
ず
か
ら
の
見
解
を
主
張
し
た
若
干
の
著
述
家
た
ち
も
、
二
三
の

例
を
調
べ
て
、
血
液
の
欠
陥
と
な
る
性
状
〔
壊
血
症
〕
の
反
実
仮
想
の
自
然
（die 

verm
einte N

atur

）
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
病
気
の
さ

い
に
は
鮮
明
だ
が
、
そ
れ
以
外
で
は
い
か
が
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
」Franz M

ilm
an, 

U
ntersuchung über den U

rsprung der Sym
ptom

e des Scorbuts und der 
Faulfieber , 

Aus 
dem

 
Englischen 

übersetzt 
von 

H
elm

ann 
W

ilhelm
 

Lindem
ann, Berlin 1795 (G

oogle), S. X. 
英
語
原
著
で
の
表
現
は
、 “supposed 

nature” 

で
あ
る
。Cf. An Enquiry into the Source from

 w
hence the 

Sysm
ptom

s of the Scurvy and of putrid Fevers, Arise; [...], London 1782 

(G
oogle), p. vii. 

（
24
）
以
下
、
出
隆
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
入
門
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
九
三
‐

一
九
五
頁
参
照
。
こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
第
二
巻
第
八
章

（198b10—
199a32

）
抜
粋
訳
。
〔
キ
ッ
コ
ー
〕
に
よ
る
補
読
と
傍
点
は
出
の
も
の
。 

（
25
）
以
下
、
出
、
前
掲
書
、
一
五
二
頁
参
照
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』（1045b7-22
）

抜
粋
訳
。 

（
26
）
出
、
前
掲
書
、
一
五
三
頁
。 

（
27
）
出
、
前
掲
書
、
一
七
二
頁
、
一
七
八
頁
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』

（258b10—
 259a20

）
、
『
形
而
上
学
』
（1072b13—

30

）
抜
粋
訳
。 

（
28
）
ヨ
ヴ
ェ
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
目
的
論
再
興
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
し
た
が
っ
た
も
の

と
解
釈
す
る
。Cf. Yovel, p.106. 

（
29
）
周
知
の
よ
う
に
、selbst 

は
、 

ギ
リ
シ
ア
語
の „α

τ
τερος, α

τ
τατος“, 

古
典

ラ
テ
ン
語
の „ipsissim

us“ 

中
世
ラ
テ
ン
語
の „m

et-ipsim
us“ 

に
対
応
す
る
語
で

あ
る
。Vgl. GRIM

M
, Bd. 16, Sp. 445. 

グ
リ
ム
の
辞
書
に
よ
る
と
、selbst 

の
名
詞

と
し
て
の
用
法
は
、
十
八
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
見
ら
れ
て
き
た
（II5a

）
。
そ
の
な
か
で
も

注
目
す
べ
き
は
、「
個
人
の
特
殊
な
自
己
（das besondere selbst des einzelnen

）
が

普
遍
的
な
自
己
（einem

 allgem
einen

）
に
対
立
し
て
い
る
」
と
い
う
含
意
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
（II5f

）
。
そ
の
用
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
の
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
誰
も
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
み
ず
か
ら
の
特
殊
な
自
己
（sein 

besonderes selbst

）
を
忘
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
特
殊
な
自
己
（diess

）
は
、
自
己

（selbst

）
を
た
だ
祖
国
に
お
い
て
の
み
感
じ
た
の
で
あ
る
。
」
最
後
の
「
自
己
」
は
普
遍

的
な
自
己
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
し
ば
し
ば
個
人
の
自
己
が
個
人
の
本
質
の
一
部
と
し
て
の

み
現
象
し
、
こ
の
さ
い
、
こ
の
本
質
は
、
た
い
て
い
の
場
合
自
己
と
は
分
離
し
て
い
る
。
」

そ
の
用
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
ヘ
ル
ダ
ー
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
私
自
身
（selbst

）

を
仔
細
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
は
み
ず
か
ら
の
小
さ
な
自
己
が
区
分
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
。
」
こ
こ
か
ら
、「
内
的
な
よ
り
善
い
自
己
（
な
い
し
〈
わ
た
し
〉〉
を
話
題
に

す
る
」
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。Vgl. GRIM

M
, Bd. 16, Sp. 452 f. 

