
1

意味への道標（２）

（172）

要
旨

前
稿
﹁
意
味
へ
の
道
標
︵
１
︶
︱
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
︿
美
術
学

的
基
礎
概
念
﹀
構
築
と
そ
の
指
針
﹂
を
継
承
し
つ
つ
、
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
︽
美
術
学
的
基
礎
概
念
︾
に
か

か
わ
る
理
論
の
解
明
に
取
り
組
む
。
そ
の
足
場
を
固
め
る
た
め
、﹁
美

術
学
的
﹂
と
共
に
こ
の
語
を
構
成
す
る
﹁
基
礎
概
念
﹂
と
い
う
用
語
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
。
考
察
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
語
の
前
史
を

考
察
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
語
に
託
し
た
意
味
へ
と

進
む
。
そ
の
上
で
、
前
稿
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
﹁
美
術
学
的
﹂
の
意

味
と
合
わ
せ
、
彼
の
い
う
﹁
美
術
学
的
基
礎
概
念
﹂
の
全
体
的
含
意
を

明
確
化
す
る
。
本
稿
で
は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
に
よ
る
﹁
基
礎
概

念
﹂
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
枠
組
形
成
に
注
目
し
、
こ
の
語
に
い
か

な
る
意
味
幅
が
与
え
ら
れ
た
か
を
探
る
。

一
・
Ｃ
．「
基
礎
概
念
」
の
意
味

本
論
︵
１
︶
で
考
察
し
た
よ
う
に
、﹁
美
術
学
的
基
礎
概
念
﹂
と
い

う
用
語
を
構
成
す
る
﹁
美
術
学
的
﹂
に
は
︽
解
釈
の
作
業
概
念
と
し
て

藝
術
意
思
に
か
か
わ
る
︾
と
い
う
意
味
が
託
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
一

方
の
﹁
基
礎
概
念
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
か
。
パ

ノ
フ
ス
キ
ー
自
身
は
こ
れ
を
解
説
し
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
後

に
考
察
す
る
シ
ュ
マ
ル
ゾ
ウ
や
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
も
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に

先
立
っ
て
こ
の
語
を
用
い
な
が
ら
、
や
は
り
み
ず
か
ら
が
託
し
た
語
義

そ
の
も
の
を
説
明
し
て
い
な
い
。﹁
基
礎
概
念
﹂
と
い
う
語
の
意
味
は
、

自
明
で
あ
っ
た
か
に
さ
え
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
の
意
味
に
は
或

る
︿
幅
﹀
も
し
く
は
︿
射
程
﹀
が
伏
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
い
ま

名
前
を
挙
げ
た
人
々
の
間
に
さ
え
す
で
に
微
妙
な
、
そ
れ
で
い
て
決
し

て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
の
ズ
レ
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
事
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情
に
よ
り
、
自
明
と
見
ら
れ
が
ち
な
こ
の
語
の
意
味
に
再
検
討
の
必
要

が
生
じ
る
。﹁
基
礎
概
念
﹂
は
本
来
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ

う
な
意
味
幅
を
秘
め
て
い
る
か
、
そ
し
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
基
礎
概

念
﹂
は
意
味
幅
の
ど
こ
に
座
を
も
つ
か

︱
こ
う
し
た
問
題
が
問
わ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
﹁
基
礎
概
念
﹂
と
い

う
語
に
託
し
た
意
味
の
解
明
に
向
か
う
。

あ
ら
か
じ
め
、
行
論
の
略
図
を
示
し
て
お
こ
う
。﹁
基
礎
概
念
﹂
と

い
う
語
は
十
八
世
紀
前
半
の
独
語
に
現
れ
る

P

。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
語

は
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
に
よ
る
彫
琢
を
受
け
、
決
定
的
な
意
味
の
枠

組
を
獲
得
す
る
。
そ
の
後
、
十
九
世
紀
を
経
て
二
十
世
紀
最
初
の
四
半

世
紀
ま
で
の
間
に
、
こ
の
語
は
美
術
史
・
美
術
学
を
含
む
広
範
な
学
術

領
域
へ
と
普
及
し
、
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
採
り
入
れ
ら
れ
る

Q

。
こ

う
し
た
経
歴
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
ま
ず
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
に
よ

る
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
意
味
彫
琢
を
考
察
し
、
そ
こ
で
確
定
さ
れ
た
意
味

の
枠
組
を
捉
え
る
。
前
段
に
述
べ
た
こ
の
語
に
潜
む
意
味
の
幅
も
、
こ

れ
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
時
代
の
辞
典
類

な
ど
に
即
し
て
十
九
世
紀
に
お
け
る
語
義
を
瞥
見
し
、
そ
こ
か
ら
二
十

世
紀
初
頭
の
美
術
史
・
美
術
学
に
用
い
ら
れ
た
こ
の
語
の
意
味
へ
と
進

む
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
前
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
に

お
け
る
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
。

一
・
Ｃ
・
１
．「
基
礎
概
念
」
の
下
地

―
ヴ
ォ
ル
フ
の
寄
与

―

﹁
基
礎
概
念
﹂
は» G

run
dbegriff «

と
い
う
独
語
の
邦
語
訳
で
あ

る
。
原
語
の» G

run
dbegriff «

は
合
成
名
詞
で
あ
り
、» G

run
d «

と» B
egriff «

の
二
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
す
る
と
、
語
を

構
成
す
る» G

run
d «

と» B
egriff «

の
意
味
が
多
か
れ
少
な
か
れ

» G
run

dbegriff «

に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
十
八
世
紀
ド
イ
ツ

哲
学
に
お
け
る» G

run
dbegriff «

に
は
、
こ
の
時
代
の
哲
学
に
お
け

る» G
run

d «

と» B
egriff «

の
意
味
が
反
映
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
時
代
の
哲
学
に
お
け
る» G

run
dbegriff «

を
捉
え
る
に
は
、
そ

の
哲
学
に
お
け
る »G

run
d« 

と» B
egriff «

の
意
味
を
ま
ず
知
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
形
の
変
遷
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
行
論
の

便
宜
を
考
慮
し
て» B

egriff «

か
ら
探
っ
て
い
く
。

（
一
・
Ｃ
・
１
・
ａ
）» B

egriff «

の
意
味

» B
egriff «

は
、﹁
範
囲
﹂・﹁
区
域
﹂
な
ど
を
表
す
語
と
し
て
中
高

独
語
︵
十
一
世
紀
中
頃
～
十
四
世
紀
中
頃
︶
に
姿
を
現
し
、
初
期
新
高

独
語
︵
十
四
世
紀
中
頃
～
十
七
世
紀
中
頃
︶
に
お
い
て
、
さ
ら
に
﹁
理

解
﹂・﹁
認
識
﹂・﹁
理
解
力
﹂・﹁
概
念
﹂
な
ど
を
も
表
す
語
へ
と
拡
大
す

る
R

。
十
八
世
紀
に
な
る
と
、
意
味
の
一
角
に
留
ま
っ
て
い
た
﹁
概
念
﹂

に
光
が
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
世
紀
の
初
頭
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ト
マ

ジ
ウ
ス
︵
一
六
五
五
～
一
七
二
八
︶
に
よ
り
、» B

egriff «

は
明
確
に

︽
概
念
的
表
象
︾
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る

S

。
そ
し
て
そ
の
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す
ぐ
後
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
︵
一
六
七
九
～
一
七
五
四
︶

に
よ
り
こ
の
語
に
定
義
が
与
え
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
ラ
テ
ン
語
名

詞» n
otio «

︵
概
念
︶
に
対
応
さ
せ
つ
つ» B

egriff «

の
語
義
を
﹁
概

念
﹂
に
限
定
し
た
上
で
、
こ
れ
を
﹁
私
た
ち
の
思
考
の
内
に
あ
る
事
物

の
⋮
⋮
表
象
﹂
と
定
義
す
る

T

。
こ
れ
に
よ
り
、» B

egriff «

は
︽
概
念
︾

と
し
て
、
つ
ま
り
︽
思
考
の
内
に
あ
る
事
物
の
表
象
︾
と
し
て
確
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
が» B

egriff «
に
与
え
た
の
は
定
義
だ
け
で
は
な
い
。» 

n
otio «

に
与
え
ら
れ
て
い
た
概
念
分
類
な
い
し
︽
段
階
︾
も
ま
た
、

ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
こ
の
語
に
刻
印
さ
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
﹁
概

念
﹂
を
、
単
一
事
象
の
概
念

︱
彼
の
ラ
テ
ン
用
語
で
﹁
単
独
概
念
﹂

︵n
otio sin

gularis

︶

︱
と
複
数
の
事
象
に
か
か
わ
る
﹁
一
般
概
念
﹂

︵allgem
ein

e B
egriffe

／n
otio un

iversalis

︶
と
に
分
け
、
前
の
﹁
単

独
概
念
﹂
を

︱
﹁
太
陽
﹂
の
よ
う
な
単
独
固
有
の
事
象
を
含
む

︱

た
だ
ひ
と
つ
の
事
象
に
か
か
わ
る
概
念
と
し
、
後
の
﹁
一
般
概
念
﹂
を

﹁
多
く
の
事
物
に
共
通
の
﹂
概
念
と
す
る

U

。
こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
、

︿
単
独
事
象
の
概
念
か
ら
複
数
事
象
の
概
念
へ
﹀
と
い
う
段
階
が
現
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、﹁
一
般
概
念
﹂
に
は
本
格
的
な
段
階

づ
け
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
独
事
象
と
の
距
離
に
応
じ
て
、

ま
ず
そ
れ
に
最
も
近
い
﹁
事
物
の
種
︵A

rt

︶
に
関
す
る
概
念
﹂︵
例
え

ば
︽
犬
︾︶
が
与
え
ら
れ
、
次
い
で
︿
種
﹀
の
共
通
特
性
に
基
づ
く
﹁
類

︵G
esch

lech
ter

︶
の
概
念
﹂︵
例
え
ば
︽
動
物
︾︶、
そ
し
て
最
後
に
︿
類
﹀

の
共
通
特
性
に
基
づ
く
﹁
最
高
類
﹂︵das h

öch
ste G

esch
lech

te

︶
の

概
念
︵
例
え
ば
︽
実
体
︾︶
と
い
う
段
階
が
、
与
え
ら
れ
る
で
あ
る

V

。

こ
の
よ
う
に
、︽
単
独
概
念
︾
↓
︽
種
概
念
︾
↓
︽
類
概
念
︾
↓
︽
最

高
類
概
念
︾︵
あ
る
い
は
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
な
い
し
﹁
範
疇
﹂︶
と
い
う

概
念
に
関
す
る
段
階
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
﹁
概
念
﹂
と
し
て
の

» B
egriff «

に
刻
印
さ
れ
る
。

右
の
と
お
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て» B

egriff «

は
︽
概
念
上
の
段

階
︾
を
具
え
た
﹁
事
物
の
表
象
﹂
に
確
定
さ
れ
、
哲
学
上
の
術
語
と
し

て
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

W

。

（
一
・
Ｃ
・
１
・
ｂ
）» G

rund «

の
意
味

で
は
、
も
う
ひ
と
つ
の» G

run
d «

は
ど
う
か
。
古
高
独
語
︵
八

世
紀
中
頃
～
十
一
世
紀
中
頃
︶
に
現
れ
て
﹁
底
﹂
や
﹁
最
奥
﹂、﹁
谷

間
﹂
や
﹁
窪
み
﹂、﹁
地
面
﹂
な
ど
を
表
し
た
こ
の
語
は
、
中
高
独
語
時

代
の
神
秘
思
想
家
に
よ
っ
て
﹁
根
拠
﹂
や
﹁
根
源
﹂
と
い
っ
た
意
味
に

も
用
い
ら
れ
た

X

。
一
七
二
〇
年
、
前
の
語
と
同
じ
く
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
り

