
無

制
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者
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知

的

直

観

(

一

)

―

―

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
註
解
』
か
ら
『
自
我
論
』
へ

浅
沼

光
樹

序

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
註
解
』

―

一
九
九
四
年
に
、
つ
ま
り
執
筆
後
ち
ょ
う
ど
二
百
年
を
経
て
よ
う

や
く
わ
れ
わ
れ
の
前
に
姿
を
現
し
た
若
き
シ
ェ
リ
ン
グ
の
遺
稿
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス
註
解
』

は
編
者
の
ハ
ル
ト
ム

（
以
下
『
註
解
』
と
略
記
）

（
一
）

ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
刊
行
中
の
『
歴
史
批
判

“V
oraus-E

dition”

版
シ
ェ
リ
ン
グ
全
集

の

』（

『

』

）

以
下

全
集

と
略
記

と
い
う
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
に
お
い
て
、

刊
行
中
の

か

ら
将
来
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る

“W
erke”

へ
と
い
う
「
系
列
」
の
移
行
を
予
め
見
越
し
て
試
験
的

“N
achlaß”

に
編
集
方
針
に
幾
つ
か
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
他
方
に

お
い
て
構
成
は
全
体
と
し
て
み
る
と
、
公
刊
著
作
を
扱
う
『
全
集
』

第
一
系
列
に
属
す
る
既
刊
に
準
拠
し
、
そ
れ
を
基
本
的
に
踏
襲
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
編
者
報
告
」
と
は
別
に
巻
末
に

解
説
論
文
が
併
収
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
い
は
こ
れ
は

―

に
固
有
の
事
情
と
言
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な

“V
oraus-E

dition”

い
が

『
註
解
』
の
構
成
は
標
準
的
な
そ
れ
か
ら
些
か
逸
脱
し
て

―

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ヘ
ル
マ
ン
・
ク
リ
ン
グ
ス
の
手
に
な
る
こ
の
論
考

そ
れ
は

―

「
生
成
と
物
質

」
と
題
さ
れ
て
い
る

は

（

)
G

enesis
und

M
aterie

―

意
図
的
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
結
果
的
に
単
な
る
解
説
の
域

を
超
え
て
『
註
解
』
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
を
提
示
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
れ
以
後
『
註
解
』
の
解
釈
者
は
、
た
と
え

ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
を
最
終
的
に
は
却
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、

無制約者と知的直観（一）／36



彼
が
こ
の
論
考
で
提
起
し
た
諸
論
点
に
配
慮
し
つ
つ
自
身
の
見
解
を

述
べ
る
習
わ
し
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
勘

（
二
）

案
す
る
な
ら
ば
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
論
考
は
『
註
解
』
理
解
の
枠
組
み

の
一
つ
を
き
わ
め
て
早
い
時
期
に
、
し
か
も
非
常
に
完
成
度
の
高
い

レ
ベ
ル
で
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
改
め
て
ク
リ
ン
グ
ス
の
論
考
に
立
ち
返
り
子
細

に
内
容
を
検
討
し
て
み
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
そ
の
主
張
自
体
は
旗

幟
鮮
明
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
裏
腹
に

あ
る
い
は
そ
う

―

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

論
拠
に
関
し
て
根
本
的
な
脆
弱
性
を
抱
え

―

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
彼
の
提
示
す
る
枠
組
み
を
基
本

的
に
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
批
判
的
に

対
峙
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
論
考
が
孕
む
問
題

点
が
明
確
に
把
捉
さ
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言

い
き
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
批
判
の
鉾
先
が
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
に
お

い
て
わ
れ
わ
れ
が
難
点
と
考
え
る
次
元
に
ま
で
届
い
て
い
た
と
い
う

よ
う
に
も
私
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
私
は
ク
リ
ン
グ
ス
に
よ
る
『
註
解
』
解
釈
の
再
検
討

を
企
て
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
動
機
の
一
端
は
こ

こ
に
あ
る
。
だ
が
動
機
は
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
意
図
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
の
検
討
を
通
じ
て
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
が
い
わ
ば
お
の

ず
か
ら
自
己
の
見
解
を
否
定
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
対
立
す
る
と
見
な

さ
れ
て
い
る
別
の
解
釈
と
の
接
合
点
を
自
ら
の
内
部
か
ら
生
み
出
し

て
い
き
、
そ
の
よ
う
に
し
て
全
く
新
し
い
眺
望
が
切
り
開
か
れ
て
い

く
様
子
を
目
撃
す
る
こ
と
、
い
わ
ば
そ
の
止
揚

に
他
な

(
)

aufheben

、
、

ら
な
い
。
こ
の
止
揚
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
初
期
思
想
は
い
か
な

る
相
貌
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ま
ず
は
ク
リ
ン
グ
ス
の
主
張
の
基
本

線
を
再
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
『
註
解
』
解
釈

『
註
解
』
初
刊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
著
者
が
一
見

素
知
ら
ぬ
風
を
装
っ
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
論

考
は
あ
た
か
も
最
初
の
『
註
解
』
解
釈
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
る
。
し
か
し
内
容
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
先
行
す
る
解
釈
が
意

識
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
の
論
考
は
、

37／無制約者と知的直観（一）
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他
な
ら
ぬ
こ
の
先
行
解
釈
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
も
見
な
し
う
る

の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
彼
の
論
考
の
主
旨
は
こ
の
先
行
解
釈
を

参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
確
に
捉
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ

る
。

D
er

W
eg

des
spe-

一
九
八
六
年
の
論
文
「
思
弁
的
観
念
論
の
道
（

」
の
な
か
で
一
節
を
割
い
て
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・

kulativen
Idealism

us

）（
三
）

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
研
究
史
上
初
め
て
『
註
解
』
の
具
体
的

内
容
に
言
及
す
る
と
と
も
に

『
註
解
』
に
つ
い
て
の
自
ら
の
理
解

、

“S
chel-

を
披
瀝
し
た

そ
の
節
は

彼
の
主
張
を
集
約
す
る
よ
う
に

。

、

と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

lings
kantianisierende

Platondeutung”

に
よ
っ
て
一
体
い
か
な
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ

は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
テ
キ
ス

［
＝
プ
ラ
ト
ン
註
解
］

ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
解
の
た
め
に
『
ピ
レ
ボ

ス
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る

存
在
者
の
種
類
に
関
す

（

）

23c
ff

る
教
説

が
ふ
ん
だ
ん

（

）

die
L

ehre
von

den
A

rten
des

S
eiendes

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
説
の
解
釈
に
シ
ェ
リ

ン
グ
の
註
解
は
そ
の
哲
学
的
中
心
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈

は
全
く
も
っ
て
カ
ン
ト
の
理
論
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
意
図
は
以
下
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま

[

…]

り
、
プ
ラ
ト
ン
は
世
界
の
起
源
と
永
遠
の
イ
デ
ア
と
に
関
す
る

語
り
と
い
う
装
い
の
も
と
で
、
自
ら
の
も
と
に
世
界
に
お
け
る

あ
ら
ゆ
る
現
実
存
在
を
包
摂
し
う
る
と
と
も
に
自
ら
の
場
所
と

起
源
と
を
悟
性
な
い
し
は
表
象
能
力
の
統
一
に
有
す
る
、
そ
の

よ
う
な
諸
概
念
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
構
想
を
展
開
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
四
）

周
知
の
よ
う
に

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て
は
デ
ミ
ウ
ル
ゴ

、

ス
に
よ
る
世
界
創
造
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
デ
ミ
ウ

ル
ゴ
ス
は
与
え
ら
れ
た
素
材
を
前
に
し
て
、
イ
デ
ア
の
世
界
を
眺
め

つ
つ
可
能
な
限
り
そ
れ
に
似
せ
て
こ
の
素
材
を
加
工
し
、
世
界
を
構

築
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る

『
註
解
』
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ

。

れ
を
カ
ン
ト
的
に
解
釈
す
る
。
つ
ま
り

こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に

―

、
、
、
、
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
与
え
ら
れ
た
直
観
の
多
様

―に
純
粋
悟
性
概
念

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

現
象
界
が
成
立
す
る
と
い
う
基
本
構
想
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ

リ
ン
グ
は
『
註
解
』
に
お
い
て
こ
の
モ
デ
ル
を
用
い
て
『
テ
ィ
マ
イ
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オ
ス

に
お
け
る
世
界
創
造
論
を
解
釈
す
る

言
い
換
え
る
と

テ

』

。

、『

ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
構
成
主
義

的
認
識
論
と
基
本
的
な
構
想
お
よ
び
構
造
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
、

と
見
な
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
る
世
界
創
造
の
物
語
を
カ
ン
ト

、

『

』

的
に
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て

さ
ら
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は

ピ
レ
ボ
ス

に
お
け
る
「
存
在
者
の
種
類
に
関
す
る
教
説
」
を
介
在
さ
せ
る
。
つ

無
限

限

ま
り

ピ
レ
ボ
ス

に
お
い
て
ア
ペ
イ
ロ
ン

ペ
ラ
ス

、『

』

、

（

）

（

度

（
こ
れ
ら
二
つ
か
ら
混
合
さ
れ
、
生
成
さ
せ
ら
れ
た
存

）
、
コ
イ
ノ
ン

、
ア
イ
テ
ィ
ア

が
、
存

在

（
こ
の
混
合
と
生
成
の
原
因
と
な
る
も
の
）

）
在
者
の
四
つ
の
種
類

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

（
類
、
種
族
）

ら
が
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
世
界
創
造
に
お
け
る
四
つ
の
主
要
契
機
に
順