（
30
）
出
、
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』(2a11—

19)

抜
粋
訳
。 

（
31
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
以
下
参
照
。
フ
ィ
ヒ
テ
「
幸
い
な
る
生
へ
の
導
き
」
、

量
義
治
訳
、『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』
第
十
五
巻
、
四
二
四
頁
以
下
。Vgl. Johann G

ottlieb 

Fichte, „D
ie Anw

eisung zum
 seligen Leben, oder auch Religionslehre, 

1806“, in: Fichtes W
erke, Bd. 5, S. 543. 

（
32
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
七
頁
参
照
。
フ
ィ
ヒ
テ
「
神
の
世
界
統
治
に
対
す
る
私
た
ち

の
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
」
、
久
保
陽
一
訳
、
『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』
第
十
一
巻
、
三
四
頁
以

下
。Vgl. Johann G

ottlieb Fichte, „U
eber den G

rund unseres G
laubens an 

eine göttliche W
eltregierung, 1798“, in: Fichtes W

erke, Bd. 5, S. 186. 

（
33
）
な
お
、
現
行
哲
学
文
庫
版
で
は
、
ゲ
レ
ス
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
へ
の
参
照
指
示
が
あ
る
。
五

六
八
頁
参
照
。
ゲ
レ
ス
は
言
う
。「
し
た
が
っ
て
、
人
為
（K

unst

）
が
理
性
的
な
〈
も
の
〉

ὐ
ό

ὐ
ό
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の
知
に
対
す
る
よ
う
に
、
宗
教
は
神
的
な
〈
も
の
〉
の
知
に
対
し
て
い
る
。
神
智
学
は
、

こ
の
二
つ
の
関
わ
り
で
、
男
性
的
な
も
の
と
し
て
現
象
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
は
、

女
性
的
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
。
理
性
は
、
理
念
を
天
に
導
く
（H

im
m

elsleiter

小

学
館
〔
天
に
達
す
る
〕
ヤ
コ
ブ
の
は
し
ご
（
創
世
記28

：12

）
）
さ
い
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ

ュ
に
、
自
由
に
、
力
強
く
登
っ
て
い
く
が
、
さ
ら
に
よ
り
高
く
よ
り
高
く
登
っ
て
い
く
さ

い
に
い
つ
も
新
た
な
ベ
ー
ル
を
は
が
し
て
、
み
ず
か
ら
の
本
質
が
最
高
の
美
化
に
値
す
る

と
こ
ろ
に
ま
で
、
そ
し
て
神
的
な
も
の
の
栄
光
を
も
は
や
こ
れ
以
上
濁
ら
せ
た
り
焦
が
し

た
り
す
る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
、
こ
の
本
質
を
い
っ
そ
う
純
化
し
、
こ
の
本
質
は
、

完
全
に
色
が
抜
け
て
晴
れ
き
っ
て
理
性
の
天
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
信
仰

は
、
神
的
な
〈
も
の
〉
を
崇
拝
し
て
神
的
な
も
の
の
本
質
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
永
遠
の
自
然
の
秘
密
に
こ
の
よ
う
に
静
か
に
没
入
し
て
、
あ
の
よ
う
に
、
神
聖
な

も
の
に
近
寄
ろ
う
と
求
め
て
予
感
し
、
よ
り
よ
い
世
界
を
憧
れ
て
憂
鬱
に
な
り
、
内
で
の

敬
虔
な
感
情
の
暖
か
い
海
に
溶
け
込
ん
で
や
つ
れ
、
礼
拝
と
神
的
な
情
動
と
で
深
く
親
密

に
な
り
、
地
上
の
愛
を
聖
化
し
美
化
す
る
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
も
女
性
的
な
も
の
の
印
が

信
仰
に
は
刻
印
さ
れ
る
。
信
仰
の
な
か
で
は
、
有
限
な
も
の
が
愛
か
ら
愛
へ
と
つ
ね
に
よ

り
高
く
進
展
し
、
永
遠
な
も
の
の
心
胸
に
安
ら
い
、
阿
吽
の
呼
吸
で
愛
し
愛
さ
れ
る
ま
で

に
な
る
。
」I. G

örres, Glauben und W
issen, M

ünchen 1805 (G
oogle), S. 115.  

ワ
ー
グ
ナ
ー
は
言
う
。「
し
か
し
、
悟
性
が
我
々
の
魂
の
有
限
態
の
一
側
面
で
あ
る
か
ぎ
り
、

ま
た
こ
の
魂
の
本
質
の
完
璧
さ
に
と
も
に
入
り
込
も
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
、
も
ち

ろ
ん
、
悟
性
に
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
―
―
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て
は
、

つ
ね
に
、
永
遠
の
も
の
だ
け
が
神
聖
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
そ
れ
自
身
な
に
か

と
し
て
通
用
し
よ
う
と
す
る
有
限
な
も
の
は
、
軽
蔑
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」Johann 

Jakob W
agner, System

 der Idealphilosophie, Leipzig 1804 (G
oogle), S. 28. 