こ
の
語
に
定
義
が
与
え
ら
れ
る
。
中
高
独
語
か
ら
伝
承
さ
れ
た
﹁
根

拠
﹂
や
﹁
根
源
﹂
と
い
っ
た
語
義
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
、
ヴ
ォ
ル
フ
は

» G
run

d «

に
﹁
そ
れ
に
よ
り
或
る
も
の
の
︿
な
ぜ
存
在
す
る
か
﹀
が

理
解
可
能
に
な
る
も
の

Y

﹂
︱
つ
ま
り
︽
或
る
も
の
の
存
在
理
由
︾
な

い
し
︽
或
る
も
の
の
存
在
を
説
明
す
る
根
拠
︾
︱
と
い
う
定
義
を
与

え
て
い
る
。
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そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
さ
ら
に
、
ひ
と
つ
の
︽
基
準
︾

に
基
づ
く» G

run
d «

の
分
類
を
意
図
し
、
こ
れ
を
具
体
的
に
す
す
め

て
い
る
。
も
の
の
存
在
を
説
明
す
る» G

run
d «

は
、
説
明
さ
れ
る
当

の
も
の
の
﹁
外
﹂
に
あ
る
場
合
と
﹁
内
﹂
に
あ
る
場
合
と
に
分
け
ら
れ

る
。
こ
れ
に
注
目
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
は
、︽
事
物
の
﹁
外
﹂
に
あ
る
か
﹁
内
﹂

に
あ
る
か
︾
を
基
準
に
据
え
、
こ
れ
に
基
づ
い
て» G

run
d «

を
︽
外

的
根
拠
︾
と
︽
内
的
根
拠
︾
に
分
類
す
る
の
で
あ
る

Z

。
次
に
こ
れ
を
具

体
的
に
述
べ
よ
う
。

簡
明
に
い
え
ば
、︽
外
的
根
拠
︾
は
︿
Ａ
に
属
し
な
が
ら
Ａ
と
は
異

な
る
Ｂ
の
説
明
根
拠
と
な
る
契
機
﹀
を
指
す

︵
77
︶。

例
え
ば
、
庭
の
植
物
の

﹁
急
速
な
成
長
﹂
が
﹁
大
気
の
暖
か
さ
﹂
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
植
物
に

生
じ
た
﹁
成
長
﹂
の
﹁
根
拠
﹂
は
﹁
暖
か
さ
﹂
と
な
る

︵
78
︶。

つ
ま
り
、
Ａ

︵
大
気
︶
に
属
す
契
機
︵
暖
か
さ
︶
が
別
の
Ｂ
︵
植
物
の
成
長
︶
を
説

明
す
る
外
的
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、︽
内
的
根
拠
︾

は
︿
Ａ
に
属
し
な
が
ら
同
じ
Ａ
に
属
す
別
契
機
の
説
明
根
拠
と
な
る
契

機
﹀
を
指
す

︵
79
︶。

例
と
し
て
︿
時
計
﹀
が
挙
げ
ら
れ
る
。
時
計
は
部
品
の

組
み
合
わ
せ
で
成
り
立
つ
が
、﹁
い
か
な
る
部
品
に
よ
っ
て
組
み
立
て

ら
れ
て
い
る
か
﹂
は
﹁
時
計
の
働
き
と 

［
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
］ 

利
益
﹂

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

︵
80
︶。

い
う
ま
で
も
な
く
、
時
計
の
﹁
働
き
﹂
は
︿
一

定
速
度
に
お
け
る
針
の
回
転
﹀
で
あ
り
、﹁
利
益
﹂
は
︿
時
刻
の
表
示
﹀

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ａ
︵
時
計
︶
に
属
す
契
機
︵
働
き
と
利
益
︶
が
、

Ａ
に
属
す
別
の
契
機
︵
部
品
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
︶
を
説
明
す
る
内
的

根
拠
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

右
記
に
は
、» G

run
dbegriff «

へ
継
承
さ
れ
る
事
項
が
含
ま
れ

て
い
る
。︽
外
的
根
拠
︾
の
含
ま
れ
る
Ａ
を
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
﹁
原
因
﹂

︵U
rsach

e

︶
と
呼
ぶ

︵
81
︶。

そ
れ
に
よ
り
、
外
的
根
拠
は
﹁
原
因
﹂
に
包

摂
さ
れ
同
化
さ
れ
る
。
ま
た
一
方
、
同
じ
Ａ
の
内
で
働
く
︽
内
的
根

拠
︾
を
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
﹁
事
物
に
つ
い
て
考
え
う
る
第
一
の
も
の
﹂
と

し
、
こ
れ
を
﹁
本
質
﹂︵W

esen

︶
と
呼
ぶ

︵
82
︶。

こ
こ
に
﹁
原
因
﹂
と

﹁
本
質
﹂
と
い
う» G

run
d «

の
︽
分
類
︾
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
が

» G
run

dbegriff «

へ
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

後
の
﹁
本
質
﹂
を
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
﹁［
そ
れ
に
よ
り
］
事
物
が
︿
種
﹀︵A

rt

︶

に
限
定
さ
れ
る

︵
83
︶﹂

根
拠
と
見
る
。
先
ほ
ど
の
例
に
当
て
れ
ば
、︽
働
き

と
利
益
︾
に
よ
っ
て
或
る
事
物
が
︿
時
計
﹀
と
い
う
﹁
種
﹂
に
限
定
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
物
を
︿
種
﹀
に
限
定
す
る
こ
う
し
た

根
拠
は
、
前
記
の
よ
う
に
事
物
の
共
通
特
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ォ

ル
フ
は
、﹁
本
質
﹂
と
し
て
の
︽
内
的
根
拠
︾
を
種
的
共
通
特
性
と
捉

え
、
概
念
段
階
上
の
︿
種
概
念
﹀
に
こ
れ
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

» G
run

d «

そ
の
も
の
の
︽
分
類
︾
と
並
び
、
根
拠
の
位
置
を
概
念
段

階
の
上
に
定
め
る
こ
う
し
た
︽
位
置
づ
け
︾
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
型
と

な
っ
て» G

run
dbegriff «

へ
引
き
継
が
れ
る
。

右
の
よ
う
に» G

run
d «

も
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
﹁
原
因
﹂
と
﹁
本

質
﹂
を
併
せ
含
む
︽
説
明
根
拠
︾
に
確
定
さ
れ
る
。
同
時
に
、
或
る
基

準

︱
彼
の
場
合
︽
事
物
の
外
と
内
︾
︱
に
則
し
て
こ
れ
を
分
類
し
、
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概
念
段
階
上
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
伝
統
も
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ

て
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、» G

run
dbegriff «

の
構
成
要
素
で
あ
る» G

run
d «

と

» B
egriff «

を
探
り
、
こ
の
二
語
の
哲
学
的
語
義
が
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ

て
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
見
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
自
身
に
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
語

は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
の
、
彼
の
所
論
は
哲
学
的
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
下

地
を
形
成
す
る
。

一
・
Ｃ
・
２
．  

十
八
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
「
基
礎
概
念
」
―

ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
か
ら
カ
ン
ト
へ

―

視
野
の
限
り
、
ド
イ
ツ
哲
学
に» G

run
dbegriff «

の
語
が
現
れ
る

の
は
一
七
四
〇
年
代
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
を
下
地
と
し
な
が
ら
、
こ
の

時
期
、
少
な
く
と
も
こ
の
語
は
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
と
カ
ン
ト
に
現
れ
て
い

る
。
の
み
な
ら
ず
、
両
者
と
も
に
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
彫
琢
に
積
極
的
に

取
り
組
む
。
と
り
わ
け
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
た
語
義
は
、
後
代

に
ひ
と
つ
の
規
範
を
形
成
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
彫
琢
を
、
時
系

列
に
し
た
が
い
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
か
ら
カ
ン
ト
へ
た
ど
る
。
こ
の
両
者
の

異
同
、
ま
た
ヴ
ォ
ル
フ
と
の
異
同
を
見
通
し
や
す
く
す
る
た
め
、︵
１
︶

﹁
基
礎
概
念
﹂
と
は
何
か
、
を
確
か
め
た
上
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て

拓
か
れ
た
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
︵
２
︶
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
分
類

さ
れ
る
か
、︵
３
︶
概
念
段
階
上
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
と

い
う
三
つ
の
問
題
に
し
ぼ
り
な
が
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
・
Ｃ
・
２
・
ａ
）
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
お
け
る
「
基
礎
概
念
」

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
︵
一
七
一
五
～

七
五
︶
は
、
人
間
の
認
識
に
関
す
る
考
察
の
中
で
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
語

を
用
い
る
。
彼
の
﹁
基
礎
概
念
﹂
を
見
る
に
は
、
彼
の
立
て
た
概
念
の

分
類
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
概
念
を
種
々
に

分
類
す
る
が
、﹁
基
礎
概
念
﹂
に
つ
な
が
る
の
は
﹁
限
定
概
念
﹂
に
関

す
る
分
類
で
あ
る
。
行
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
よ
う
。

多
く
の
﹁
概
念
﹂
に
は
、
対
象
を
限
定
し
て
他
の
も
の
か
ら
区
分
す

る
働
き
が
あ
る
。﹁
三
角
形
﹂
と
い
う
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
図
形
の

ひ
と
つ
を
限
定
し
、
他
の
図
形
か
ら
区
分
す
る
働
き
を
す
る
。
ク
ル
ー

ジ
ウ
ス
は
、
限
定
に
よ
っ
て
﹁
或
る
も
の
と
他
す
べ
て
の
も
の
の
区
分
﹂

を
実
現
す
る
こ
う
し
た
概
念
を
﹁
限
定
概
念
﹂︵D

efin
ition

︶
と
呼

ぶ
︵
84
︶。

た
だ
し
、
限
定
さ
れ
る
対
象
は
事
物
に
限
ら
れ
な
い
。﹁
実
在
的

事
物
﹂
と
並
び
、﹁
言
葉
の
意
味
﹂
も
限
定
の
対
象
で
あ
り
え
る
。
そ

こ
で
こ
れ
に
基
づ
き
、
彼
は
﹁
限
定
概
念
﹂
を
︿
言
葉
の
意
味
﹀
に
か

か
わ
る
﹁
唯
名
的
︵n

om
in

al

︶﹂
な
そ
れ
と
︿
事
物
﹀
に
か
か
わ
る
﹁
実

在
的
︵real

︶﹂
な
そ
れ
と
に
分
類
す
る

︵
85
︶。

と
は
い
え
、
ク
ル
ー
ジ
ウ

ス
に
と
っ
て
も
本
論
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
の
は
後
の
﹁
実
在
的
限
定

概
念
﹂
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
説
明
に
は
﹁
犬
﹂
や
﹁
林
檎
﹂
と
い
っ

た
例
だ
け
を
挙
げ
て
お
け
ば
足
り
る
だ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

概
念
も
ま
た
二
種
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
が
﹁
基
礎
概
念
﹂
に
直

結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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﹁
実
在
的
限
定
概
念
﹂
は
、︽
認
識
上
の
序
列
︾
に
し
た
が
っ
て
﹁
第

一
︵erst

︶﹂
の
そ
れ
と
﹁
後
続
的
﹂︵gesch

lossen

／fern
er

︶
な
そ

れ
と
に
分
類
さ
れ
る
。
後
者
が
前
者
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
概
念