に
割
り
振
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ラ
ス
は
形
式
と
し
て

の
イ
デ
ア
に
、
ア
ペ
イ
ロ
ン
は
形
式
を
受
け
取
る
素
材
に
、
コ
イ
ノ

ン
は
両
者
の
結
合
に
よ
っ
て
生
ず
る
世
界
に
、
そ
し
て
ア
イ
テ
ィ
ア

は
世
界
構
築
者
と
し
て
の
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
と
き
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
れ
ら
の
存
在
者
の
四
つ
の
種
類

に
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
い
う
資
格
を
与
え
る
。

（
純
粋
悟
性
概
念
）

、
、
、
、
、

プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
れ
ら
の
も
と
で
世
界
が
表
象
さ
れ
る
主
観

的
な
諸
形
式
以
外
の
如
何
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
な

、
、

い
と
い
う
こ
と
、
彼
は
ペ
ラ
ス
と
ア
ペ
イ
ロ
ン
の
も
と
で
単
な

る
形
式
的
な
世
界
概
念
以
外
の
何
も
の
を
も
、
そ
し
て
ア
イ
テ

、
、

ィ
ア
の
も
と
で
、
そ
の
も
と
で
コ
イ
ノ
ン
に
お
け
る
こ
れ
ら
両

者
の
結
合
が
彼
の
哲
学
に
従
っ
て
客
観
的
に
考
え
ら
れ
な
け
れ

、
、
、
、

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
悟
性
概
念
以
外
の
何
も
の
も
理
解
し
て
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
と
ら
れ
る
。

（
五
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
の

主
要
契
機
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
資
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ

れ
ら
が
次
の
よ
う
な
身
分
を
持
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
「
経
験
か
ら
独
立
に

原
理
と
し

、（
超
越
論
的
な
）

て
、
可
視
的
世
界
の
現
存
の
根
底
に
存
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
な
し

に
は
時
空
の
う
ち
に
現
存
す
る
事
物
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な

い

、
そ
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
プ
ラ
ト
ン
の

」（
六
）

イ
デ
ア
論
解
釈
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
デ
ア
を
何

ら
か
の
形
而
上
学
的
実
体
と
解
す
る
伝
統
的
解
釈
に
対
し
て
、
イ
デ

ア
を
世
界
そ
の
も
の
の
可
能
性
の
論
理
的
制
約
と
解
す
る
と
い
う
別
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。

『

』

の
選
択
肢
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

し
か
し

純
粋
理
性
批
判

（
七
）

と
の
関
係
で
見
る
と
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
よ
り
根
源
的
で
普
遍
的
な
次

元
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
看
過
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

つ
ま
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
数
が
四
つ
に
ま
で
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
悟
性
の
領
域
の
み
な
ら
ず
直
観
の

領
域
ま
で
も
包
括
す
る
場
面
で
、
言
い
換
え
る
と
表
象
能
力
一
般
の

、
、
、
、
、
、
、

根
源
的
形
式
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

こ
う
し
て

純
粋
理
性
批
判

が
提
示
す
る
モ
デ
ル
に
基
い
て

テ

『

』

『

ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
が
一
種
の
超
越
論
的
哲
学
と
し
て
解

釈
さ
れ
、
な
お
か
つ
そ
こ
へ
『
ピ
レ
ボ
ス
』
の
「
存
在
者
の
種
類
」

が
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
カ
ン
ト
の
認
識
論

は
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
つ
つ
、
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
創
造

論
の
上
に
重
ね
ら
れ
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
哲
学
の
背
後
に
い
わ
ば
原、

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
主
題
と
し
う
る
次
元
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

、
、
、
、
、

の
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
主
題
化

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
自
身
の
言
い
方
で
は

―

『
ピ
レ
ボ
ス
』
に
お
け
る
「
存
在
者
の
種
類
に
関
す
る
教
説
」
の
カ

、

『

』

「

」

。

ン
ト
的
解
釈

に

彼
は

註
解

の

哲
学
的
中
心

を
見
る

―

つ
ま
り
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
主
題
と
さ
れ
な
い
原
カ
テ

―

ゴ
リ
ー
の
主
題
化
は
い
わ
ば
否
応
な
し
に
カ
ン
ト
か
ら
の
逸
脱

「

」

、

ず
れ

を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
が

(
)

eine
V

erschiebung

―

ま
さ
に
こ
の
逸
脱
に
『
註
解
』
の
哲
学
的
意
義
が
見
て
取
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
け
る
「
ず
れ
」
な
の
だ
ろ
う

か
。

シ
ェ
リ
ン
グ
が
カ
ン
ト
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
『
ピ
レ
ボ
ス
』

の
ゲ
ネ
ー
の
う
ち
に
再
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
し
か
し

カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
組
織
の
う
ち
へ
同
時
に
或
る
ず
れ

を
も
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
ペ
ラ
ス
は
普
遍
的
な
統
一
形
式

で
あ
り
、
こ
れ
に
ア
ペ
イ
ロ
ン
が
未
規
定
的
な
多
様
と
し
て
対

応
す
る

。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
カ
ン
ト
自
身
の
場
合
と

［
…
］

は
全
く
異
な
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
イ
ン

ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
は
、
そ
れ
自
身
が
二

die
antithetische

つ
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
相
互
の
反
立
的
関
係
（

と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
よ
う
な
根
本
対
立
の
媒
介
関

R
elation

）

係
と
解
さ
れ
る
。

（
八
）
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原
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
主
題
化
は
同
時
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
再
編
を
伴

わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
は
「
そ
れ

自
身
が
二
つ
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
相
互
の
反
立
的
関
係
と
し
て
考
え

」

。

ら
れ
う
る
よ
う
な
根
本
対
立
の
媒
介
関
係

と
し
て
再
定
義
さ
れ
る

こ
れ
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
言
う
「
ず
れ
」
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も

こ
の
構
造
が
実
際
に
「
カ
ン
ト
自
身
の
場
合
と
は
全
く
異
な
」
る
か

否
か
、
ま
た
仮
に
異
な
る
と
し
て
そ
の
差
異
が
ど
れ
程
の
も
の
か
と

い
う
点
に
関
し
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
同
じ
こ
と
は

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
よ
る
影
響
の
有
無
に
関
し
て
も
言
え
る
。
し
か
し

（
九
）

こ
こ
で
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
直
後
に
こ
の
「
ず
れ
」
を
さ
ら
に
「
プ
ラ

ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論

の
改
造
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ

（
一
〇
）

の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
上
記
二
つ
の
契
機
の
関
与

の
有
る
無
し
に
関
わ
ら
ず

こ
の
構
造
が
顕
在
化
し
て
く
る
際
に

プ

、

「

ラ
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
」
に
よ
る
強
制
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
よ
う
に
「
カ
ン
ト
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
論
の
改
造
」
が
「
プ
ラ
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
強
い

“kantianisierende

ら
れ
た

の
だ
と
す
る
と

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
云
う

」

、

は
一
方
的
な
「
カ
ン
ト
化
」
で
は
な
く
、
反
対
に

Platondeutung”

カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
が
プ
ラ
ト
ン
化
さ
れ
る
側
面
、
つ
ま
り

と
で
も
称
し
う
る
一
面
を
背
後
に

“platonisierende
K

antdeutung”

蔵
し
て
い
る
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
一
一
）

さ
ら
に
ま
た
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
ら
が
カ
ン
ト
的

に
悟
性
概
念
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
以
上

「
自
ら
の
場
所
と
起

、

、
、

源
と
を
悟
性
な
い
し
は
表
象
能
力
の
統
一
に
有
す
る
」
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
た
ん
に
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
に

す
ぎ
ず
、
そ
の
具
体
的
内
実
、
た
と
え
ば
表
象
能
力
の
統
一
と
呼
ば

れ
る
も
の
と
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
内
面
的
関
係
が
説
明
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て

、

既
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

『
註
解
』
に
お
い
て
も
原
カ
テ
ゴ
リ

、

ー
は
何
ら
か
の
原
理
に
基
づ
い
て
組
織
的
に
導
出
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
実
際
『
註
解
』
に
は
未
だ
一
つ
の
原
理
に
基
く
体
系
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
の
哲
学
と
い
う
構
想
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
登
場
は
『
哲
学
一
般

、
、
、
、
、

の
形
式
の
可
能
性
に
つ
い
て

を
待
た

』
（
以
下
『
形
式
論
』
と
略
記
）

ね
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
原
カ
テ
ゴ
リ

ー
へ
の
遡
源
が
試
み
ら
れ
、
な
お
か
つ
そ
の
う
ち
に
一
つ
の
根
本
構

造
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
唯
一
原
理
に
基
く
知
の
体
系
と
い
う
構
想

ま
で
は
あ
と
一
歩
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
眺
め
て
み
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る
と
、
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
展
開
の
う
ち
に
占
め
る
『
註
解
』

の
位
置
が
特
定
さ
れ
て
く
る
。

［
＝
プ
ラ
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
カ

こ
の
改
造

の
う
ち
に
は
し
か
し
、
次
の
た

ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
改
造
］

め
の
前
提
も
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
シ
ェ
リ
ン
グ

が
、
時
を
経
ず
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
が
現
れ
た
と
き
、
そ

の
う
ち
に
自
身
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
カ
テ

ゴ
リ
ー
論
の
雛
形

を
再
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

(
)