（
34
）Bedeutung 

を
派
生
さ
せ
る
動
詞 bedeuten 

は
、
ラ
テ
ン
語
で significare 

の

こ
と
で
あ
る
。Vgl. GRIM

M
, Bd. 1, Sp. 1225. 

（
35
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
八
頁
参
照
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
言
う
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
一
者

は
万
有
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
万
有
な
ら
、
一
者
は
も
は
や
一
者
で
あ
り
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
一
者
は
知
性
体
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
体
は
す
な
わ
ち
万

有
で
あ
る
か
ら
、
一
者
は
知
性
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
や
は
り
万
有
と
な
る
で
あ

ろ
う
か
ら
。
ま
た
一
者
は
存
在
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
は
万
有
だ
か
ら

で
あ
る
。
」（
エ
ネ
ア
ス
Ⅵ
９
「
善
な
る
も
の
一
な
る
も
の
」
二
）「
し
か
し
な
が
ら
、
原
因

と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
原
因
と
し
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
ら
、

し
た
が
っ
て
万
物
の
原
因
と
な
る
も
の
は
、
万
物
の
ど
れ
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
他
の
も
の
に
善
を
供
給
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
善

と
よ
ば
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
い
は
ほ
か
の
一
切
の
善
を
超
越
し
た
善
と
言
わ

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
」（
同
六
）『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』（
エ
ネ
ア
デ
ス
）
第
四
巻
、

田
中
美
知
太
郎
・
水
地
宗
明
・
田
之
頭
安
彦
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
、
五
六
九
、

五

八

二

頁

。Vgl. Plotins Schriften, 
Ü

bersetzt 
von 

Richard 
H

arder, 

N
eubearbeitung m

it griechischem
 Lesetext und Anm

erkungen, Bd. 1, D
ie 

Schriften 1—
21 der chronologischen Reihenfolge, a Text und Ü

bersetzung, 

(D
er 

Philosophischen 
Bibliothek 

Bd. 
211a), 

Felix 
M

einer 
Verlag, 

H
am

burg 1956, S. 176 f., 190 f. 

（
36
）
グ
リ
ム
は
、Wissenschaft 

の
意
味
を
、 „A. nachricht, kunde, kenntnis, wissen“, 

„B. wissenschaft als objectives wissen, wissenszweig.“ „C. wissenschaft als 

disciplin.“ 

に
大
別
す
る
が
、 „system

“ 

に
関
係
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
Ｃ
で
あ
る
。

Ｃ
の
用
法
は
、
十
六
世
紀
に
は
生
じ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
も
と
も
と
は
、「
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
知
で
は
な
く
、
実
践
的
に
役
立
つ
適
用
も
含
む
あ
ら
ゆ

る
学
問
分
野
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
は
じ
め
に
は
、「
学
問
」
が
「
価
値
概
念
」

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
啓
蒙
で
は
、
学
問
が
最
初
の
哲
学
的
な
定
式
化
を
獲
得
し
た
」
と

し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
用
法
を
挙
げ
る
。「
我
々
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
疑
い
え
な
い

根
拠
か
ら
正
し
い
推
論
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
を
い
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
、
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
疑
い
な
い
根
拠
か
ら
正
し
い
推
論
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
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い
る
と
い
う
巧
み
さ
を
学
問
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。」Vgl. GRIM

M
, Bd. 30, Sp. 781 ff. 

（
37
）Vgl. K

ant, M
etaphysische Anfangsgrunde der N

aturw
issenschaft, 1786, 

in: Im
m

anuel Kant’s W
erke, sorgfältig revidirte G

esam
m

tausgabe in zehn 

Bänden, Bd. 8, Leipzig 1838, S. 441 f. 

カ
ン
ト
「
自
然
学
の
形
而
上
学
的
原
理
」

犬
竹
正
幸
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
12
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
頁
以
下
参
照
。Vgl. 

GRIM
M

. Bd. 30, Sp. 797. 

（
38
）『
差
異
論
文
』
へ
の
参
照
指
示
は
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
に
あ
る
。Cf. Tr. de H

yppolite, p. 

22. 