を
指
す
の
に
対
し
、
前
の
﹁
第
一
［
限
定
］
概
念
﹂
は
﹁
そ
の
証
明
に

他
の
事
物
限
定
概
念
を
前
提
せ
ず
、
我
々
の
認
識
を
か
え
り
み
て
第
一

に
存
在
し
う
る

︵
86
︶﹂

概
念
を
指
す
。
そ
れ
は
ま
た
﹁
そ
の
他
の
根
拠
の
根

拠
﹂、
つ
ま
り
︽
第
一
根
拠
︾
の
概
念
で
も
あ
る

︵
87
︶。﹁

第
一
概
念
﹂
の

例
に
は
﹁
光
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
。
視
覚
に
よ
る
事
物
認
識
を
成
立
さ

せ
る
︽
第
一
根
拠
︾
は
光
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス

は
視
覚
認
識
の
﹁
第
一
概
念
﹂
を
︽
光
︾
の
概
念
と
す
る

︵
88
︶。﹁

基
礎
概

念
﹂︵G

run
dbegriffe / n

otion
es prim

ae
︶
と
は
、
こ
う
し
た
﹁
第

一
概
念
﹂
で
あ
り
、︽
第
一
根
拠
︾
を
限
定
す
る
概
念
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
認
識
の
成
立
に
お
い
て
第
一
に
位
置
す
る
﹁
第
一
概
念
﹂
を
、
彼

は
ひ
と
ま
ず
﹁
基
礎
概
念
﹂
と
呼
ぶ

︵
89
︶。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
︵
１
︶
に

暫
定
的
な
結
論
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の
﹁
基
礎
概
念
﹂

は
︽
認
識
の
成
立
に
お
い
て
第
一
に
位
置
し
つ
つ
第
一
根
拠
と
な
る

限
定
的
概
念
︾
︱
一
言
に
い
え
ば
︽
認
識
を
成
り
立
た
せ
る
第
一
概

念
︾
︱
と
定
式
化
さ
れ
よ
う
。

で
は
、
基
礎
概
念
の
分
類
に
関
す
る
︵
２
︶
は
ど
う
か
。
こ
の
問
い

に
伴
い
、
い
ま
述
べ
た
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
定
式
は
拡
張
さ
れ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
と
同
じ
く
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
も
、
基
礎
概
念
の
表
す
︽
第
一

根
拠
︾
を
二
種
に
分
類
す
る
。
た
だ
し
、︽
事
物
︾
に
即
し
て
根
拠
を

︿
事
物
の
外
と
内
﹀
に
区
分
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
と
は
異
な
り
、
事
物
の
︽
認

識
︾
を
軸
と
す
る
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
︿
思
考
力
の
外
と
内
﹀
に
根
拠
を

分
類
す
る
。
彼
は
、
思
考
力
の
﹁
外
﹂
に
あ
る
根
拠
を
﹁
実
在
的
根
拠
﹂

︵R
ealgrun

d

︶
と
呼
び
、﹁
或
る
事
物
が
我
々
の
思
考
の
外
で
⋮
⋮
生

み
出
さ
れ
る
﹂
根
拠
と
す
る

︵
90
︶。

同
時
に
彼
は
、
思
考
力
の
﹁
内
﹂
に
あ

る
根
拠
を
﹁
観
念
的
根
拠
﹂︵Idealgrun

d

︶
と
呼
び
、﹁
或
る
事
物
に

関
す
る
認
識
が
思
考
の
内
に
確
固
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
﹂
根
拠
と
す

る
︵
91
︶。

こ
の
区
分
を
念
頭
に
各
々
の
具
体
的
内
容
を
見
る
と
、﹁
実
在
的

根
拠
﹂
の
内
容
と
し
て
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
事
物
に
生
成
変
化
を

引
き
起
こ
す
﹁
動
因
﹂︵w

irken
de U

rsach
e

︶
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、

第
一
根
拠
と
し
て
の
﹁
動
因
﹂
は
︽
第
一
動
因
︾
と
な
る
。
先
ほ
ど
例

と
さ
れ
た
︽
光
︾
は
、
視
覚
的
認
識
を
引
き
起
こ
す
︽
第
一
動
因
︾
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
在
的
根
拠
と
し
て
の
基
礎
概
念
は
︽
第

一
動
因
︾
に
帰
着
す
る
。
一
方
、﹁
観
念
的
根
拠
﹂
の
場
合
、
こ
れ
が

意
味
す
る
の
は
事
物
の
﹁
本
質
﹂︵W

esen

︶
で
あ
る

︵
92
︶。

動
因
の
場
合

と
は
異
な
っ
て
﹁
本
質
﹂
は
そ
れ
自
体
概
念
で
あ
る
か
ら
、
第
一
の
そ

れ
と
い
え
ど
も

︱
概
念
段
階
の
違
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も

︱
概
念

で
あ
る
点
に
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
結
果
、
観
念
的
根
拠
と
し
て
の
基

礎
概
念
は
概
念
と
し
て
の
︽
本
質
︾
に
帰
着
す
る

︵
93
︶。

か
く
し
て
、
ク
ル
ー

ジ
ウ
ス
の
﹁
基
礎
概
念
﹂
は
、
最
終
的
に
︽
第
一
動
因
︾
と
︽
本
質
︾

に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る

︵
94
︶。

︵
３
︶
の
問
題
に
移
る
。
上
述
の
と
お
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
内
的
根
拠
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を
概
念
段
階
中
の
﹁
種
﹂
概
念
に
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ル
ー

ジ
ウ
ス
は
、﹁
基
礎
概
念
﹂
を
概
念
段
階
の
さ
ら
な
る
上
位
に
位
置
づ

け
、﹁
類
︵G

en
era

︶
お
よ
び
種
差
︵Propria

︶﹂
と
す
る

︵
95
︶。

こ
れ
に

は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
に
関
連
し
て
述
べ
た
と
お
り
、
事
物
の
︽
共
通
特
性
︾︵
例

え
ば
﹁
理
性
的
﹂︶
に
よ
っ
て
︿
種
﹀
概
念
︵﹁
人
間
﹂︶
が
成
立
し
、

種
の
︽
共
通
特
性
︾︵
例
え
ば
﹁
可
感
的
﹂︶
に
よ
っ
て
︿
類
﹀
概
念
︵﹁
動

物
﹂︶
が
成
立
す
る
。
そ
こ
に
は
、
概
念
の
適
用
範
囲

︱
以
下
﹁
外

延
﹂
と
記

︱
に
応
じ
て
︿
よ
り
狭
い
下
位
︵
種
概
念
︶
か
ら
よ
り
広

い
上
位
︵
類
概
念
︶
へ
﹀
と
い
う
段
階
が
成
立
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の

段
階
は
反
転
可
能
で
あ
る
。︿
動
物
﹀
と
い
う
類
概
念
の
外
延
に
は
﹁
人

間
﹂
も
﹁
犬
﹂
そ
の
他
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
を
再
び
︿
種
﹀
に
区
分

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
区
分
の
基
準
に
な
る
の
は
︿
種
﹀
そ
れ
ぞ
れ
の

︽
共
通
特
性
︾
で
あ
る
。﹁
動
物
﹂
と
い
う
類
的
外
延
に
︽
理
性
的
︾
と

い
う
区
分
基
準
を
立
て
れ
ば
、
他
す
べ
て
の
動
物
か
ら
﹁
人
間
﹂
と
い

う
外
延
が
区
分
さ
れ
、﹁
人
間
﹂
の
種
概
念
が
成
立
す
る
。
前
の
段
落

最
後
に
い
わ
れ
た
﹁
種
差
﹂
は
、︿
上
位
︵
類
︶
か
ら
下
位
︵
種
︶
へ
﹀

と
い
う
過
程
で
区
分
の
基
準
に
用
い
ら
れ
る
︽
共
通
特
性
︾
を
意
味
す

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、︿
下
位
↓
上
位
﹀
と
い
う
い

わ
ば
概
念
段
階
の
上
り
階
段
に
立
っ
て
内
的
根
拠
を
﹁
種
﹂
概
念
と
し

た
ヴ
ォ
ル
フ
に
対
し
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
︿
上
位
↓
下
位
﹀
と
い
う
下

り
を
視
野
に
入
れ
、
基
礎
概
念
を
さ
ら
に
上
位
の
﹁
類
﹂
概
念
と
し
た

上
で
、
種
別
化
の

︱
例
え
ば
彼
の
述
べ
た
﹁
光
﹂
を
︿
日
光
﹀
や
︿
月

光
﹀
に
種
別
化
す
る
場
合
の

︱
基
準
と
な
る
﹁
種
差
﹂
を
加
え
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
基
礎
概
念
を
﹁
類
お

よ
び
種
差
﹂
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
内

容
を
探
っ
た
。

（
一
・
Ｃ
・
２
・
ｂ
）
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
基
礎
概
念
」

哲
学
史
上
に
名
高
い
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
︵
一
七
二
四
～

一
八
〇
四
︶
は
、﹁
基
礎
概
念
﹂
の
語
義
に
考
察
を
加
え
る
と
共
に
、

こ
の
語
を
し
ば
し
ば
著
作
の
中
に
用
い
た
。
た
だ
し
﹁
基
礎
概
念
﹂
そ

の
も
の
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
著
作
よ
り
む
し
ろ
彼
の
遺
し
た
覚
書

︱

慣
例
に
し
た
が
い
﹁
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
﹂
と
記

︱
の
中
に
見
出

さ
れ
る

︵
96
︶。﹁

基
礎
概
念
﹂
に
関
す
る
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
は
、
著
名

な
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄

︱
以
下
﹁
第
一
批
判
﹂
と
記

︱
よ
り
前
の

一
七
六
二
年
頃
か
ら
七
一
年
頃
の
間
に
集
中
し
て
い
る
。
と
は
い
え
こ

の
間
の
思
索
は
、
第
一
批
判
以
後
も
明
ら
か
に
﹁
基
礎
概
念
﹂
と
い
う

語
の
土
台
で
あ
り
続
け
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
レ
フ
レ
ク

シ
オ
ー
ン
と
著
作
と
を
併
せ
て
﹁
基
礎
概
念
﹂
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
思

索
を
探
っ
て
い
く
。

ま
ず
、︵
１
︶
に
即
し
て
カ
ン
ト
の
﹁
基
礎
概
念
﹂
観
を
確
か
め
る
。

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
彼
の
﹁
基
礎
概
念
﹂
は
、
多
く
の
点
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で
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
一
致
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
な
る
整
備
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
と
い
え
る
。
一
七
六
二
～
三
年
頃
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
か
ら

必
要
な
箇
所
を
引
い
て
お
こ
う

︵
97
︶。

我
々
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
認
識
が
他
の
認

識
の
基
礎
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
多
く
の
概
念
の
基
礎

に
は
、
そ
れ
と
は
別
の
概
念
が
存
在
す
る
。［
⋮
⋮
］ 

ご
く
身
近
な

︿
時
計
﹀
と
い
う
概
念
の
基
礎
に
は
、︿
時
間
﹀・︿
動
き
﹀・︿
計
測
﹀

と
い
っ
た
概
念
が
あ
る
。︿
友
情
﹀
の
語
を
口
に
す
る
人
は
、︿
愛

情
﹀・︿
誠
実
﹀
な
ど
の
概
念
を
足
場
と
す
る
。［
⋮
⋮
］ 

こ
う
し
た

基
礎
概
念
は
︽
基
盤
的
概
念
︾
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。［
⋮
⋮
］ 

別
の
基
礎
概
念
を
前
提
す
る
こ
と
の
な
い
基
礎
概
念
は
︽
始
原
的

概
念
︾︵
第
一
基
礎
概
念
︶
と
呼
ば
れ
る
。

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、﹁
基
礎
概
念
﹂
を
一
般
的
に
他
の
概
念
の
足
場