M
uster

が
全
く
新
し
い
基
礎
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
一
二
）

『
註
解
』
執
筆
の
直
後
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
の
概
念
に
つ
い

て

が
出
版
さ
れ
る
。
そ
こ
に

』
（
以
下
『
知
識
学
の
概
念
』
と
略
記
）

（
一
三
）

は
絶
対
的
自
我
の
自
己
措
定
と
い
う
唯
一
の
原
理
に
基
く
知
の
体
系

と
い
う
新
構
想
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
シ
ェ
リ
ン

グ
は
『
形
式
論
』
を
書
き
上
げ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
シ
ェ
リ
ン

『

』

グ
は
自
ら
の
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と
類
似
の
試
み
を

知
識
学
の
概
念

の
う
ち
に
「
再
認
」
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
絶
対
的
自

我
と
い
う
「
全
く
新
し
い
基
礎
の
上
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
」
の
を

見
出
し
た
の
で
あ
る

『
形
式
論
』
に
お
い
て
は

『
註
解
』
の
原
カ

。

、

テ
ゴ
リ
ー
の
根
本
構
造
が
自
己
自
身
を
措
定
す
る
絶
対
的
自
我
と
の

関
係
に
お
い
て
把
握
し
直
さ
れ
る
。
そ
の
際
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
た
し

か
に
一
方
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
洞
察
と
の
整
合
性
を
最
大
限
保
つ
よ
う

に
努
め
て
は
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
『
註
解
』
の
原
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
ま
で
も
手
放
す
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て

（
一
四
）

『
形
式
論
』
に
お
け
る
知
の
原
形
式
の
探
求
は
『
註
解
』
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
つ
ま
り
『
知
識
学
の
概
念
』
を
介
し

な
が
ら
も
両
者
は
連
続
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
『
註
解
』
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
原
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
構
造
は
『
註
解
』
で
は
カ
ン
ト
的
な
、
そ
し
て
『
形
式

論
』
で
は
カ
ン
ト
＝
フ
ィ
ヒ
テ
的
と
で
も
言
う
べ
き
認
識
主
観
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
、

こ
の
構
造
そ
の
も
の
は
こ
の
種
の
認
識
主
観
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い

「
魂
の
、
そ
れ
ゆ
え
主
観
性
の
統
一
を
先
行
す
る
客

。

、

」

『

』

観
的
な
観
念
性
か
ら
理
解
す
る

と
い
う
次
元
が

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

、
、
、

（
一
五
）

に
は
あ
り
、
こ
の
次
元
を
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
解
釈
は
さ
し
あ
た
っ
て

カ
ン
ト
的
主
観
の
統
一
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
」
と
彼
は
語
っ
て
い

（
一
六
）
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る
。
こ
の
言
い
回
し
が
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構

造
が
カ
ン
ト
的
な
認
識
主
観
へ
の
拘
束
か
ら
解
き
放
た
れ
て
客
観
化

し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
『
註
解
』
を
著
し
く
包
括
的
で
長
期
的
な
展
望

の
う
ち
に
眺
め
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
要
す
る
に
、
彼
は
『
註
解
』
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
論
の
う
ち
に

ザ
ン
ト
カ
ウ
レ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば

―

の
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
精
緻
に
仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

―る
「
理
性
概
念
の
弁
証
法

」
の

（D
ialektik

von
V

ernunftbegriffen

）（
一
七
）

萌
芽
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

“kantianisierende

以
上
を
総
括
す
る
と
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
云
う

の
核
心
を
構
成
し
て
い
る
の
は
以
下
の
四
点
で
あ

Platondeutung”

る
。
第
一
に

『
註
解
』
の
哲
学
的
中
心
を
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
主
題

、

、
、
、

、

『

』

「

」

化
に

言
い
換
え
る
と

ピ
レ
ボ
ス

に
お
け
る

存
在
者
の
種
類

の
カ
ン
ト
的
解
釈
に
見
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
こ
に
持
ち
込
ま
れ
る

、
、
、

「
ず
れ
」
と
し
て
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
改
造

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に

『
註
解
』
の
主
題
を
、
そ
の
直
後

、

、
、
、

に
成
立
し
た
『
形
式
論
』
と
同
一
の
問
題
圏
に
属
す
る
も
の
と
解
す

る
こ
と
、
第
四
に

『
註
解
』
を
ヘ
ー
ゲ
ル
を
終
着
地
と
す
る
「
思

、

、
、
、

弁
的
観
念
論
の
道
」
の
起
点
の
一
つ
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
一
八
）

さ
て
、
こ
れ
ら
の
四
点
を
踏
ま
え
て
ク
リ
ン
グ
ス
の
論
考
の
内
容

を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

「
生
成
と
物
質

（
一
）

」

ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
の
基
本
方
針

―

ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
を
意
識
し
て
い
る
ば

か
り
か
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い

“kantiani-

る
こ
と
は
、
ク
リ
ン
グ
ス
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
用
い
て
い
る

と
い
う
語
を
引
用
し
つ
つ
、
彼
の
解
釈
に
対
す
る
異
論
を
述

sieren”

べ
て
い
る
点
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

一
瞥
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
シ
ェ
リ
ン
グ
が
プ

als
ob

Schelling
ラ
ト
ン
を
カ
ン
ト
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
（

見
え
る
。[

…]
P

laton
kantianisiere

）

し
か
し
カ
ン
ト
的
な
諸
概
念
と
諸
用
語
の
あ
か
ら
さ
ま
な
使
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用
に
、
そ
し
て
超
越
論
的
哲
学
的
な
諸
構
想
の
助
け
を
借
り
た

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
解
釈
に
、
カ
ン
ト
の
概
念
論
を
プ
ラ

ト
ン
化
す
る

と

（

）

die
kantische

B
egriffslehre

zu
platonisieren

い
う
少
な
か
ら
ず
強
力
な
傾
向
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
よ
り
詳
し
く
見
る
と
示
さ
れ
る
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
そ

の
逆
よ
り
も
よ
り
強
く
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
で
批
判
的
な
端
緒

を
プ
ラ
ト
ン
的
な
思
考
連
関
の
方
へ
と
曲
げ
て
い

（

）

A
nsatz

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
一
九
）

ま
ず
は
最
初
の
二
文
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
主
張
の
要
約
で
あ
る
こ
と

、
、
、
、
、

に
注
意
し
よ
う
。
つ
ま
り

「
カ
ン
ト
的
な
諸
概
念
と
諸
用
語
の
あ

、

か
ら
さ
ま
な
使
用
」
お
よ
び
「
超
越
論
的
哲
学
的
な
諸
構
想
の
助
け

を
借
り
た
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
解
釈
」
の
た
め
に
『
註
解
』
に

お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
プ
ラ
ト
ン
が
「
カ
ン
ト
化
」
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
一
瞥
し
た
限
り
に
お
い
て
」
に
す
ぎ
な

い
。
と
い
う
の
も
「
プ
ラ
ト
ン
の
カ
ン
ト
化
」
に
「
カ
ン
ト
の
概
念

論

「
を
プ
ラ
ト
ン
化
す
る
と
い
う
少
な

」（
す
な
わ
ち
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
）

か
ら
ず
強
力
な
傾
向
」
が
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で

、
、
、
、

が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
主
張
の
要
約
で
あ
る
。
し
か
し

と
ク
リ
ン
グ

―

ス
は
言
う

「
よ
り
詳
し
く
」
見
れ
ば
「
そ
の
逆
よ
り
も
よ
り
強

―

く
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
で
批
判
的
な
端
緒
を
プ
ラ
ト
ン
的
な
思
考

連
関
の
方
へ
と
曲
げ
て
い
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
、
と
。

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
同
様
、
ク
リ
ン
グ
ス
も
「
カ
ン
ト
化
」
と
「
プ
ラ
ト

ン
化
」
の
双
方
向
的
な
影
響
関
係
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
に
お
い
て
は
喩
え
る
な
ら
ば
、
向
き
は
逆
で
あ
る
け
れ
ど
も
量

は
等
し
い
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
対
立
関
係
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
ク
リ
ン
グ
ス
に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ン
化
の
ベ
ク
ト
ル
は

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
そ
れ
と
方
向
を
等
し
く
す
る
も
の
の
、
量
に
関
し
て

は
修
正
が
施
さ
れ
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
云
う
プ
ラ
ト
ン
化
を
凌
駕
し
て

い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
引
用
の
直
後
に
「
純
粋
な
諸

形
式
の
場
所
が
根
源
的
に
は
人
間
の
で
は
な
く
神
の
悟
性
で
あ
る
」

（
二
〇
）

と
い
う
解
釈

こ
の
よ
う
な
「
客
観
的
観
念
性
」
の
契
機
で
あ
れ

―

ば
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
も
指
摘
し
て
い
た

が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
紛
ら
わ

―

し
い
が
、
ク
リ
ン
グ
ス
固
有
の
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
さ
ら

に
後
の
箇
所
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
が
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
論
文
に
お
い
て
カ
ン
ト
哲
学
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と
全
く
異
な
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
以
下
に
お

い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
概
念
と
直
観
と
の
関

係
と
い
う
カ
ン
ト
的
問
題
が
そ
こ
で
は
何
の
役
割
も
演
じ
て
い

な
い
が
、
な
る
ほ
ど
純
粋
形
式
と
質
料

、
な
ら
び
に

（M
aterie

）

悟
性
と
魂
と
の
関
係
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
的
な
諸
々
の
問
い