同
様
の
指
摘
と
と
も
に
、『
ア
フ
ォ
リ
ス
メ
ン
』
に
も
「
同
様
の
見
解
」
が
あ
る
と
の

金
子
武
蔵
の
指
摘
は
、
金
子
訳
、
四
六
九
頁
参
照
。 

（
39
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
八
頁
参
照
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
言
う
。
「
私
は
、
普
遍
的
に

通
用
す
る
第
一
の
原
則
を
、
哲
学
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
唯
一
の
も
の
だ
と
み
な
し
、
哲

学
が
人
類
に
対
し
て
利
益
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
哲
学
が
こ
の
原
則
を
闘
い
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
み
な
し
て
い
る
。
」
「
表
象
で
き
る
も
の
の
領
域
に
お
い
て
変
化
し

な
い
も
の
を
変
化
す
る
も
の
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
を
変
化
し
な
い
永
続
的
な
メ
ル
ク
マ
ー

ル
に
よ
っ
て
固
定
す
る
た
め
に
思
索
家
が
お
こ
な
っ
た
普
遍
的
で
持
続
的
で
と
ど
ま
る
こ

と
の
な
い
努
力
と
い
う
も
の
が
、
昔
か
ら
あ
る
す
べ
て
の
哲
学
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。
偶

然
的
な
も
の
か
ら
必
然
的
な
も
の
を
区
別
す
る
究
極
の
表
象
可
能
な
根
拠
が
発
見
さ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
誤
解
を
は
ね
の
け
る
の
に
確
保
さ
れ
た
普
遍
的
に
明
白
な
究
極
の
原
理
に
還
元

さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
に
固
定
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
」K

arl Leonhard Reinhold, „U
eber das Bedürfniß die M

öglichkeit und 

die Eigenschaften eines allgem
eingeltenden ersten G

rundsatzes der 

Philosophie”, in: K
arl Leonhard Reinhold, Beyträge zur Berichtigung bis-

heriger M
ißverständnisse der Philosophen , Erster Band, das Fundam

ent 

der Elem
entarphilosophie betreffend, Jena 1790 (G

oogle), S. 94, 109. 

（
40
）
現
行
哲
学
文
庫
版
、
五
六
八
頁
参
照
。
引
用
は
新
共
同
訳
、
補
足
は
ル
タ
ー
訳
に
よ
る
。

以
下
同
様
。 

（
41
）
た
だ
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
イ
エ
ス
の
登
場
に
よ
っ
て
す
で
に
近
代
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
意
識
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
金
子
訳
、
四
六
九
頁
参
照
。
ヨ

ヴ
ェ
ル
は
、「
精
神
」
の
立
場
が
生
じ
た
点
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
以
降
の
こ
と
、
さ
ら
に
は
ド
イ

ツ
観
念
論
の
登
場
を
も
っ
て
近
代
と
し
て
い
る
。Cf. Tr. by Yovel, p. 112. 

（
42
）
贅
言
だ
が
、
こ
う
し
た
「
現
実
的
な
も
の
」
の
論
理
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
論
理
学
』
で
は

そ
の
「
存
在
」
論
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

（
43
）
金
子
は
こ
こ
の
〈
わ
れ
わ
れ
〉
を
「
我
々
哲
学
的
考
察
」
と
解
し
、
い
ま
や
こ
の
理
解

が
通
説
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
失
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
者
を

〈
わ
れ
わ
れ
〉
か
ら
排
除
す
る
必
要
も
な
い
が
、「
精
神
」
は
、
哲
学
者
に
だ
け
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
金
子
訳
、
四
七
〇
頁
参
照
。 

（
44
）
シ
ュ
テ
ー
ク
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
《
「
わ
れ
わ
れ
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
か
》
が
か
え
っ
て
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
単
純
に
、
多
く
の
人
び
と

を
引
き
合
い
に
す
る
と
か
、
ま
た
そ
の
人
び
と
の
意
見
一
致
を
引
き
合
い
に
す
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
命
題
は
、
あ
る
意
味
で
カ
ン
ト
哲
学
や
支
配
的
神
学
の
中
心
的
な

成
果
な
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
や
ま
た
そ
の
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
で
（
超
越
論
的
）〈
わ
た
し
〉

を
な
に
か
し
ら
話
題
に
す
る
さ
い
に
極
度
の
―
―
や
は
り
取
り
除
き
た
い
―
―
不
明
確
さ

が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
。
」Vgl. Stekler, H

egels Phänom
enologie 

des Geistes, Bd. 1, S. 238. 