と
な
る
﹁
基
盤
的
概
念
﹂︵n

otion
es fun

dam
en

tales

︶
と
し
な
が
ら
、

そ
れ
と
同
時
に
、
も
は
や
他
の
足
場
を
前
提
し
な
い
究
極
の
基
礎
概
念

と
し
て
﹁
始
原
的
概
念
﹂︵n

otion
es prim

itivae

︶
を
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
知
ら
れ
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
﹁
基
盤
的
﹂
と
﹁
始

原
的
﹂
が
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
る
﹁
根
拠
﹂
と
﹁
第
一
﹂
と
い
う
基

礎
概
念
の
特
徴
に
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
﹁
基
盤
的
概
念
﹂

に
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の
﹁
実
在
的
根
拠
﹂︵
動
因
︶
は
含
ま
れ
て
い
な
い

も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
両
者
は
基
本
的
に
一
致
す
る

︵
98
︶。

と
は
い

え
、
寸
分
た
が
わ
ず
同
一
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
明
確
な

違
い
も
認
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
の
﹁
基
盤
的
概
念
﹂
は
、
ク
ル
ー
ジ
ウ

ス
の
よ
う
に
﹁
第
一
概
念
﹂
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
二
、
第
三

の
﹁
後
続
的
﹂
諸
根
拠
を
併
せ
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
︿
時

計
﹀
に
︿
動
き
﹀
や
︿
計
測
﹀
な
ど
複
数
の
基
礎
概
念
を
挙
げ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
そ
の
明
ら
か
な
証
左
と
い
え
よ
う
。
カ
ン
ト
の
﹁
基
礎
概

念
﹂
は
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の
そ
れ
よ
り
拡
大
さ
れ
た
概
念
と
捉
え
ら
れ

る
。
一
方
、﹁
第
一
概
念
﹂
と
し
て
の
基
礎
概
念
は
、﹁
第
一
基
礎
概
念
﹂

︵erste G
run

dbegriffe

︶
と
い
う
新
た
な
名
称
を
与
え
ら
れ
、
拡
大
さ

れ
た
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
部
分
概
念
と
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、︽
基

礎
概
念
の
中
の
基
礎
概
念
︾
と
し
て
中
心
に
位
置
す
る
で
あ
ろ
う
。
と

は
い
え
、
拡
大
さ
れ
た
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
こ
う
し
た
整
備
に
よ
り
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
お
い
て
必
ず
し

も
明
瞭
で
な
か
っ
た
﹁
後
続
的
﹂
諸
根
拠
の
位
置
が
明
確
に
さ
れ
、
第

一
根
拠
と
の
関
係
も
整
え
ら
れ
る
。
本
論
は
こ
こ
に
、
カ
ン
ト
独
自
の

﹁
基
礎
概
念
﹂
観
を
見
届
け
る
。
カ
ン
ト
の
﹁
基
礎
概
念
﹂
は
、︽﹁
第
一
﹂

か
ら
﹁
後
続
的
﹂
ま
で
を
含
め
た
根
拠
を
表
す
概
念
︾
と
定
式
化
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

次
に
基
礎
概
念
の
分
類
に
関
す
る
︵
２
︶
は
ど
う
か
。
こ
の
分
類
を

見
る
に
は
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の
唱
え
た
﹁
実
在
的
根
拠
﹂
に
対
す
る
カ

ン
ト
の
見
解
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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上
述
の
と
お
り
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
、
人
間
の
思
考
の
外
に
﹁
実
在
的

根
拠
﹂︵
例
え
ば
﹁
気
温
の
上
昇
﹂︶
と
︿
根
拠
づ
け
ら
れ
た
実
在
的
事

象
﹀︵
例
え
ば
﹁
植
物
の
芽
吹
き
﹂︶
の
存
在
を
認
め
た
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
私
た
ち
の
思
考
と
無
関
係
な
因
果
関
係
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
思
考
と
無
関
係
に
想
定
さ
れ
た
因

果
関
係
に
正
面
か
ら
異
議
を
唱
え
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
気
温
の
上

昇
に
続
い
て
植
物
は
芽
を
ふ
く
。
ふ
た
つ
の
事
象
の
、
そ
う
し
た
﹁
固

定
的
随
伴

︵
99
︶﹂

は
確
か
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
﹁
随
伴
﹂
を
乗
り
越
え
、

﹁
気
温
の
上
昇
﹂
と
﹁
芽
吹
き
﹂
を
必
然
的
に
結
び
付
け
て
い
る
目
に

見
え
る
紐
帯
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
太
陽
が
石
を
照
ら
す

と
石
は
温
ま
る

︵
100
︶。

こ
の
場
合
、︿
太
陽
光
﹀
は
根
拠
、︿
石
の
温
度
﹀
は

根
拠
づ
け
ら
れ
た
事
象
と
な
る
。
し
か
し
、︿
太
陽
光
﹀
と
︿
石
の
温
度
﹀

を
必
然
的
に
結
び
付
け
る
紐
帯
は
や
は
り
見
ら
れ
な
い
。
確
実
に
見
出

さ
れ
る
の
は
、︿
太
陽
光
﹀
と
︿
石
の
温
度
﹀
の
﹁
随
伴
﹂
だ
け
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
ン
ト
は
﹁
根
拠
と
い
う
概
念
は
客
観
的
な
概
念

で
は
な
い

︵
101
︶﹂

と
結
論
づ
け
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、︿
根
拠
︱
根
拠
づ
け
ら

れ
る
も
の
﹀
と
い
う
関
係
は
、
或
る
ａ
と
そ
れ
に
先
立
つ
ｂ
を
﹁
必
然

的
且
つ
［
因
果
的
な
］
規
則
に
し
た
が
っ
て
﹂
結
合
す
る
意
識
の
働
き

に
よ
る
の
で
あ
り
、
思
考
と
無
関
係
に
存
在
し
え
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る

︵
102
︶。

右
の
理
由
に
よ
り
、︽
思
考
力
の
内
と
外
︾
と
い
う
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス

の
分
類
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
排
さ
れ
る
。︿
根
拠
︱
根
拠
づ
け
ら
れ
る

も
の
﹀
と
い
う
結
合
は
思
考
す
る
意
識
の
領
域
に
一
元
化
さ
れ
、
そ
れ

と
同
時
に
、
根
拠
を
表
す
﹁
基
礎
概
念
﹂
も
こ
の
領
域
に
一
元
化
さ
れ

る
。
カ
ン
ト
の
出
発
点
は
こ
こ
に
あ
る
。
基
礎
概
念
を
思
考
の
領
域
に

一
元
化
し
た
彼
は
、
新
た
に
︽
経
験
的
︱
理
性
的
︾
と
い
う
基
準
を
立

て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
基
礎
概
念
を
新
た
な
二
種
に
分
類
す
る
。
す
な

わ
ち
、﹁
経
験
的
︵em

pirisch

︶
基
礎
概
念
﹂
と
﹁
理
性
的
︵ration

al

︶

基
礎
概
念
﹂
と
い
う
分
類
で
あ
る

︵
103
︶。

た
だ
し
、
基
礎
概
念
に
関
す
る
こ

の
分
類
は
、︿
概
念
そ
の
も
の
﹀
に
関
す
る
カ
ン
ト
特
有
の
分
類
を
下

地
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
カ
ン
ト
に
よ
る
概
念
の
分
類
を
確

か
め
、
次
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
基
礎
概
念
の
分
類
を
見
届
け
る
こ
と
に

す
る
。

カ
ン
ト
は
概
念
を
﹁
経
験
的
︵em

pirisch

︶
概
念
﹂
と
﹁
純
粋
︵rein

︶

概
念
﹂
と
に
分
類
す
る
。
前
者
は
﹁
感
覚
の
含
ま
れ
た
﹂
概
念
、
後
者

は
﹁
感
覚
の
混
在
し
な
い
﹂
概
念
を
意
味
す
る

︵
104
︶。

ふ
た
つ
の
概
念
は
、

事
物
の
表
象
に
か
か
わ
る
点
で
一
致
す
る
が
、
起
源
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
異
な
る
。﹁
経
験
的
﹂
概
念
は
、
表
象
の
﹁
質
料
﹂︵M

aterie

︶
と

な
る
﹁
感
覚
﹂︵E

m
pfin

dun
g

︶
を
直
接
の
起
源
と
し
な
が
ら
、
さ
か

の
ぼ
れ
ば
、
感
覚
そ
の
も
の
の
因
と
な
る
感
性
の
﹁
触
発
﹂︵A

ffektion

︶

を
最
終
的
な
起
源
と
す
る

︵
105
︶。

概
念
の
成
立
を
見
る
と
、
こ
の
概
念
は
、

感
覚
を
含
む
諸
表
象
か
ら
共
通
の
因
子
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、﹁
純
粋
﹂
概
念
は
表
象
の
﹁
形
式
﹂︵Form

︶

を
直
接
の
起
源
と
す
る
。﹁
形
式
﹂
は
、﹁
そ
の
お
か
げ
で
現
象
［
＝
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感
覚
を
質
料
と
す
る
表
象
］
の
多
様
が
或
る
関
係
の
内
に
秩
序
づ
け

ら
れ
う
る
も
の

︵
106
︶﹂

︱
つ
ま
り
質
料
の
多
様
を
関
係
づ
け
て
ひ
と
つ
の

表
象
に
ま
と
め
上
げ
る
要
因

︱
を
意
味
す
る
。
純
粋
概
念
は
、
さ
し

あ
た
り
、
こ
う
し
た
表
象
の
形
式
︵
感
覚
的
表
象
の
秩
序
︶
を
起
源
と

す
る
。
し
か
し
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
こ
う
し
た
表
象
の
形
式
そ
れ
自
体

も
﹁
意
識
に
刻
み
こ
ま
れ
た
あ
る
種
の
規
則

︵
107
︶﹂︵lex quaedam

 m
en

ti 

in
sita

︶

︱
つ
ま
り
表
象
を
ま
と
め
上
げ
る
意
識
機
能
の
規
則
性

︱

に
起
因
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
概
念
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
、
最

終
的
に
︽
意
識
の
規
則
︾
に
到
達
す
る
。
こ
こ
に
は
、
表
象
を
触
発

に
基
づ
く
受
容
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
併
せ
て
そ
こ
に
主
観
意
識

の
︽
能
動
的
寄
与
︾
を
見
据
え
る
カ
ン
ト
特
有
の
見
方
が
あ
る
。
ま
た
、

概
念
の
成
立
に
目
を
向
け
る
と
、
純
粋
概
念
は
複
数
表
象
か
ら
の
﹁
抽

象
﹂
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
表
象
の
形
式
を
通
し
て
そ
の
因
で
あ
る

︽
意
識
の
規
則
︾
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

︵
108
︶。

カ
ン
ト
に
よ
る

概
念
の
分
類
は
、
ひ
と
ま
ず
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。

右
記
に
は
さ
ら
に
事
例
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
感
覚
に
起
源
を
も

つ
﹁
経
験
的
﹂
概
念
で
あ
る
。
或
る
種
の
花
の
表
象
は
︿
赤
色
﹀
の
感

覚
と
︿
強
い
芳
香
﹀
の
感
覚
を
質
料
と
す
る
。
同
種
複
数
の
表
象
に
共

通
す
る
こ
れ
ら
の
感
覚
性
質
を
抽
象
し
、
私
た
ち
は
︽
薔
薇
︾
と
い
う

概
念
を
形
成
す
る

︵
109
︶。

カ
ン
ト
の
い
う
、
こ
れ
が
﹁
経
験
的
﹂
概
念
で
あ

る
。
一
方
、﹁
純
粋
﹂
概
念
の
例
に
は
感
覚
の
︽
所
在
位
置
︾
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る

︵
110
︶。︿

赤
色
﹀
の
感
覚
を
含
ん
だ
薔
薇
の
表
象
を
、
私

は
自
分
の
︽
外
︾
に
あ
る
も
の
と
し
て
意
識
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