こ
れ
ら
の
問
い
は
逆
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は

―い
か
な
る
役
割
も
演
じ
て
い
な
い

は
そ
う
で
あ
る
、
と
い

―

う
こ
と
で
あ
る
。
エ
イ
ド
ス
が
理
性
に
帰
属
す
る
純
粋
形
式
で

あ
る
な
ら
ば
、

何
に
よ
っ
て
形
式
は
受
容
さ
れ
る
の
か
。

―

、

い
か
に
し
て
純
粋
形
式

に
対
立
す
る
原
理
で
あ
り

（

）

イ
デ
ア

こ
れ
に
と
も
な
っ
て
い
か
な
る
認
識
可
能
性
か
ら
も
逃
れ
去
る

よ
う
に
見
え
る
「
受
容
者

は
そ
も
そ
も
概

」（
ヒ
ュ
ポ
ド
ケ
ー
）

念
把
握
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
問
い
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
問
い
を
追
求
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
文

献
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
プ
ラ
ト
ン
解
釈
と
い
う
形
態
に
お
い

て
で
も
な
く
、
あ
る
種
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
哲
学
的
思
索
に
お
い

て
で
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
受
容
す
る
ピ
ュ
シ
ス
に
関
す
る
プ

ラ
ト
ン
の
問
い
を
「
物
質

」
に
関
す
る
彼
自
身
の
問

（M
aterie

）

い
へ
と
変
形
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
い
を
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
不
可
能
な
問
い
と
見
な
し

た
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
類
似
の
媒
介

問
題
、
つ
ま
り
純
粋
直
観
と
純
粋
悟
性
概
念
の
媒
介
問
題
が
見

出
さ
れ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
図
式
論

の
章
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
背
景
に
あ
る
の
は
シ
ェ

リ
ン
グ
に
と
っ
て
は

自
然
哲

（
超
越
論
的
に
根
拠
づ
け
可
能
な
）

学
の
問
題
で
あ
っ
て
、
理
論
理
性
の
批
判
の
問
題
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
語
や
言
葉
の
使
用
に
よ
っ
て
騙
さ
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
シ
ェ
リ
ン
グ
が
カ
ン
ト
的
な
概
念
や
用

語
を
用
い
て
い
る
と
し
て
も
、
思
惟
に
と
っ
て
の
課
題
は
カ
ン

ト
の
理
性
批
判
の
そ
れ
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』
の
そ
れ
、
つ
ま
り
い
か
に
し
て
「
理
性
に
よ
っ
て
生
み

だ
さ
れ
る
も
の
」
が
「
必
然
性
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
」
に

関
係
す
る
か
、
な
の
で
あ
る
。
イ
デ
ア
と
「
質
料

」

（M
aterie

）

の
関
係
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
二
一
）

『
註
解
』
に
お
い
て
は

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
が

、



無制約者と知的直観（一）／46

カ
ン
ト
的
に
解
釈
さ
れ
る

。
こ
れ
に
よ

（
＝
プ
ラ
ト
ン
の
カ
ン
ト
化
）

っ
て
一
種
の
超
越
論
的
哲
学
が
構
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
超
越

論
的
哲
学
は
逆
に
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン

ト
哲
学
か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
を
え
な
い

。

（
＝
カ
ン
ト
の
プ
ラ
ト
ン
化
）

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
と
ク
リ
ン
グ
ス
の
歩
む
道
は
こ
こ
ま
で
は
同
一
で

―あ
る
。
さ
て
こ
の
逸
脱
が
生
ず
る
場
面
を
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
、
二
つ
の

、
、
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
間
に
、
す
な
わ
ち
「
存
在
者
の
種
類
に
関
す
る
教

、
、
、
、
、
、
、
、

説

と
「
カ
ン
ト
の
概
念
論
」
と
の
間
に
設
定
し

」
（

ピ
レ
ボ
ス

）

『

』

て
い
た
。
つ
ま
り
、
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
主
題
化
さ
れ
る
に
と
も
な
い

「
カ
ン
ト
の
概
念
論
」
が
「
存
在
者
の
種
類
に
関
す
る
教
説
」
の
影

、

。

響
を
被
っ
て
プ
ラ
ト
ン
化
す
る

と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
れ
に
対
し
て
ク
リ
ン
グ
ス
は
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
逸
脱
が
生
ず
る

場
面
を
二
つ
の
媒
介
問
題
の
間
に
、
す
な
わ
ち
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
お
け
る
「
純
粋
形
式
と
質
料

」
の
媒
介
問
題
と
『
純

（M
aterie

）

粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
純
粋
悟
性
概
念
と
純
粋
直
観
」
の
媒
介

問
題
の
間
に
設
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
純
粋
悟
性
概
念
と
純

粋
直
観
」
の
媒
介
問
題
が
「
純
粋
形
式
と
質
料

」
の
そ

（M
aterie

）

れ
の
影
響
を
被
っ
て
プ
ラ
ト
ン
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
に
お
け
る
原
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
相
当
す
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
と
っ
て
の
未
知
な
る
主
題

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
と
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
向
け
て

カ
ン
ト
哲
学
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
方
へ
と
ず
ら
さ
れ
て
い
く
の
か
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
認
識
の
素
材
と
さ
れ
る
の
は
直
観

の
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
イ
デ

、

（
二
二
）

ア
を
受
け
取
る
素
材
に
対
応
す
る
の
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け

る
直
観
の
多
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が

直
観
の
多
様
が
受
け
取
ら
れ
る
の
は
直
観
の
形
式
を
介
し
て
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
い
か
な
る
素
材
で
あ
れ
、
こ
の
形
式
を
介
す
る

こ
と
な
し
に
は
わ
れ
わ
れ
に
は
与
え
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
直
観
の
多
様
が
認
識

、

の
素
材
と
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
既
に
形
式
と
の
関
係
の
う
ち

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
観
の
多
様
か
ら
本

、
、
、

来
の
素
材
に
あ
た
る
部
分
を
除
去
す
る
な
ら
ば
、
後
に
残
る
の
は
直

観
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
直
観
の
形
式
が
引
用

に
お
い
て
は
「
純
粋
直
観
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
純
粋

悟
性
概
念
と
純
粋
直
観
」
の
媒
介
問
題
と
は
、
異
種
的
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
二
つ
の
形
式
、
つ
ま
り
感
性
と
悟
性
の
形
式
の
間
の
媒
介
問

、
、

題
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
イ
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デ
ア
を
受
け
取
る
素
材
は
い
か
な
る
形
式
も
も
た
な
い
も
の

つ
―

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
り
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
感
性
の
形
式
も
悟
性
の
形
式
も
も
た
な

い
も
の
、
要
す
る
に
知
覚
も
概
念
的
認
識
も
さ
れ
な
い
も
の

と
―

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
素
材
と
は
イ
デ
ア
か
ら
た
ん
に
種

的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ア
と
は
異
な
る
別
種
の
形

式
で
は
な
く
、
イ
デ
ア
に
原
理
的
に
対
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
素
材
に
よ
る
「
純
粋
形
式
」
の

「
受
容
」
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
世
界
の
生
起
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え

な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
二
種
類
の
媒
介
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ

つ
つ
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
を
背
景
と
し
て
『
純
粋
理

性
批
判
』
が
眺
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
哲
学
の
背
後
に
、
カ
ン

ト
的
に
言
え
ば
感
性
の
形
式
へ
と
入
り
こ
む
以
前
の
直
観
の
多
様
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

主
題
と
し
う
る
次
元
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
感
性
論
の
さ
ら
に
手
前
へ
と
ず
ら

さ
れ
て
プ
ラ
ト
ン
化

い
わ
ば
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
化

す
る

―

―

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
的
に
改
造
さ
れ
て
成
立
す
る
一
種
の
超
越
論
的
哲
学
は
、

事
物
を
感
覚
さ
れ
る
手
前
で
把
捉
し
、
こ
れ
が
形
式
を
受
容
し
て
可

感
的
な
も
の
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も

「
ヒ
ュ
レ
ー
的
世
界
が
そ
の
形
式
の
面
か
ら

、

諸
イ
デ
ア
の
模
像
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
き
、
こ
の
種
の
前
生
成

的

プ
ロ
セ
ス
が
イ
デ
ア
と
物
質
の
媒
介
と
し
て
前

（

）

prägenetisch

提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

（
二
三
）

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は

理
性
の
自
己
省
察

（
感
性
を
含
む
広
義
の
）

、
、

『

』

『

』

と
い
う

純
粋
理
性
批
判

の
立
場
そ
の
も
の
が

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

、
、
、
、

、

。

へ
向
け
て
乗
り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

と
い
う
の
も
、
問
題
は
「
い
か
に
し
て
純
粋
形
式

に
対

（
イ
デ
ア
）

立
す
る
原
理
で
あ
り
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
い
か
な
る
認
識
可
能
性

か
ら
も
逃
れ
去
る
よ
う
に
見
え
る
「
受
容
者

は

」（
ヒ
ュ
ポ
ド
ケ
ー
）

そ
も
そ
も
概
念
把
握
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
、
要
す
る
に
カ
ン

ト
的
に
言
え
ば
、
感
性
的
に
も
悟
性
的
に
も
認
識
不
可
能
な
も
の
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

認
識
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
超
越
論
的
哲
学
は
い
ず
れ
ま
も
な
く
カ
ン
ト
が
不
可
能
と
み