（
45
）
「
実
践
的
原
則
と
は
、
意
志
の
普
遍
的
規
定
を
含
む
命
題
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
践

的
規
則
は
こ
の
規
定
の
下
に
あ
る
。〔
中
略
〕
実
践
的
原
則
は
、
そ
の
条
件
が
客
観
的
に
妥

当
す
る
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
妥
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
客
観
的
で
あ
っ
て
、
実
践
的
法
則
で
あ
る
。
」
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
宇
都
宮
芳
明

訳
、
以
文
社
、
二
〇
〇
七
年
（
初
版
一
九
九
〇
年
）
、
四
五
頁
。Vgl. I. K

ant, K
ritik der 

praktischen Vernunft, Kants W
erke, Bd. 5, S. 19. 

（
46
）
金
子
は
、「
我
々
に
対
し
て
」
を
「
即
自
的
〔an sich

〕
」
と
同
じ
と
す
る
。
け
だ
し
、 

„oder“ 

で
両
者
が
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
も
い
ま
や
通
説
で
あ
ろ
う
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が
、
失
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
の
ち
の
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
に
と
っ
て
」
も
「
そ
れ
だ
け

で
独
立
し
て
」
の
問
題
が
生
じ
（
こ
ち
ら
は „oder“ 

で
結
ば
れ
て
お
ら
ず
、
前
者
が
副

詞
規
定
で
あ
る
）
、
こ
れ
と
の
対
比
が
不
明
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
金
子
訳
、
四
六
七
頁
参

照
。
ち
な
み
に
、
ヨ
ヴ
ェ
ル
も
、“For us, or in itself“ 

を “A com
m

on expression” 

と
す
る
。Cf. Tr. by Yovel, p. 112. 

（
47
）
金
子
は
、「
精
神
的
な
実
体
」
に
対
し
て
わ
ざ
わ
ざ
「
〔
精
神
で
は
な
く
〕
精
神
的
な
実

体
」
と
補
足
し
、
註
で
、「
精
神
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ま
だ
主
体
的
で
は
な
く
実
体
的
存

在
的
対
象
的
直
接
的
な
も
の
の
の
こ
と
」
と
の
解
釈
を
示
す
が
、
失
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
第
二
五
段
落
第
一
文
に
お
い
て
、
「
実
体
」
が
「
主
語
〔
主
体
〕
」
だ
と
明
示
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
翻
す
ほ
ど
の
説
明
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
な
ん
ら
施
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

金
子
訳
、
二
三
頁
、
四
六
七
頁
参
照
。
な
お
、
金
子
の
誤
解
は
、
メ
ッ
ツ
ケ
の
焼
き
直
し

で
あ
る
。Vgl. M

etzke, H
egels Vorreden, S. 173. 

（
48
）
こ
こ
は
、
原
文 „Er ist für sich nur für uns, in so fern sein geistiger Inhalt 

durch ihn selbst erzeugt ist; in so fern er aber auch für sich selbst für sich 

ist,“ 

に
対
応
す
る
。
金
子
は
、
冒
頭
の Er 

を
「
ベ
イ
リ
ー
訳
」
の “spirit” 

に
し
た

が
っ
て „G

eist“ 

と
と
る
訳
を
し
、
こ
の
文
の
理
解
に
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、

と
く
に
、
金
子
訳
の
「
精
神
的
な
内
容
が
精
神
自
身
に
よ
っ
て
生
産
せ
ら
れ
て
い
る
」
に

関
し
、
「
創
造
の
教
義
の
ご
と
き
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
註
せ
ざ
る
を

え
な
い
点
、
さ
ら
に
こ
れ
が
、
「
純
粋
な
概
念
」
と
の
関
係
を
不
明
に
す
る
点
に
現
れ
る
。

金
子
お
よ
び
ベ
イ
リ
ー
の
訳
は
、
誤
訳
と
断
じ
た
い
。
金
子
訳
、
二
四
頁
、
四
七
〇
頁
参

照
。Cf. Tr. by Bailie, p. 86. 

イ
ポ
リ
ッ
ト
、
ま
た
樫
山
と
三
浦
は
、
我
々
と
同
様
、

「
対
象
」
と
と
っ
て
い
る
。Cf. Tr. de H

yppolite, p. 23. 

樫
山
訳
、
二
七
頁
参
照
。

三
浦
訳
、
一
四
八
頁
参
照
。 

（
49
）
金
子
お
よ
び
牧
野
は
、
こ
こ
の W

issenschaft 

を
『
論
理
学
』
と
理
解
す
る
。
金
子

訳
、
四
七
〇
頁
参
照
。
牧
野
訳
、
六
九
頁
参
照
。 
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