私
の
立
つ
︽
こ
こ
︾
を
基
準
と
し
た
空
間
座
標
上
の
︽
そ
こ
︾
に
、
私

は
薔
薇
を
意
識
す
る
。
さ
ら
に
私
は
、
薔
薇
と
は
異
な
る
百
合
の
表
象

を
同
じ
座
標
上
の
︽
あ
ち
ら
︾
に
意
識
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
は
外

的
感
覚
を
、
私
自
身
の
︽
こ
こ
︾
を
基
準
と
し
た
空
間
座
標
上
に
位
置

づ
け
て
意
識
す
る
の
で
あ
り
、
例
外
は
あ
り
え
な
い
。
い
か
な
る
外
的

感
覚
に
も
空
間
的
秩
序
を
与
え
る
こ
う
し
た
︽
所
在
位
置
︾
は
、
カ

ン
ト
の
い
う
﹁
形
式
﹂
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
表
象
の
形
式
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
﹁
意
識
に
刻
み
こ
ま
れ
た
規
則
﹂
の
ひ
と

つ

︱
具
体
的
に
は
﹁
対
象
を
知
覚
す
る
知
覚
の
仕
方
に
具
わ
る
純
粋

形
式

︵
111
︶﹂

︱
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
た
﹁
経
験
的
概
念
﹂
と
﹁
純
粋
概
念
﹂
の
分
類
は
、
カ
ン

ト
に
よ
る
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
分
類
に
下
地
と
さ
れ
る

︵
112
︶。

す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
彼
は
基
礎
概
念
を
﹁
経
験
的
﹂
基
礎
概
念
と
﹁
理
性
的
﹂
基

礎
概
念
と
に
分
類
す
る
。
名
称
の
と
お
り
前
者
は
経
験
的
概
念
に
属
す

基
礎
概
念
で
あ
り
、
後
者
は
純
粋
概
念
に
属
す
基
礎
概
念
で
あ
る
。
後

者
の
﹁
理
性
的
﹂
は
、﹁
理
性
に
具
わ
る
普
遍
的
な
諸
源
泉
か
ら
汲
み

と
ら
れ
た

︵
113
︶﹂

と
い
う
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
語
は
︽
意
識
の

規
則
︾
に
帰
着
す
る
﹁
純
粋
﹂
の
類
義
語
に
ほ
か
な
ら
ず
、
結
果
、﹁
理

性
的
基
礎
概
念
﹂
は
﹁
純
粋
概
念
﹂
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
第
一
批
判
に
は
、
こ
の
基
礎
概
念
を
実
際
に
﹁
純
粋
基
礎
概
念
﹂

と
記
し
た
箇
所
も
見
出
さ
れ
る

︵
114
︶。

こ
の
理
由
に
よ
り
、
以
下
で
は
こ
れ
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を
﹁
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
﹂
と
記
し
て
い
く
。
次
に
、
分
類
さ
れ

た
ふ
た
つ
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
七
六
九
年
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
に
よ
る
と
、
経
験
的
基
礎
概
念

は
﹁［
感
覚
を
質
料
と
し
た
］
表
象
そ
の
も
の
﹂
に
基
づ
く
ゆ
え
に
﹁
経

験
的
﹂
と
呼
ば
れ
、﹁
質
料
と
し
て
の
諸
源
泉
﹂
を
表
す
が
ゆ
え
に
﹁
基

礎
概
念
﹂
と
呼
ば
れ
る

︵
115
︶。

一
言
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
抽
象
に
よ
る
経
験

的
諸
概
念
の
中
に
あ
っ
て
他
の
源
泉
と
な
る
概
念
で
あ
り
、
学
問
の
領

域
で
い
え
ば
、
ひ
と
つ
の
領
域
の
源
泉
あ
る
い
は
根
拠
と
な
る
概
念
で

あ
る
。
例
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
﹁
心
理
学
の
基
礎
概
念
﹂
と

さ
れ
た
﹁
自
我
﹂︵Ich

︶
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

︵
116
︶。

経
験
的
基
礎

概
念
は
、
一
七
六
九
年
以
来
、
第
一
批
判
の
後
ま
で
そ
の
ま
ま
保
持
さ

れ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
、
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
は
﹁
形
式
の
諸

概
念
﹂
と
さ
れ
、︽
意
識
の
規
則
︾
の
中
で
も
特
に
﹁
思
惟
の
諸
規
則
﹂

を
表
す
概
念
と
さ
れ
る

︵
117
︶。

い
う
ま
で
も
な
く
、﹁
基
礎
概
念
﹂
と
呼
ば

れ
る
理
由
は
形
式
が
表
象
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
た
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
に
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
が
当
て
た
項
目

内
容
は
、
同
じ
年
に
記
さ
れ
た
別
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
の
中
に
見
出

さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
基
礎
概
念
を
、
私
の
﹁
外
な
る
対
象
﹂
と
﹁
内

な
る
も
の
﹂
の
両
面
に
考
え
て
い
た
。
ま
ず
、
外
な
る
対
象
に
は
﹁
空

間
、
時
間
、
運
動

︵
118
︶﹂

と
い
う
基
礎
概
念
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
内
、﹁
空

間
﹂
と
﹁
時
間
﹂
は
感
性
の
形
式
と
し
て

︱
同
時
に
﹁
純
粋
直
観
﹂

と
し
て

︱
第
一
批
判
へ
と
継
承
維
持
さ
れ
る
。
三
番
目
の
﹁
運
動
﹂

は
、
翌
七
十
年
の
﹃
可
感
界
と
可
想
界
の
形
式
と
原
理
﹄︵K

-D
m

s

︶
で

姿
を
消
し
、
そ
の
後
、
基
礎
概
念
と
し
て
は
現
れ
な
い
。
一
方
、
内
な

る
も
の
の
基
礎
概
念
に
は
︽
思
考
︾・︽
感
情
︾・︽
欲
求
︾
に
わ
た
っ

て
種
々
の
項
目
が
述
べ
ら
れ
る

︵
119
︶。

こ
の
内
、︽
感
情
︾
と
︽
欲
求
︾
は

基
礎
概
念
と
し
て
そ
の
後
維
持
さ
れ
ず
、︽
思
考
︾
に
つ
い
て
も
い
ま

だ
︽
意
識
の
規
則
︾
そ
の
も
の
を
具
体
化
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い

︵
120
︶。

そ
の
具
体
化
に
は
、
第
一
批
判
の
﹁
純
粋
悟
性
概
念
﹂
を
俟
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
す
で
に
こ
の
時
期
、﹁
経
験
的
基
礎
概
念
﹂

と
﹁
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
﹂
と
い
う
分
類
が
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

い
ま
述
べ
た
基
礎
概
念
の
分
類
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
で
は
︵
３
︶
に

つ
い
て
は
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ふ
た
つ
の
基
礎
概
念
は
カ
ン
ト
に

よ
っ
て
概
念
段
階
上
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
。

ま
ず
経
験
的
基
礎
概
念
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
感
覚
を
含
む
表

象
か
ら
抽
象
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
経
験
的
概
念
の
中
に
あ
っ
て
、
そ

れ
は
他
の
源
泉
な
い
し
根
拠
と
な
る
概
念
を
意
味
す
る
。
こ
の
基
礎
概

念
は
、
概
念
段
階
上
の
﹁
種
﹂
概
念
な
い
し
﹁
類
﹂
概
念
に
位
置
す
る
。

先
ほ
ど
の
心
理
学
に
お
け
る
﹁
自
我
﹂
を
振
り
返
っ
て
も
、
そ
れ
は
︿
幼

児
の
自
我
﹀
あ
る
い
は
︿
成
人
の
自
我
﹀
と
い
う
下
位
概
念
に
対
し
て

﹁
類
﹂
と
な
り
、︿
動
物
の
自
我
﹀
と
い
う
上
位
概
念
に
対
し
て
﹁
種
﹂

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
験
的
な
基
礎
概
念
は
概
念
段
階
上
の
﹁
種
﹂

な
い
し
﹁
類
﹂
に
位
置
す
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
こ
れ
に
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何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
験
的
基
礎
概
念
に
関
す
る
限
り
、

カ
ン
ト
は
ヴ
ォ
ル
フ
や
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
と
同
じ
平
面
に
立
っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
決
定
的
な
違
い
は
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
に
現
れ
る
。

理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
は
、﹁
意
識
に
刻
み
こ
ま
れ
た
規
則
﹂
の

中
で
﹁
思
惟
の
諸
規
則
﹂
を
表
す
概
念
と
な
る
。
少
し
前
に
述
べ
た

と
お
り
、
そ
の
内
容
が
具
体
化
さ
れ
る
の
は
第
一
批
判
に
お
い
て
で
あ

る
。
こ
の
書
中
、
感
性
の
与
え
る
表
象
を
思
惟
す
る
能
力
は
﹁
悟
性
﹂

︵Verstan
d

︶
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念

は
︽
悟
性
の
諸
規
則
︾
を
表
す
概
念
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
﹁
純
粋
悟
性

概
念
﹂︵rein

e Verstan
desbegriffe

︶
と
呼
ば
れ
る

︵
121
︶。

で
は
、
こ
の
概

念
が
表
す
︽
悟
性
の
諸
規
則
︾
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、

表
象
を
思
惟
す
る
思
惟
の
形
態
に
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
思
惟
の
核

心
は
︽
判
断
︾
に
あ
る
。︿
表
象
を
思
惟
す
る
﹀
と
は
︿
表
象
に
つ
い

て
判
断
し
判
定
す
る
こ
と
﹀
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、

思
惟
の
能
力
で
あ
る
悟
性
を
﹁
判
断
す
る
能
力

︵
122
︶﹂

と
す
る
。
結
果
、︽
悟

性
の
諸
規
則
︾
は
表
象
を
め
ぐ
る
︽
判
断
の
諸
形
態
︾
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
で
は
︽
判
断
の
形
態
︾
と
は
何
か
。
判
断
は
、
複
数
の

表
象
・
概
念
を
ひ
と
つ
に
統
一
す
る
働
き
と
さ
れ
る

︵
123
︶。︿

こ
れ
は
薔
薇

で
あ
る
﹀
と
い
う
判
断
は
︿
こ
れ
﹀
な
る
表
象
を
︿
薔
薇
﹀
と
い
う
概

念
の
内
に
統
一
す
る
働
き
で
あ
り
、︿
薔
薇
は
花
で
あ
る
﹀
と
い
う
判

断
は
︿
薔
薇
﹀
な
る
種
概
念
を
︿
花
﹀
と
い
う
類
概
念
の
内
に
統
一
す

る
働
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
断
は
表
象
・
概
念
を
統
一
す
る
働

き
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
統
一
さ
れ
る
側
の
表
象
・
概
念

が
千
差
万
別
で
も
、
統
一
す
る
判
断
の
働
き
に
は
一
定
数
の
規
則
的
形

態
が
具
わ
る
、
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
判
断
の
働
き
の
中
に
表
象
・
概

念
を
ま
と
め
る
一
定
数
の
︽
規
則
的
な
型
︾
が
存
在
す
る
と
見
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
﹁
単
称
﹂︵︽
こ
の
Ａ
︾
は
Ｂ
︶、﹁
特
称
﹂︵︽
い
く
つ
か