、『

』

な
し
た
問
い
を
自
ら
の
問
い
と
し
て
引
き
受
け

純
粋
理
性
批
判

に
と
っ
て
は
未
知
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い

え

ク
リ
ン
グ
ス
は
主
張
す
る
の
だ
が

い
か
な
る
意
味
に
お

―

―

い
て
も
未
知
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
彼
に
よ
る
と
、
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問
題
の
次
元
を
世
界
生
成
以
前
の
自
然
に
見
定
め
て
そ
の
中
心
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
物
質
の
構
成
」
を
据
え
る
と
き
、
こ
の
超
越
論
的
哲
学
、
す
な
わ

ち
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に

範
を
仰
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「

」

シ
ェ
リ
ン
グ
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て

世
界
の
生
成
以
前
の

自
然
に
関
す
る
問
題
設
定
へ
と
導
か
れ
る
。
こ
の
問
題
設
定
は

前
生
成
的
次
元
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
こ
こ
で

「

」

問
わ
れ
て
い
る
も
の
の
た
め
に
用
い
て
い
る

物
質
（

）

M
aterie

と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
ゆ
え
可
視
的
世
界
の
う
ち
に
現
れ
る
何

か
の
た
め
の
、
例
え
ば
素
材
と
な
る
実
体

あ
る

（
ヒ
ュ
レ
ー
）（

ス
ト

い
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
物
体
が
構
築
さ
れ
る
諸
元
素

の
た
め
の
概
念
で
は
な
い
。
物
質
は
諸
元
素
の
根

イ
ケ
イ
ア
）

底
に
存
し
、
可
視
的
世
界
の
生
成
を
可
能
に
す
る
も
の
の
た
め

の
、
そ
こ
に
お
い
て
可
視
的
世
界
が
原
像
の
像
と
し
て
生
起
す

る
「
場

の
た
め
の
概
念
な
の
で
あ
る
。

」（
コ
ー
ラ
）

し
か
し
、
こ
の
形
態
を
持
た
な
い
不
可
視
の
ピ
ュ
シ
ス

[

…]

と
は
何
「
で
あ
る
」
の
か
。

こ
の
問
題
設
定
は
も
は
や
自

―

（
例

然
学
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
イ
デ
ア
論

に
属
す
る
も
の
で
も

え
ば
自
然
の
「
イ
デ
ア
」
へ
の
問
い
と
し
て
）

な
い
。[

…]

こ
れ
は
原
自
然
学

の
問
題
設
定

（

）

P
roto-P

hysik

と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
可
視

的
自
然
の
根
底
に
存
す
る
不
可
視
の
根
源
的
自
然
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
物
質

へ
の
問
い
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
の
ち

（

）

P
roto-M

aterie

の
思
弁
的
自
然
学
の
中
心
的
問
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言

葉
で
言
え
ば
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が

カ
ン
ト
と
共
に

「
空
間
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
、

―

―

」

、

運
動
す
る
も
の

と
し
て
自
然
諸
科
学
の
対
象
と
な
る
以
前
に

transzendental-gene-

い
か
に
し
て

超
越
論
的
生
成
的
に

―

（

「
物
質
」
は
概
念
把
握
さ
れ
う
る
の
か
（
す
な
わ

tisch

）

―

）
。

「

」

ち
構
成
さ
れ
う
る
の
か

シ
ェ
リ
ン
グ
の

力
動
的
原
子
論

の
答
え
は
、
物
質
は
諸
力
の
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
四
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
ク
リ
ン
グ
ス
に
よ
っ
て
『
註
解
』
の
う

ち
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
立
場
そ
の
も
の
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

へ
向
け
て
の
超
出
が
見
て
取
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
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り

『
純
粋
理
性
批
判
』
が
広
義
の
理
性
の
自
己
省
察
と
し
て
理
性

、

、
、
、

的
な
も
の

理
性
的
認
識
の
網
の
目
の
中
に
入
っ
て
く
る
も
の

―

の
範
囲
を
自
己
の
活
動
領
域
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

―意
味
に
お
け
る
理
性
的
認
識
の
埒
外
に
逃
れ
去
る
も
の
ま
で
も
認
識

の
対
象
と
し
う
る
た
め
に
、
こ
の
超
越
論
的
哲
学
は
理
性
的
な
も
の

の
痕
跡
が
些
か
も
認
め
ら
れ
な
い
領
域
へ
、
理
性
の
外
部
へ
自
ら
を

、
、
、
、
、

乗
り
越
え
て
出
て
行
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意

味
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、

の

“G
enesis

und
M

aterie”

と
は
、
ク
リ
ン
グ
ス
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
内

“G
enesis”

の
諸
事
物
で
は
な
く
世
界
そ
の
も
の
の
生
起
の
謂
で
あ
る
の
は
よ
い

と
し
て
も
、
同
時
に
こ
れ
は
た
ん
な
る
思
惟
の
内
部
で
は
な
く
、
思

惟
の
外
部
に
お
け
る
現
実
世
界
の
生
起
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し

か
も
こ
の
意
味
に
お
け
る

が
問
わ
れ
る
こ
と
と
「
世
界

“G
enesis”

の

」
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
、
と
主

M
aterie

張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
そ
も

そ
も
ど
の
程
度
の
射
程
を
も
つ
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
掲
げ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
ク
リ
ン
グ
ス
が
ヘ

ン
リ
ッ
ヒ
が
最
後
に
指
摘
し
て
い
た
の
に
匹
敵
す
る
長
期
的
か
つ
包

括
的
な
視
野
の
う
ち
に
『
註
解
』
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
『
註
解
』
の
う
ち
に
「
思

弁
的
観
念
論
の
道
」
の
起
点
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ

こ
で
ク
リ
ン
グ
ス
は
同
じ
『
註
解
』
の
う
ち
に
「
思
弁
的
観
念
論
」

を
超
え
て
行
く
思
想
的
傾
向
を
、
言
い
換
え
る
と
、
主
と
し
て
後
期

シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
と
連
動
し
て
展
開
さ
れ

る
「
積
極
哲
学
」
へ
と
到
る
ル
ー
ト
の
起
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
二
五
）

最
後
に
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
の
要
点
を
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
と

。

、

の
対
応
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
整
理
し
て
お
こ
う

第
一
に

、
、
、

『
註
解
』
の
哲
学
的
核
心
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ

ス
』
的
改
造
に
、
言
い
換
え
る
と
没
形
式
的
素
材
に
よ
る
形
式
受
容

の
プ
ロ
セ
ス
の
主
題
化
に
見
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
没
形
式
的
素

、
、
、

材
の
主
題
化
に
と
も
な
っ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
依
っ
て
立
つ
立

場
、
理
性
的
認
識
の
立
場
そ
の
も
の
か
ら
の
超
出
が
指
摘
さ
れ
る
こ

と
、
第
三
に

『
註
解
』
の
主
題
を
一
七
九
七
年
以
後
に
現
れ
る
一

、

、
、
、

連
の
自
然
哲
学
的
著
作
と
同
一
の
問
題
圏
に
属
す
る
も
の
と
解
す
る

こ
と
、
第
四
に

『
註
解
』
を
「
積
極
哲
学
」
へ
と
到
る
思
惟
の
道

、

、
、
、



無制約者と知的直観（一）／50

の
起
点
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

三

「
生
成
と
物
質

（
二
）

」二
つ
の
プ
ラ
ト
ン
化
の
関
係

―

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
『
註
解
』
解
釈
に
対
し
て

ク
リ
ン
グ
ス
は
自
ら
の
『
註
解
』
解
釈
を
対
置
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
一
つ
の
『
註
解
』
の
う
ち
に
二
つ
の
異
な

る
プ
ラ
ト
ン
化

が
指
摘
さ
れ
た

（
カ
ン
ト
哲
学
の
プ
ラ
ト
ン
的
改
造
）

こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ

の
プ
ラ
ト
ン
化
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

『
註
解
』
の
プ
ラ
ト
ン
化
に
つ
い
て
ク
リ
ン
グ
ス
は
、
ヘ
ン
リ
ッ

ヒ
の
考
え
て
い
る
よ
り
も
一
層
程
度
が
激
し
い
と
主
張
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
二
つ
の
プ
ラ
ト
ン
化
に
お
い
て
、
一
方
で
は
原
カ
、
、

テ
ゴ
リ
ー
が
、
他
方
で
は
没
形
式
的
物
質
に
よ
る
形
式
受
容
の
プ
ロ

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

セ
ス
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
見
す
る
と
、
二
つ
の
プ

、
、

ラ
ト
ン
化
の
相
違
は
た
ん
な
る
程
度
の
差
で
は
な
く
、
質
的
な
差
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
想
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
の

は
、
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
質
は
二
つ
の
原
カ
テ

ゴ
リ
ー
間
の
「
反
立
的
関
係
」
の
媒
介
構
造
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
二
つ
の
プ
ラ
ト
ン
化
は
両
者
と
も
に
反

、
、
、
、
、

立
的
関
係
に
あ
る
二
項
の
媒
介
と
い
う
こ
と
に
本
質
を
有
し
て
い

る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
両
者
の
た
ん
な
る
形
式
的
な
類
同

性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
二
つ
の
反
立
的
関
係
は
実
質
的
に
同
じ
も
の

で
あ
り
、
こ
の
唯
一
の
「
反
立
的
関
係
」
が
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ

ル
に
お
い
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
の
観
点
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
註
解
』