の
Ａ
︾
は
Ｂ
︶、﹁
全
称
﹂︵︽
す
べ
て
の
Ａ
︾
は
Ｂ
︶
と
い
っ
た
、
そ
れ

は
︽
型
︾
を
意
味
す
る
。
例
を
当
て
れ
ば
、﹁
善
人
﹂
の
存
在
を
具
体

的
に
特
定
す
る
場
合
、
そ
の
判
断
は
必
ず
、︽
こ
の
人
︾
だ
け
が
善
人
か
、

︽
何
人
か
︾
が
善
人
か
、︽
す
べ
て
の
人
︾
が
善
人
か
、
と
い
う
範
囲
上

の
︽
型
︾
を
具
え
て
お
り
、
判
断
は
こ
の
︽
型
︾
に
則
し
て
下
さ
れ
る

以
外
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。︽
悟
性
の
諸
規
則
︾
と
は
、
判
断
に

こ
う
し
た
論
理
的
な
︽
型
︾
を
生
む
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

︽
悟
性
の
諸
規
則
︾
は
判
断
に
お
け
る
︽
型
︾
の
根
底
に
求
め
ら
れ
る
。

手
が
か
り
と
な
る
判
断
の
︽
型
︾
は
、
先
行
す
る
形
式
論
理
学
に
お
い

て
、
す
で
に
︽
判
断
の
諸
形
式
︾
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
た

︵
124
︶。

か
く
し

て
、
そ
う
し
た
判
断
形
式
の
根
底
に
、
カ
ン
ト
は
︽
悟
性
の
諸
規
則
︾

す
な
わ
ち
﹁
純
粋
悟
性
概
念
﹂
を

︱
本
論
の
主
題
に
立
っ
て
い
え
ば

︽
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
︾
を

︱
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る

︵
125
︶。

さ
て
、
右
の
理
路
に
し
た
が
っ
て
捉
え
ら
れ
た
﹁
純
粋
悟
性
概
念
﹂

を
、
カ
ン
ト
は
第
一
批
判
の
中
で
明
確
に
﹁
基
礎
概
念

︵
126
︶﹂

と
呼
ぶ
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
︽
理
性
的
＝
純
粋
︾
基
礎
概
念
を
意
味
し
て

い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
カ
ン
ト
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は
こ
れ
を
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
に
位
置
づ
け
る

︵
127
︶。

ヴ
ォ
ル
フ
の
箇
所
に
述

べ
た
と
お
り
、
論
理
学
上
の
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
は
あ
ら
ゆ
る
概
念
の
最

上
位
に
立
つ
﹁
最
高
類
概
念
﹂︵
範
疇
︶
を
意
味
し
て
い
る
。
カ
ン
ト

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
判
断
意
識
に
具
わ
る
規
則
で
あ
る
か
ら
、
判
断
を
受

け
る
ど
の
よ
う
な
表
象
・
概
念
も
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、﹁
純
粋
悟
性
概
念
﹂
す
な
わ
ち
﹁
理
性
的

＝
純
粋
基
礎
概
念
﹂
は
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
包
摂
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
も
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
も
明
ら

か
な
一
線
を
画
し
な
が
ら
、﹁
基
礎
概
念
﹂
＝
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
と
い

う
位
置
づ
け
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
哲
学
に
よ
る
﹁
基
礎
概
念
﹂
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
の
彫
琢
ま
で
を
見
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ

た
下
地
の
上
に
、

︱
カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

︱
﹁
経
験
的
基

礎
概
念
﹂
が
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ

を
下
地
と
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
に
よ
り
﹁
経
験
的
基
礎
概
念
﹂︱﹁
理
性

的
＝
純
粋
基
礎
概
念
﹂
と
い
う
区
分
が
樹
立
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、

﹁
経
験
的
﹂
基
礎
概
念
は

︱
ヴ
ォ
ル
フ
や
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
と
同
じ

く

︱
経
験
的
概
念
と
し
て
﹁
種
﹂
な
い
し
﹁
類
﹂
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

﹁
理
性
的
＝
純
粋
﹂
基
礎
概
念
は
判
断
意
識
に
具
わ
る
規
則
と
し
て
﹁
カ

テ
ゴ
リ
ー
﹂
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、﹁
経
験
的
﹂︱﹁
理

性
的
＝
純
粋
﹂
と
い
う
二
層
の
枠
組
が
基
礎
概
念
に
設
け
ら
れ
、
前
者

を
﹁
種
﹂
な
い
し
﹁
類
﹂、
後
者
を
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
と
す
る
枠
組
も

確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る

︵
128
︶。

本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
﹁
基
礎
概
念
﹂
に
伏

在
す
る
︿
意
味
の
幅
﹀
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
出
現
す
る
。
カ
ン
ト
に

お
い
て
確
立
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
枠
組
と
意
味
幅
は
、
十
九
世
紀
以
降

の
﹁
基
礎
概
念
﹂
を
考
え
る
際
に
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

︵
名
誉
教
授　

哲
学
・
美
学
︶

略
記
号
（
承
前
）

C
ru

siu
s 1747 = C

h
ristian

 A
u

gu
st C

ru
siu

s. W
eg zu

r G
ew

ißheit u
n

d 

Zuverlässigkeit der m
enschlichen Erkenntnis. L

eipzig: J. F. G
leditsch

, 

1747 (rpt. H
ildesh

eim
: G

eorg O
lm

s, 1965).
H

eim
soeth

 1956 = H
ein

z H
eim

soeth
. Studien zur Philosophie Im

m
anuel 

K
ants: M

etaphysische U
rsprünge und ontologische G

rundlagen. K
öln

: 

K
öln

er U
n

iversitäts-Verlag, 1956.
H

eim
so

eth
 1970 = H

. H
eim

so
eth

. Stu
dien

 zu
r P

hilosophie Im
m

an
u

el 

K
an

t II: M
ethoden

begriffe der E
rfahru

n
gsw

issen
schaften

 u
n

d 

G
egen

sätzlichkeiten
 speku

lativer W
eltkon

zeption
 (K

an
tstu

dien
, 

E
rgän

zun
gsh

efte, 100). B
on

n
: H

. B
ouvier u. C

o., 1970.
K

-D
m

s = K
an

t. D
e m

undi sensibilis atque intelligibilis form
a et principiis.

K
gS = K

ants gesam
m

elte Schriften. E
d. K

ön
iglich

 Preußisch
en

 A
kadem

ie, 

B
erlin

: G
eorg R

eim
er.

K
rV

 = K
an

t. K
ritik der reinen Vernunft.

L
-Ph

S = G
. W

. L
eibn

iz. D
ie philosophischen Schriften. E

d. C
. I. G

erh
ardt, 

7 vols, 1875-90 (rpt. O
lm

s, 1978).
P

iu
r 1903 = P

au
r P

iu
r. Studien

 zur sprachlichen
 W

ü
rdigu

ng C
hristian 
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W
olffs, H

alle: E
h

. K
arras, 1903.

W
olff 1713 = C

h
ristian

 W
olff. Vernünftige G

edanken von den K
räften des 

m
enschlichen Verstandes [......]  H

alle, 1713 (rpt. O
lm

s, 1965).
W

olff 1720 = C
h

. W
olff. Vernünftige G

edanken von G
ott, der W

elt und der 

Seele des M
enschen [.......]  H

alle, 1720 (N
ach

druck, H
alle, 1751 = 

rpt. O
lm

s, 1997).
W

olff 1724 = C
h

. W
olff. Vernünftige G

edanken von G
ott, der W

elt und der 

Seele des M
enschen [.......] : A

nderer T
heil. Fran

kfurt am
 M

ain
, 1724 

(N
ach

druck, Fran
kfurt, 1740 = rpt. O

lm
s, 1983).

W
olff 1728 = C

h
. W

olff. Philosophia rationalis sive L
ogica. M

arburg, 1728 
(N

ach
druck, L

eipzig, 1740 = rpt. O
lm

s, 1983).

註
︵
66
︶ 

一
六
九
一
年
の
独
語
辞
典
︵K

. Stieler, D
er teutschen Sprache Stam

m
-

baum
 und Fortw

achs ......, N
ürn

berg, 1691, rpt. 1968, col. 699 –700

︶

に
録
さ
れ
た
接
頭
辞
付» B

egriff «

の
中
に
こ
の
語
は
含
ま
れ
ず
、

一
七
三
四
年
の
独
語
辞
典
︵C

. E
. Stein

bach
, Vollständiges deutsches 

W
örter-B

uch, I, B
reslau, 1734, rpt. 1973, pp. 649 –50

︶
に
も
こ
の
語

は
現
れ
な
い
。
た
だ
し
グ
リ
ム
辞
典
︵IV

–I –6, 1935, col. 758
︶
に
よ
れ

ば
、
次
に
挙
げ
る
一
七
三
四
年
の
神
学
書
に
は
こ
の
語
が
見
出
さ
れ
る
。

F. C
h

. O
etin

ger, Vester und schrifftm
äßiger G

rund einiger theologischen 

H
aupt- W

ahrheiten, Fran
kfurt, 1734, p. 5.

︵
67
︶ 

さ
ま
ざ
ま
な
学
術
領
域
へ
の
こ
の
語
の
普
及
は
、
グ
リ
ム
辞
典
︵IV

–I –6, 
col. 757 –58

︶
に
収
録
さ
れ
た
用
例
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
。

︵
68
︶ C

f. G
. B

en
ecke/

 W
. M

ü
ller, M

ittelhochdeu
tsches W

örterbu
ch, I, 

L
eipzig, 1854 (rpt. H

ildesh
eim

: G
. O

lm
s, 1963), p. 572; M

. L
exer, 

M
ittelhochdeutsches H

andw
örterbuch, I, L

eipzig, 1872 (Stuttgart: S. 
H

irzel, 1979), col. 147; C
h

. B
aufeld, K

leines frühneuhochdeutsches 

W
örterbuch, T

ü
bin

gen
: M

ax N
iem

eyer, 1996, p
. 25; U

. G
oebel/ 

O
. R

eich
m

an
n

, Frühneuhochdeutsches W
örterbuch, III, B

erlin
/ N

ew
 

York: W
alter de G

ruyter, 2002, col. 672 –5.

︵
69
︶ 

一
七
〇
九
年
の
著
書
で
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
は
﹁
父
と
し
て
の
神
と
い
う
概
念

に
し
て
且
つ
表
象
﹂
を
語
る
と
共
に
、﹁
私
た
ち
は
自
然
法
を
［
⋮
⋮
］

正
し
き
人
の
律
法
と
い
う
概
念
と
見
な
す
﹂
と
記
し
て
い
る
。C

h
ristian

 

T
h

om
asius, G

rundlehren des N
atur- und Völkerrechts, H

alle; R
en

ger, 

1709 (rpt. G
. O

lm
s, 2003), p. 101(

§ 42); 163(

§ 4). 

な
お
、
ト
マ

ジ
ウ
ス
に
よ
っ
て
﹁
概
念
﹂
の
語
義
が
前
面
に
出
さ
れ
た
点
は
次
に
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。Piur 1903, pp. 86 –7.

︵
70
︶ W

olff 1713, p. 123(

§ 4). 

ラ
テ
ン
語
に
よ
る
同
様
の
定
義
はW

olff 

1728

︵p. 127, 
§ 34

︶
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
が » B

egriff «

を» n
otio «

の
対
応
語
と
す
る
点
に
は
次
を
参
照
。W

olff 1720, 
R

egister.