の
構
造
自
体
に
理
由
が
あ
る
。
つ
ま
り
『
註
解
』
に
お
い
て
は
『
テ

ィ
マ
イ
オ
ス

と

純
粋
理
性
批
判

の
間
に

ピ
レ
ボ
ス

の

存

』

『

』

『

』

「

在
者
の
種
類
に
関
す
る
教
説
」
が
介
在
さ
せ
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
介

在
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
の
諸
原
理
に
対
し
て
「
存

」

。

在
者
の
種
類

が
対
応
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る

こ
の
構
造
の
故
に

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
カ
ン
ト
的
解
釈
に
際
し

、

て
生
ず
る
プ
ラ
ト
ン
的
変
容
は
、
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
逸
脱
の
度
合

い
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
よ
り
浅
い
レ
ベ
ル

「
存

―

在
者
の
種
類
」

と
よ
り
深
い
レ
ベ
ル

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

―

―
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の
世
界
創
造
論
の
諸
原
理

と
い
う
二
段
階
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら

―

れ
る
。
い
ず
れ
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
か
に
応
じ
て

「
存
在
者

、

」

、

の
種
類

と
し
て
の
ア
ペ
イ
ロ
ン
と
ペ
ラ
ス
の
間
の
反
立
的
関
係
が

（

）

あ
る
い
は
世
界
創
造
論
の
原
理
と
し
て
の
没
形
式
的
物
質

受
容
者

と
形
式

の
間
の
反
立
的
関
係
が
主
題
と
見
な
さ
れ
る
の

（
イ
デ
ア
）

で
あ
る
。

こ
の
二
重
構
造
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
「
受
容
者
」
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、
知
覚
も
概
念
的
把
捉
も
さ

れ
な
い
も
の
と
い
う
性
格
を
保
持
し
て
い
る
の
は
「
受
容
者
」
以
外

に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
『
註
解
』
に
お
い
て
は
ア
ペ
イ

ロ
ン
も
ま
た
そ
う
し
た
性
格
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

。

「

」

「

」

い

し
か
し
そ
れ
は

受
容
者

と
の
対
応
関
係
の
故
に

受
容
者

的
性
格
を
分
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の

も

「
存
在
者
の
種
類
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
的
な
意
味

、
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
限
り
、
ア
ペ
イ
ロ

ン
は
実
在
性
の
形
式
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
あ
く
ま
で
も
そ
の
形

、
、
、
、

、

式
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
概
念
的
把
捉
を
許
す
も

、の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

無
論
ク
リ
ン
グ
ス
に
と
っ
て
も

『
註
解
』
に
お
け
る
『
テ
ィ
マ

、

イ
オ
ス
』
解
釈
の
基
本
方
針
は
そ
の
世
界
創
造
論
の
カ
ン
ト
的
解
釈

に
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら

「
受
容
者
」
も

す
な
わ
ち
「
イ

、

―

デ
ア
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
受
容
者
」
で
さ
え
も

文
字
通
り

―

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
で
は
な
い
が
や
は
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
、
言
い

、
、
、
、
、
、
、

換
え
る
と
世
界
生
成
の
た
め
の
超
越
論
的
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
「
受
容
者
」
は

「
イ
デ

、

ア
」
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
一
の
意
味
に
お
い
て
超
越
論
的
原
理
で

あ
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
即
し
て
理

解
す
る
限
り

「
受
容
者
」
と
は
あ
く
ま
で
も
形
式
一
般
の
根
源
的

、

原
理
で
あ
る
「
イ
デ
ア
」
に
原
理
的
に
対
立
す
る
も
の
、
つ
ま
り
質

料
一
般
の
根
源
的
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
こ
の
原
理
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
主
題
と
さ
れ

な
い
超
越
論
的
原
理
な
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
『
註
解
』
の
二
重
構
造
の
故
に
、
プ
ラ
ト
ン
化

の
レ
ベ
ル
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
ア
ペ
イ
ロ
ン
は
「
存
在
者
の
種
類
」

、

、

で
あ
る
こ
と
を
止
め
て

い
か
な
る
形
式
も
も
た
な
い
も
の
と
化
し

知
覚
や
概
念
的
認
識
の
手
の
届
か
な
い
場
所
へ
逃
れ
去
る
。
こ
れ
に

と
も
な
っ
て
反
立
的
関
係
も
た
ん
な
る
概
念
相
互
の
関
係
か
ら
、
概

念
の
内
と
外
を
跨
い
だ
関
係
に
変
貌
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
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す
る
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
或
る
意
味
で
量
的
な
差
異
が
質
的
な
差

異
を
生
む
よ
う
な
構
造
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
二
つ
の
プ
ラ
ト
ン
化
の
関
係
を
押
さ
え
て
み
る
と
、
ヘ
ン

リ
ッ
ヒ
の
『
註
解
』
解
釈
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
解
釈
を
対
置
さ
せ

た
際
に
、
ク
リ
ン
グ
ス
の
狙
い
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
が
判
然
と
し

て
く
る
。

そ
も
そ
も
ク
リ
ン
グ
ス
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
と
関
心
を
共
有
し
て
い
た

と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
二
人
と
も
、
若
き
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ

っ
て
カ
ン
ト
の

純
粋
理
性
批
判

の
改
造
が
企
て
ら
れ
た
際
に

註

『

』

『

解
』
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
と
い
う
点
に
興
味
を
抱

い
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
際
に
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
焦

点
を
当
て
る
と
い
う
方
策
を
採
っ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
か
な
り
特

殊
な
見
地
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も

『
註
解
』
の
な

、

『

』

、

か
で
も
本
来
の

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

に
関
す
る
部
分
を
度
外
視
し
て

も
っ
ぱ
ら
『
ピ
レ
ボ
ス
』
に
関
す
る
部
分
が
果
た
し
た
役
割
を
強
調

す
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ク
リ
ン
グ
ス
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
改
造
に
お
い
て
『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』
そ
の
も
の
が
果
た
し
た
役
割
に
着
目
す
る
と
い
う
方
策
を
採

用
し
た
。
そ
し
て
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
「
受
容
者
」
が
シ
ェ
リ
ン

グ
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
「
物
質
」
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
、
と
い

う
見
通
し
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ク
リ
ン
グ

ス
の
解
釈
の
骨
子
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
に
お
い
て

特
―

に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
改
造
と
い
う
企
図
に
お
い
て

積
極
的

―

な
役
割
を
演
じ
て
い
る
よ
う
な
『
註
解
』
の
な
か
の
主
題

要
す

―

る
に
、
そ
れ
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
「
受
容
者
」
と
い
う
主
題
な

の
で
あ
る
が

に
光
を
当
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ

―

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
に
対
し
て
自
ら
の
解
釈
を
対
置

し
よ
う
と
す
る
ク
リ
ン
グ
ス
の
意
図
は
十
分
に
納
得
し
う
る
も
の
で

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
ク
リ
ン
グ
ス

の
解
釈
は
或
る
一
つ
の
事
実
を
切
っ
掛
け
と
し
て
混
乱
し
始
め
る
の

で
あ
る
。

四

「
生
成
と
物
質

（
三
）

」

ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈

―
に
お
け
る
自
己
否
定
的
契
機
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ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
の
要
は

『
註
解
』
に
お
い
て
主
題
と
さ
れ

、

て
い
る
反
立
的
関
係
が
た
ん
な
る
概
念
内
の
も
の
で
は
な
く
、
概
念

の
内
と
外
を
跨
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
反
立

的
関
係
が
概
念
の
外
に
ま
で
及
ぶ
と
な
る
と
、
そ
れ
を
捉
え
る
た
め

に
通
常
の
理
性
的
認
識
の
場
合
と
は
別
の

つ
ま
り
知
覚
や
概
念

―

的
認
識
と
は
別
の

認
識
手
段
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

―

い
。
実
際
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論

的
反
省
が
行
わ
れ
、
対
象
の
相
違
に
基
づ
く
二
つ
の
考
察
の
相
違
が

こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
二
六
）

こ
の
方
法
論
的
考
察
を
無
視
し
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

『
註
解
』
に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
は
ク
リ
ン
グ
ス
の
解

釈
に
と
っ
て
非
常
に
不
利
な
材
料
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
欠

落
は
事
実
上
、
方
法
論
的
一
元
論
の
採
用
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
か
ね

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
没
形
式
的
物
質
へ
と
至
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
す
る
と
結
局
、
彼
の
云
う
プ
ラ
ト
ン
化
は
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
の
云
う
プ
ラ
ト
ン
化
と
同
一
の
程
度
し
か
持
っ
て
い
な
い
、
言

い
換
え
る
と
、
反
立
的
関
係
と
い
っ
て
も
概
念
の
内
の
そ
れ
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
前
に
し
て
ク
リ
ン
グ
ス
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

に
従
っ
て

『
註
解
』
の
う
ち
に
現
実
に
は
存
在
し
な
い
方
法
論
的

、

考
察
を
持
ち
込
み
、
そ
の
欠
落
を
補
な
お
う
と
す
る
。

形
式
へ
の
問
い
か
ら
形
式
を
受
容
す
る
自
然
へ
の
問
い
へ
の

テ
ー
マ
の
交
代
を
き
っ
か
け
に
二
度
に
わ
た
っ
て
プ
ラ
ト
ン
は

探
求
が
始
め
か
ら
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
新
し
い

、
、
、
、

始
ま
り
が
新
し
い
探
求
を
、
つ
ま
り
形
態
を
欠
く
け
れ
ど
も
あ

ら
ゆ
る
形
式
を
受
容
す
る
自
然
の
探
求
を
要
求
す
る
、
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
真
な
る
認
識
と
は

純
粋
形
式
の
認
識
以
外
で
は
有
り
得
な
い
と
い
う
真
な
る
認
識

、

。

に
つ
い
て
の
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
理
解
の
前
で
は

奇
異
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト
ン
は
方
法
に
つ
い
て
の
反
省
を
挿
入
す
る
。

た
と
え
シ
ェ
リ
ン
グ
が
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
的
熟
考
を
黙
殺
し
て

い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
こ
こ
で
や
は
り
素
描
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
は
次
の
問
い
に
よ
っ
て
不
安
を
覚
え
て
い
る
。
つ

ま
り
形
式
も
示
さ
ず
知
覚
も
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
、

客
―

観
的
に
は
存
在
し
な
い
が

に
も
か
か
わ
ら
ず
生
成
の
た
め

―
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の
、
す
な
わ
ち
可
視
的
世
界
の
生
起
の
た
め
の
共
同
原
因
と
し

て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
或
る
も
の
に
つ
い
て
、
い
か

な
る
仕
方
で
語
ら
れ
う
る
の
か
。

（
二
七
）

無
論
こ
の
よ
う
な
措
置
、
つ
ま
り
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る

方
法
論
的
考
察
の
た
ん
な
る
外
挿
は

『
註
解
』
に
お
け
る
方
法
論

、

的
考
察
の
欠
落
と
い
う
事
実
を
承
認
し
た
く
な
い
、
と
い
う
ク
リ
ン

グ
ス
の
困
惑
を
意
味
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず

れ
に
し
て
も
彼
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
世
界
創
造
論
の
カ

ン
ト
的
解
釈
と
い
う
『
註
解
』
の
基
本
戦
略
に
立
ち
帰
ら
ざ
る
を
え

な
い
。

（
二
八
）

シ
ェ
リ
ン
グ
は
テ
ー
マ
と
方
法
の
異
常
さ
に
つ
い
て
の
プ
ラ

[

…]

ト
ン
の
諸
反
省
を
取
り
上
げ
な
い
。

方
法
的
な
諸
問
題
に
対
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
た
し
か
に
無
頓

着
で
あ
る
が
明
ら
か
に
、
そ
れ
ら
が
超
越
論
的
分
析
と
可
能
性

の
必
然
的
諸
制
約
へ
の
遡
源
的
推
論
と
い
う
カ
ン
ト
の
方
法
に

よ
っ
て
解
決
し
う
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
九
）

し
か
し
同
じ
可
能
性
の
制
約
へ
の
遡
源
で
あ
っ
て
も
没
形
式
的
物

質
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
形
式
も
示
さ
ず
知
覚
も
さ
れ
え
な
い
」

以
上
、
形
式
で
あ
る
限
り
の
可
能
性
の
制
約
の
場
合
と
は
本
質
的
に

異
な
っ
た
性
格
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
は
『
註
解
』
に
お

い
て
「
超
越
論
的
分
析
と
可
能
性
の
必
然
的
諸
制
約
へ
の
遡
源
的
推

論
と
い
う
カ
ン
ト
の
方
法
」
は
い
か
な
る
拡
張
を
被
る
こ
と
に
な
る

の
か
。
ク
リ
ン
グ
ス
は
こ
の
疑
問
に
答
え
て
は
く
れ
な
い
。

結
局
ク
リ
ン
グ
ス
は
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
の
事
実
を
事
実
と
し

て
、
つ
ま
り
シ
ェ
リ
ン
グ
の
真
意
と
し
て
認
め
、
そ
の
理
由
を
説
明

し
よ
う
と
す
る
。

彼
［

シ
ェ
リ
ン
グ
］
は
世
界
の
生
成
に
お
け
る
理
性
の
関
与

=

が
主
題
と
な
る
か

「
物
質
」
の
関
与
が
主
題
と
な
る
か
に
応
じ

、

て
、
或
る
「
新
し
い
始
ま
り
」
な
い
し
は
或
る
別
の
方
法
的
状
況

に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
。
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
人
た
ち
の
ヘ
ン
・

カ
イ
・
パ
ー
ン
は
一
に
し
て
全
な
る
も
の
の
分
解
を
明
ら
か
に
許

さ
な
い
。

し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
す
で
に
一
種
の
同
一
哲
学
の
萌

芽

が
前
提
さ
れ
る

と
し
て
も
、
プ
ラ
ト

（

）

（

）

A
nsatz

unterstellen
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ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
連
関
に
お
い
て
は
、
こ
の
把
握
困
難

な
ゲ
ノ
ス
へ
の
問
い
は
取
り
扱
い
注
意

で
あ
り
続
け
て

（

）

prekär
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
〇
）

一
転
し
て
、
こ
こ
で
は
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
に
「
一
種
の
同
一

哲
学
の
萌
芽
」
が
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ど
う
し
て
こ
れ
が
方
法

論
的
考
察
の
欠
落
を
説
明
す
る
の
か
。

ク
リ
ン
グ
ス
に
よ
る
と

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
と
一
七
九
七
年
か

、

ら
一
七
九
九
年
ま
で
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
は
、
そ
れ
ら
が
共

に
「
神
的
ヌ
ー
ス
に
質
料
を
永
遠
の
、
不
可
視
の
、
神
的
な
ら
ざ
る

ゲ
ノ
ス
と
し
て
対
置
す
る
教
説
」
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
共

（
三
一
）

通
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
立
場
は
「
シ
ェ
リ
ン
グ

が
一
八
〇
一
年
以
来
実
現
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
同
一
性
の
思
惟
と

矛
盾
す
る

。
「
と
い
う
の
も
同
一
哲
学
は
い
か
な
る
種
類
の
二
元

」
（
三
二
）

論
も
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

。
こ
れ
と
同
じ
こ

」
（
三
三
）

と
を
質
料
概
念
と
い
う
観
点
か
ら
言
い
換
え
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
哲
学
の
質
料
概
念
は
「
超
越
論
的
哲
学
に
対

し
て
自
立
的
に
自
ら
を
構
成
す
る
思
弁
的
自
然
学
の
根
本
概
念
」
と

（
三
四
）

し
て
な
お
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
同
一
哲
学
の
質
料
概
念
は
「
神
的
原
理
と
自
然
的
原
理
の
統

一
」
に
本
質
を
有
し
て
い
る
。
ク
リ
ン
グ
ス
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う

（
三
五
）

な
立
場
の
相
違
が
原
因
と
な
っ
て
、
自
然
哲
学
に
お
け
る
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
が
『
ブ
ル
ー
ノ

や

』（
一
八
〇
二
）

『
哲
学
と
宗
教

に
お
け
る
否
定
的
評
価
へ
と
変
わ
る

』（
一
八
〇
四
）

の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
対
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積

極
的
な
関
連
が
決
定
的
に
、
彼
の
「
思
弁
的
自
然
学
」
の
自
然
哲

学
的
構
想
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
刻
印
は
同
一
性
の
思
惟

が
優
勢
と
な
る
に
と
も
な
っ
て
終
わ
る
。
絶
対
的
統
一
の
哲
学
な

る
も
の
は
実
在
性
と
い
う
、
神
的
理
性
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る

原
理
に
関
す
る
教
説
に
矛
盾
し
て
い
る

『
ブ
ル
ー
ノ
』
に
お
い

。

て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
プ
ラ
ト
ン
に
対
し
て
距
離
を
置
く

『
哲

。

、
、
、
、

学
と
宗
教
』
に
お
い
て
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
質
料
概
念
と
の

決
別
が
果
た
さ
れ
る
。

（
三
六
）

し
た
が
っ
て
、
形
式
的
原
理
と
質
料
的
原
理
と
の
相
互
対
立
と
い

う
基
本
構
想
の
う
ち
に
後
の

両
者
の
根
底
に
そ
れ
ら
を
統
一
す

―
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る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
共
に
こ
の
も
の
の

顕
現
と
さ
れ
る

同
一
哲
学
的
構
想
が
混
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

―

方
法
論
的
考
察
が
欠
落
し
た
、
と
い
う
の
が
ク
リ
ン
グ
ス
の
言
わ
ん

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（

自
由
論
』

と
こ
ろ
が
一
方
で
彼
は
、
一
八
〇
九
年
以
後
の
著
作

『

に
お
い
て
再
び

こ
れ
ら
が
「
物
質
は
絶
対
者

や
『
世
界
時
代

）
』

―

、
、

の
内
の
一
つ
の
次
元
を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
構
想
を
同
一
哲
学
と

（
三
七
）

『

』

共
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

或
る
種
の

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

―

的
課
題
が
再
び
追
求
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
精
読
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
純
粋

理
性
学
に
お
い
て
は
解
決
不
能
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
刺
衝
と
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
実
在

根
拠
と
し
て

－

考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
規
定
や
形
式
を
欠
く
も
の
が
い
か
に
し

て
思
惟
と
哲
学
の
対
象
と
な
さ
れ
う
る
の
か
、
概
念
か
ら
逃
れ
去

。「

」

る
も
の
が
い
か
に
し
て
概
念
と
か
か
わ
る
の
か

物
質
の
構
成

と
い
う
表
題
の
も
と
で
こ
の
問
い
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
を