︵
71
︶ ﹁
単
独
概
念
﹂
はW

olff 1713

︵p. 123, 

§ 4

︶
とW

olff 1728

︵p. 127, 

§ 34

︶、﹁
一
般
概
念
﹂
もW

olff 1713

︵p. 138, 

§ 29

︶
とW

olff 

1728

︵pp. 137 –8, 

§ 54

︶
に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
分
類
は
、
ヴ
ォ
ル

フ
の
師
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
る» n

otio «

の
分
類
に
一
致
す
る
。
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
、﹃
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
学
報
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
認
識
、
真

理
、
観
念
に
つ
い
て
の
省
察
﹂︵
一
六
八
四
年
︶
の
中
で
、» n

otio «

を
﹁
何
か
一
輪
の
花
あ
る
い
は
何
か
一
匹
の
動
物
﹂︵alicujus floris 

aut an
im

alis

︶
に
関
す
る
概
念
と
﹁︿
数
﹀・︿
大
き
さ
﹀・︿
形
﹀
の
よ

う
な
複
数
の
知
覚
に
共
通
す
る
概
念
﹂︵n

otion
es pluribus sen

sibus 

com
m

un
es, ut n

um
eri, m

agn
itudin

is, figurae

︶
と
に
分
類
し
て
い

る
。L

eibn
iz,» M

editation
es de C

ogn
ition

e, Veritate et Ideis «, in
: 
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L
-Ph

S, IV, p. 422; 423. 

ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
分
類
を» B

egriff «

に
転
与

し
た
と
見
な
さ
れ
る
。

︵
72
︶ W

olff 1724, pp. 115 –20(

§ 53). 

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、︽
種

概
念
︾・︽
類
概
念
︾・︽
最
高
類
概
念
︾
の
段
階
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
﹁
種
﹂︵ε ἶδος

︶、﹁
類
﹂︵γε ′νος

︶、﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂︵κα

τηγορ ία
ι

︶

へ
さ
か
の
ぼ
る
。C

f. A
ristoteles, C

ategoriae, 2b7 –12; A
nalyticorum

 

posteriorum
, 83b16.

︵
73
︶ » B

egriff «
が
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
哲
学
用
語
と
さ
れ
た
こ
と
は
次
に

も
明
記
さ
れ
る
。Piur 1903, p. 87; J. H

offm
eister, W

örterbuch der 

philosophischen B
egriffe, 2 ed. H

am
burg: Felix M

ein
er, 1955, p. 107.

︵
74
︶ C

f. O
. Sch

ade, A
ltdeutsches W

örterbuch, I, H
alle: W

aisen
h

aus, 1872, 
p. 354; L

exer, op. cit.

［
本
稿
前
註
︵
68
︶］col. 1102; K

, B
en

dszeit, 

A
rt.» G

run
d «, in

: H
istorisches W

örterbuch der Philosophie, III, B
asel/ 

Stuttgart: Sch
w

abe &
 C

o., 1974, col. 902. 
﹁
根
拠
﹂・﹁
根
源
﹂
あ
る

い
は
ほ
ぼ
同
義
の
﹁
根
柢
﹂
と
い
っ
た
意
味
は
、
例
え
ば
マ
イ
ス
タ
ー
・

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
︵
一
二
六
〇
年
頃
～
一
三
二
七
年
︶
の
﹃
教
導
講
和
﹄︵D

ie 

rede der un
dersch

eidun
ge

︶
に
用
い
ら
れ
た» grun

t «

に
見
ら
れ

る
。C

f. J. Q
uin

t ed., M
eister Eckharts Traktate (M

eister Eckhart: D
ie 

deutschen und latenischen W
erke: D

ie deutschen W
erke, V

), Stuttgart: W
. 

K
oh

lh
am

m
er, 1963, p. 199; 297. 

こ
の
語
は
、
テ
ク
ス
ト
に
添
え
ら
れ

た
ク
ヴ
ィ
ン
ト
の
現
代
独
語
訳
︵p. 508; 535

︶
に
お
い
て
も
︽
土
台
と

な
る
も
の
︾
と
い
う
意
味
の» G

run
d «

と
さ
れ
、
二
種
類
の
邦
語
訳
で

も
﹁
根
拠
﹂・﹁
根
源
﹂・﹁
根
柢
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
植
田
兼
義
訳
﹁
教

導
対
話
﹂、﹃
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
著
作
集
６
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
Ｉ
﹄︵
教

文
館
、
一
九
八
九
年
︶
所
収
、
二
八
二
お
よ
び
三
二
三
頁
、
川
崎
幸
夫
訳

﹁
教
導
講
和
﹂、﹃
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
論
述
集
﹄︵
創
文
社
・
一
九
九
一
年
︶
所

収
、
八
九
お
よ
び
一
五
九
頁
。

︵
75
︶ W

olff 1720, p. 15(

§ 29).

︵
76
︶ C

f. W
olff 1720, pp. 17 –8(

§ 31). 

こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は

» G
run

d «

が
﹁
事
物
の
内
に
も
事
物
の
外
に
も
﹂
あ
り
え
る
こ
と
を
明

記
し
て
い
る
。
こ
の
着
想
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
﹁
外
的
根
拠
﹂(extern

al 

reason
)

と
﹁
内
的
根
拠
﹂︵in

tern
al reason

; raison
s in

tern
es

︶
に

ま
っ
た
く
一
致
し
て
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
源
泉
に
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。C

f.» Streitsch
riften

 zw
isch

en
 L

eibn
iz un

d C
larke «, in

: 

L
-Ph

S, V
II, p. 374; 408. 

ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
︽
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ク
ラ
ー

ク
の
往
復
書
簡
︾
に
直
接
言
及
し
て
お
り
︵W

olff 1720, p. 17, 

§ 30

︶、

彼
が
そ
こ
か
ら
着
想
を
得
た
こ
と
は
お
よ
そ
確
実
で
あ
る
。
こ
の
点
を
顧

慮
し
て
、
本
論
で
も
﹁
外
的
根
拠
﹂
と
﹁
内
的
根
拠
﹂
の
語
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
か
ら
借
り
る
。

︵
77
︶ C

f. W
olff 1720, p. 15(

§ 29). 

こ
の
箇
所
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
︽
外
的
根
拠
︾

を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。﹁
事
物
Ａ
が
或
る
項
を
内
包
し
、
そ
の
項
に

よ
り
︿
Ｂ
の
な
ぜ
存
在
す
る
か
﹀
が
理
解
可
能
で
あ
る
場
合
、
⋮
⋮
Ａ
の

内
に
見
出
し
え
る
項
は
Ｂ
の
［
外
的
］
根
拠
と
呼
ば
れ
る
。﹂

︵
78
︶ C

f. W
olff 1720, pp. 15 –6(

§ 29).

︵
79
︶ C

f. W
olff 1720, p. 18(

§ 32). 

︽
内
的
根
拠
︾
を
ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
う
説
明

す
る
。﹁
ひ
と
つ
の
事
物
の
内
で
い
く
つ
か
の
項
が
互
い
に
区
別
さ
れ
る

場
合
、
そ
れ
ら
の
も
と
に
あ
る
た
だ
ひ
と
つ
の
項
が
︿
そ
れ
以
外
の
諸
項

は
な
ぜ
当
の
事
物
に
帰
属
す
る
か
﹀
の
根
拠
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹂。︽
内
的
根
拠
︾
と
は
、
こ
の
﹁
た
だ
ひ
と
つ
の
項
﹂
を
い
う
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

︵
80
︶ W

olff 1713, p. 147(

§ 48).

︵
81
︶ W

olff 1720, p. 15(

§ 29).

︵
82
︶ W

olff 1720, p. 19(

§ 33); ibid(

§ 34)

︵
83
︶ W

olff 1720, p. 19(

§ 33).
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︵
84
︶ ﹁
限
定
概
念
﹂
の
原
語
は» D

efin
ition

 «

で
あ
る
か
ら
、﹁
限
定
﹂
あ
る

い
は
﹁
定
義
﹂
と
訳
せ
ば
済
む
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
ク
ル
ー
ジ

ウ
ス
は» D

efin
ition

 «

を
﹁
或
る
も
の
と
他
す
べ
て
の
も
の
と
の
区
別

が
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
⋮
概
念
﹂︵C

rusius 1747, pp. 62 –3, 

§ 

37
︶
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
を
顧
慮
し
、﹁
概
念
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明

示
す
べ
く
、
本
論
で
は» D

efin
ition

 «

に
﹁
限
定
概
念
﹂
の
訳
語
を
与

え
る
。

︵
85
︶ C

rusius 1747, p. 63(

§ 37). ﹁
唯
名
的
限
定
概
念
﹂
の
例
と
し
て
は
﹁
四

角
い
円
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。﹁
四
角
い
円
﹂
は
、
言
葉

の
範
囲
で
は
そ
の
語
義
を
確
か
に
限
定
す
る
。
し
か
し
こ
の
概
念
に
よ
り
、

言
葉
を
越
え
て
何
ら
か
の
事
物
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。﹁
四
角
い

円
﹂
な
る
も
の
が
事
物
と
し
て
実
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

︵
86
︶ C

rusius 1747, p. 63(

§ 37).

︵
87
︶ C

rusius 1747, p. 865(
§ 482)

︵
88
︶ C

rusius 1747, p. 865(

§ 482).

︵
89
︶ C

rusius 1747, p. 865(

§ 482); p. 866(

§ 482).

︵
90
︶ C

rusius 1747, p. 255(

§ 140).

︵
91
︶ C

rusius 1747, p. 255(

§ 140).

︵
92
︶ C

f. C
rusius 1747, p. 260(

§ 142). 

ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
﹁
本
質
﹂
を
、﹁
或

る
事
物
に
恒
常
的
に
帰
属
す
る
全
て
の
も
の
の
総
括
的
概
念
﹂︵C

rusius 

1747, p. 313, 

§ 163

︶
と
説
明
す
る
。﹁
本
質
﹂
の
例
と
し
て
、
例
え
ば

薬
品
の
﹁
調
合
法
﹂
の
よ
う
な
も
の
の
﹁
つ
く
り
方
﹂︵E

rzeugun
gsart

︶、

あ
る
い
は
時
計
に
お
け
る
︿
時
の
表
示
﹀
と
い
っ
た
﹁
目
的
﹂、
ま
た
時

計
の
︿
構
造
﹀
の
よ
う
な
﹁
目
的
に
不
可
欠
な
機
構
﹂
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。C

f. C
rusius 1747, p. 871(

§ 485); p. 872(

§ 486).

︵
93
︶ C

f. C
rusius 1747, p. 887(

§ 495).

︵
94
︶ 

こ
の
段
落
の
は
じ
め
に
両
者
の
違
い
を
述
べ
た
が
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の

﹁
動
因
﹂
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
﹁
原
因
﹂
に
、
前
者
の
﹁
本
質
﹂
は
後
者
の
﹁
本

質
﹂
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
は
ヴ
ォ

ル
フ
に
由
来
す
る
と
見
ら
れ
る
一
致
も
認
め
ら
れ
る
。

︵
95
︶ C
rusius 1747, p. 845(

§ 471).

︵
96
︶ ﹁
基
礎
概
念
﹂
に
関
す
る
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
は
、
現
在
、
ア
カ
デ
ミ
ー

版
カ
ン
ト
全
集
︵K

gS

︶
第
十
七
巻
︵
一
九
二
六
年
︶
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
本
論
は
こ
れ
を
テ
ク
ス
ト
と
し
、
成
立
年
代
も
こ
れ
に
し
た
が
う
。

註
記
に
際
し
、» R

ef «

の
略
記
号
と
共
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
テ
ク
ス

ト
番
号
を
記
す
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー

版
全
集
を
テ
ク
ス
ト
と
し
、
そ
の
頁
を
記
す
。
た
だ
し
慣
例
に
し
た
が
い
、

﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄︵K

rV

︶
に
つ
い
て
は
第
一
版
︵
一
七
八
一
年
︶
を
Ａ
、

第
二
版
︵
一
七
八
七
年
︶
を
Ｂ
と
表
記
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
頁
を
記
す
。

︵
97
︶ R

ef, 3709.

︵
98
︶ 

本
論
で
扱
っ
た
一
七
四
七
年
の
書
を
含
め
、
カ
ン
ト
は
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス

の
諸
著
書
に
通
じ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
致
も
偶
然
と
は
見
な

し
え
な
い
。
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
直
接
的
な
言
及
は

次
に
見
ら
れ
る
。K

gS, I, p. 393, 396, 397, 398-9, 405, 412; K
gS, 

II, p. 54, 55, 76, 77, 169, 293 –5, 342. 

ま
た
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
か
ら

カ
ン
ト
へ
の
影
響
を
論
じ
た
基
本
的
研
究
に
は
次
が
あ
る
。A

n
ton

 

M
arquardt, K

ant und C
rusius: Ein B

eitrag zum
 richtigen Verständniss 

der crusianischen Philosophie, K
iel: L

ip
siu

s &
 T

isch
er, 1885; M

ax 

W
u

n
d

t, K
an

t als M
etaphysiker, Stu

ttgart: E
n

ke, 1924; H
ein

z 

H
eim

so
eth

,» M
etap

h
ysik u

n
d

 K
ritik b

ei C
h

r. A
. C

ru
siu

s: E
in

 

B
eitrag zu

r on
tologisch

en
 V

orgesch
ich

te d
er K

ritik d
er rein

en
 

Vern
un

ft im
 18. Jah

rh
un

dert «, in
: H

eim
soeth

 1956, pp. 125 –88.

︵
99
︶ R

ef, 3972.

︵
100
︶ ︿
太
陽
光
﹀
と
︿
石
の
温
度
﹀
の
事
例
は
次
に
よ
る
。K

an
t, Prolegom

ena 
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zu einer jeden künftigen M
etaphysik, §

20, n
., K

gS, IV, p. 301.

︵
101
︶ R

ef, 3972.
︵
102
︶ 

こ
の
段
落
全
体
はK

rV, A198=B243

︱A202=B247

に
基
づ
い
て
お
り
、

引
用
はA202=B247

に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
段
落
に
述
べ
た
論
の
背
景
に

は
、
Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
的
見
解
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の

意
図
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
は
カ
ン
ト
理
解
に
重
要
で
あ
る
が
、
立
ち
入

る
ゆ
と
り
は
本
稿
に
な
い
。

︵
103
︶ R

ef, 3927. 

こ
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
は
一
七
六
九
年
の
も
の
と
さ
れ
る
。

︵
104
︶ K

rV, A50=B74.

︵
105
︶ K

rV, A68=B93. 

﹁
感
覚
﹂
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
理
論
は
重
層
的
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
色
や
味
な
ど
の
﹁
感
覚
の
性
質
﹂
と
﹁
実
在
的
な
も

の
﹂︵das R

eale

︶
も
し
く
は
﹁
超
越
論
的
対
象
﹂︵tran

szen
den

taler 

G
egen

stan
d

︶
が
含
ま
れ
る
。C

f. K
rV, A175-6=B217; A538=B566

︱

A539=B567. 

た
だ
し
、
本
論
で
は
こ
の
点
に
立
ち
入
ら
な
い
。

︵
106
︶ K

rV, A20=B34.

︵
107
︶ K

-D
m

s, K
gS, II, p. 393.

︵
108
︶ C

f. K
-D

m
s, 

§ 8, K
gS, II, p. 395; K

rV, A32=B47.

︵
109
︶ C

f. K
rV, B70, n

.

︵
110
︶ C

f. K
rV, A23=B38.

︵
111
︶ K

rV, A42=B60. 

こ
こ
に
述
べ
た
﹁
知
覚
の
仕
方
に
具
わ
る
純
粋
形
式
﹂

に
は
、
さ
ら
に
﹁
産
出
的
構
想
力
﹂︵produktive E

in
bildun

gskraft
︶

と
﹁
純
粋
統
覚
﹂︵rein

e A
pperzeption

︶
に
よ
る
綜
合
的
統
一
が
語
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
く
わ
し
く
述
べ
る
ゆ
と
り
は
な
い
。

︵
112
︶ 

基
礎
概
念
の
分
類
を
考
え
て
い
た
時
期
、
カ
ン
ト
は
す
で
に
﹁
経
験
的
﹂
︱

﹁
純
粋
﹂
の
概
念
分
類
に
到
達
し
て
お
り
、
基
礎
概
念
の
分
類
に
当
た
っ

て
こ
れ
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。﹁
経
験
的
﹂︱﹁
純
粋
﹂
の
概
念

分
類
は
、
一
七
六
九
年
と
さ
れ
る
複
数
の
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
に
見
出
さ

れ
る
。C

f. R
ef, 3957; 3958; 3961.

︵
113
︶ K

rV, A836=B864

︱A837=B865.

︵
114
︶ K

rV, A171=B213.

︵
115
︶ R
ef, 3988.

︵
116
︶ K

rV, A684=B712.

︵
117
︶ R

ef, 3988.

︵
118
︶ R

ef, 3927.

︵
119
︶ R

ef, 3927. 

﹁
内
な
る
も
の
﹂
に
述
べ
ら
れ
た
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
は

次
の
三
種
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、︵
Ａ
︶
時
間
を
形
式
と
す
る
﹁
直
接
的

表
象
﹂
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
︽
思
考
︾
の
諸
形
態
、︵
Ｂ
︶﹁
快
﹂・﹁
不
快
﹂

を
含
ん
だ
﹁
感
情
﹂
そ
の
他
、︵
Ｃ
︶﹁
欲
求
﹂
な
ど
、
で
あ
る
。

︵
120
︶ ﹁
快
﹂・﹁
不
快
﹂
お
よ
び
﹁
欲
求
﹂
は
、
第
一
批
判
に
お
い
て
﹁
経
験
的

な
起
源
を
も
つ
﹂
も
の
に
分
類
さ
れ
、
理
性
的
＝
純
粋
基
礎
概
念
か
ら
は

明
確
に
除
外
さ
れ
る
。C

f. K
rV, A15=B29.

︵
121
︶ K

rV, A66=B91 et al.

︵
122
︶ K

rV, A69=B94.

︵
123
︶ K

rV, A69=B94.

︵
124
︶ 

形
式
論
理
学
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
判
断
の
諸
形
式
を
、
カ
ン
ト
は
、
そ
れ

ぞ
れ
三
つ
の
項
か
ら
成
る
四
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
、
次
の
よ
う
に
一
覧
化

す
る
。
一
．
判
断
の
量
︵
全
称
的
／
特
称
的
／
単
称
的
︶、
二
．［
判
断

の
］
質
︵
肯
定
的
／
否
定
的
／
無
限
的
︶、
三
．［
判
断
の
］
関
係
︵
定
言

的
／
仮
言
的
／
選
言
的
︶、
四
．［
判
断
の
］
様
相
︵
蓋
然
的
／
実
然
的

［
主
張
的
］
／
必
然
的
［
論
証
的
］︶、
以
上
の
四
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。C

f. 

K
rV, A70=B95. 

ま
た
、
下
地
を
つ
く
っ
た
形
式
論
理
学
者
の
名
を
カ
ン

ト
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
Ｇ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ア
ー
︵G

eorge 

Friedrich
 M

eier

︶
は
き
わ
め
て
重
要
な
一
人
と
見
ら
れ
る
。
ケ
ー
ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
﹁
論
理
学
﹂
の
講
義
で
、
カ
ン
ト
は
マ
イ
ア
ー
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の
﹃
論
理
学
抄
本
﹄
を
テ
ク
ス
ト
に
用
い
た
。︵
こ
の
書
は
ア
カ
デ
ミ
ー

版
カ
ン
ト
全
集
・
第
十
六
巻
に
写
真
版
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。︶
そ

こ
に
述
べ
ら
れ
た
﹁
判
断
の
量
﹂
と
﹁
判
断
の
質
﹂
は
カ
ン
ト
と
ま
っ

た
く
同
一
の
内
容
を
も
ち
、
カ
ン
ト
が
﹁
関
係
﹂
の
下
に
並
列
さ
せ
た

仮
言
的
判
断
と
選
言
的
判
断
も
や
は
り
並
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、﹁
様

相
﹂
に
挙
げ
ら
れ
た
必
然
的
判
断
と
蓋
然
的
判
断
︵
マ
イ
ア
ー
で
は
限
定

的
判
断
︶
は
、
仮
言
的
判
断
に
重
ね
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
相
即
よ

り
見
て
、
マ
イ
ア
ー
が
下
地
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。C

f. M
eier, 

A
uszug aus der Vernunftlehre, H

alle: J. J. G
ebauer, 1752, 

§ 294; 

§ 

297 –8; 

§ 301; 

§ 305 –8; 

§ 309.

︵
125
︶ 

判
断
形
式
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
﹁
純
粋
悟
性
概
念
﹂
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
一
．
量
︵
単
一
性
／
数
多
性
／
総
体
性
︶、
二
．
質
︵
実
在
性
／

否
定
性
／
制
限
性
︶、
三
．
関
係
︵
内
属
性
と
自
存
性
／
原
因
性
と
依
存

性
／
相
互
性
︶、
四
．
様
相
︵
可
能
性
と
不
可
能
性
／
現
存
在
と
非
存
在
／

必
然
性
と
偶
然
性
︶。C

f. K
rV, A80=B106. 

ま
た
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
述

べ
ら
れ
た
︽
判
断
形
式
か
ら
純
粋
悟
性
概
念
へ
︾
と
い
う
順
序
を
離
れ

て
、
純
粋
悟
性
概
念
は
実
際
に
は
前
批
判
期
か
ら
独
自
の
思
索
に
よ
っ
て

蓄
積
さ
れ
、
最
終
的
に
判
断
形
式
と
の
照
応
を
規
準
に
選
定
さ
れ
た
と

す
る
見
解
が
、
現
在
で
は
広
く
見
ら
れ
る
。
複
数
に
わ
た
る
レ
フ
レ
ク

シ
オ
ー
ン
に
か
ん
が
み
て
筆
者
も
ま
た
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
が
、
本

論
で
く
わ
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
見
解
に
立
つ
基
本
的
研

究
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。H

eim
soeth

,» C
h

ristian
 W

olffs O
n

tologie 

un
d die Prin

zipien
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こ
こ
に
述
べ
る
﹁
カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
は
、
あ
く
ま
で
も
判

断
意
識
に
具
わ
る
規
則
と
し
て
の
﹁
純
粋
﹂
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
カ
ン

ト
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
核
心
は
、
こ
の
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
構
想
力

を
介
し
て
︽
図
式
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
︾
へ
と
転
じ
、
直
観
の
場
に
お

い
て
働
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
の
論
に
立
ち
入
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

︵
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︶ 

カ
ン
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
こ
の
枠
組
は
、
グ
リ
ム
辞
典
︵IV

–I –6, 
col. 757 –8

︶
に
分
類
さ
れ
た
﹁
基
礎
概
念
﹂
の
意
味
１
と
２
に
対
応
す
る
。

ま
た
、
す
で
に
十
八
世
紀
、﹁
経
験
的
基
礎
概
念
﹂
に
は
学
問
領
域
に
縛

ら
れ
な
い
い
わ
ば
﹁
ラ
フ
﹂
な
使
わ
れ
方
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
同
辞
典
︵col. 758

︶
の
意
味
３
と
４
に
用
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
グ
リ
ム
辞
典
に
お
け
る
１
～
４
の
意
味
配
置
は
成
立
の
時
系
列
に
即

す
も
の
で
は
な
い
。
採
ら
れ
て
い
る
の
は
﹁
哲
学
﹂
↓
﹁
他
の
学
問
領
域
﹂

↓
﹁
学
問
領
域
外
﹂
↓
﹁
哲
学
に
近
接
﹂
と
い
う
配
置
法
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
時
系
列
よ
り
見
れ
ば
意
味
の
配
置
は
ま
っ
た
く
別
に
な
る
。