貫
い
て
い
る

「
根
底

「
我
意
」
ま
た
「
悪
」
と
い
う
表
題
の
も

。

」

と
で
そ
れ
は
自
由
の
哲
学
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る

「
過
去
」

。

と
い
う
表
題
の
も
と
で
世
界
時
代
の
哲
学
は
そ
れ
と
と
も
に
開
始

さ
れ
る
。
後
期
哲
学
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
を
そ
の

あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
貫
い
て
い
る
こ
の
問
い
は
、
理
性
学
と

し
て
の
概
念
の
哲
学

と
積
極
哲
学
と
し
て
の
事
実
的

（
消
極
哲
学
）

に
生
起
す
る
歴
史
の
哲
学
と
の
区
別
へ
と
分
節
さ
れ
る
。

（
三
八
）

こ
れ
に
と
も
な
っ
て
『
自
由
論
』
を
始
め
と
し
て
一
般
に
シ
ェ
リ

ン
グ
の
後
期
思
想
に
お
い
て
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
対
す
る
評
価

が
再
び
肯
定
的
な
も
の
に
変
ず
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
同
一
哲
学
以
降
の
シ
ェ
リ

ン
グ
哲
学
に
見
出
さ
れ
る
《
世
界
の
実
在

根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ

－

ね
ば
な
ら
な
い
規
定
や
形
式
を
欠
く
も
の
を
絶
対
者
の
内
の
一
つ
の

次
元
と
考
え
る
》
と
い
う
見
地
は
《
概
念
的
把
捉
も
知
覚
も
さ
れ
な

い
も
の
の
認
識
の
主
題
化
》
を
妨
げ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

。

、「

」

い
だ
ろ
う
か

し
た
が
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ

同
一
哲
学
の
萌
芽

が
『
註
解
』
に
お
け
る
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
を
必
ず
し
も
伴
い
は

し
な
い
、
と
ク
リ
ン
グ
ス
自
身
が
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ

ろ
う
か
。
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私
に
は
、
方
法
論
的
考
察
の
欠
落
を
き
っ
か
け
と
し
て
ク
リ
ン
グ

ス
が
二
重
三
重
の
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
混
乱
は
、
彼
の
解
釈
の
基
本
方
針
が
備
え

て
い
る
形
式
的
な
明
確
さ
と
は
相
反
す
る
よ
う
な
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の

思
想
の
実
質
に
関
す
る
彼
の
見
通
し
の
不
透
明
さ
に
起
因
す
る
の
で

は
な
い
か
、
と
想
像
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
『
註
解
』
解
釈
は
シ
ェ

リ
ン
グ
の
思
想
展
開
に
関
す
る
包
括
的
・
長
期
的
な
展
望
を
示
し
つ

つ
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
解
釈
と
の
形
式
的
な
対
応
関

係
に
お
い
て
暫
定
的
に
提
示
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
際
の
シ
ェ

リ
ン
グ
の
思
想
の
内
実
に
照
ら
し
て
十
分
に
吟
味
さ
れ
た
上
で
提
示

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
実
際
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
展
開
と

接
触
せ
ざ
る
を
え
な
い
局
面
に
さ
し
か
か
る
と
こ
の
よ
う
な
軋
み
が

生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
こ
の
点
に
関
し
て
詳
述
し
て
み
よ
う
。

五

一
七
九
七
年
か
ら
の
回
顧

プ
ラ
ト
ン
化
と
ス
ピ
ノ
ザ
化

―

ク
リ
ン
グ
ス
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
が

『

』

。

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る

し
か
し
そ
の
際
、
彼
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
質
料
的
原
理
に
見
ら

れ
る
二
つ
の
契
機

つ
ま
り
、
質
料
的
原
理
が
形
式
的
原
理
に
対

―

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
外
的
な
も
の
と
し
て
対
峙
し
て
い
る
と
い
う
契
機
と
質
料
的
原

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

理
が
知
覚
や
概
念
に
よ
る
把
捉
を
拒
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
契
機
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
が

こ
れ
ら
を
判
明
に
区
別
し
て
い
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の

―

自
然
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
と
言
う
と
き
、
彼
は
い
ず
れ
の
契
機
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
が
生
じ
て
い
る
最
も
大
き
な
要
因
の
一
つ

は
、
彼
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
、
特
に
そ
の
「
物
質
の
構
成
」

と
の
主
題
的
な
連
続
性
に
お
い
て
『
註
解
』
を
解
釈
し
よ
う
と
し
な

が
ら
、
最
初
に
そ
の
構
想
が
語
ら
れ
る
一
七
九
七
年
の
二
つ
の
著
作

（

）

『

』

最
近
の
哲
学
的
文
献
に
関
す
る
一
般
的
概
観

一
七
九
七
～
九
八

以
下

概
観

と
略
記

一
七
九
七

以

（

『

』

）

（

）（

お
よ
び

自
然
哲
学
考
案

『

』

に
対
し

何
ら
か
の
理
由
か
ら

十
分
に

下
『
考
案
』
と
略
記
）

―

―

忠
実
で
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も

『
考
案
』
の
緒
論
に
は
既
に
次
の
よ
う
な
一
節
が

、
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見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

長
い
間
す
で
に
人
間
精
神[

…]

は
、
世
界
の
起
源
に
関
す
る
様

々
な
神
話
や
詩
に
没
頭
し
て
い
た
し
、
全
民
族
の
宗
教
が
精
神
と

質
料

の
抗
争
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後

（

）
M

aterie

に
な
っ
て
一
人
の
幸
運
な
天
才

最
初
の
哲
学
者

が
二
つ

―

―

の
概
念
を
発
見
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
後
続
の
時
代
は
こ
れ
ら
の
概
念

に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
知
の
両
端
を
つ
か
ん
で
、
も
は
や
放
さ
な

か
っ
た
。
古
代
の
偉
大
な
思
想
家
た
ち
は
敢
え
て
あ
の
対
立
を
乗

り
越
え
て
ゆ
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
未
だ
に
質
料

を
自
立
し
た
存
在
者
と
し
て
神
に
対
置
し
て
い
る
。

（

）

M
aterie

精
神
と
質
料
を
一
な
る
も
の
、
思
想
と
延
長
を
同
一
原
理
の
様
態

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
見
な
し
た
最
初
の
人
は
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ

、
、
、
、

、
、
、
、

っ
た
。

（
三
九
）

こ
こ
で
「
プ
ラ
ト
ン
は
未
だ
に
質
料
を
自
立
し
た
存
在
者
と
し
て

神
に
対
置
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
否
定
的
な
意
味
で
言
わ
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
精
神
と
質
料

と
の
対
立
に
関
し
て
云

（

）

M
aterie

え
ば

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
に
そ
の
同
一
性
へ
の
認

、

識
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。『

概
観
』
で
の
説
明
は
一
層
詳
細
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

注
目

―

す
べ
き
こ
と
に

「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
形
式
は
わ
れ
わ
れ
自
身

―

、
、

、
、
、
、
、
、

に
由
来
し
、
そ
の
質
料
は
外
部
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
」
と

、
、

、
、
、
、

（
四
〇
）

い
う
命
題
を
カ
ン
ト
哲
学
の
主
要
命
題
と
見
な
す
「
こ
の
上
な
く
辻

褄
の
合
わ
な
い
意
見
」
を
論
駁
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述

（
四
一
）

べ
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
哲
学
体
系
が
太
古
の
時
代
か
ら
形
式
と
質
料
を
わ
れ

わ
れ
の
知
の
両
極
と
見
な
し
て
き
た
。

質
料
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
る
全
説
明
の
最
終
的
基
体
で
あ
る
こ
と

、
、

、
、

を
人
々
は
じ
き
に
見
出
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
質
料
そ
の
も
の

の
起
源
を
探
求
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
。
し
か
し
人
々
は
さ
ら
に

こ
れ
以
外
に
諸
事
物
に
或
る
も
の
を
認
め
た
。
そ
の
或
る
も
の
と

は
人
々
が
も
は
や
質
料
そ
の
も
の
か
ら
は
説
明
し
え
な
い
が
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
説
明
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
感

じ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
規
定
は
極

[

…]

め
て
密
接
に
諸
事
物
と
連
関
し
て
い
る
の
で
、
人
々
は
こ
れ
ら
の
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規
定
な
し
に
諸
事
物
を
考
え
る
こ
と
も
、
諸
事
物
な
し
に
こ
れ
ら

の
規
定
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
人
々
は

（
例
え
ば
、
世
界
構
築
者
の
）

前
者
を
何
ら
か
の
高
次
の
存
在
者
の

、
、

悟
性
か
ら
初
め
て
後
者
へ
と
移
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に

、
、

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
に
し
て
両
者
の
間
に
こ
の
よ
う
な
、
つ
ま

り
い
か
な
る
思
弁
的
な
技
巧
に
よ
っ
て
も
解
体
で
き
な
い
不
可
分

な
結
合
が
生
じ
た
の
か
理
解
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
人
々
は
そ

れ
ゆ
え
、
諸
事
物
を
同
時
に
そ
れ
ら
の
諸
規
定
と
一
緒
に
或
る
神

。

、

性
の
創
造
的
能
力
か
ら
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た

し
か
し
な
が
ら

、
、
、

人
々
は
い
か
に
し
て
創
造
的
能
力
を
持
つ
存
在
者
が
外
的
な
諸
事

物
を
自
分
自
身
に
対
し
て
呈
示
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
な
る
ほ

、
、

ど
理
解
す
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
同
じ
も
の
を
他
の
諸
存
在
者
に
対

、
、。

、

し
て
呈
示
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
な
い

換
言
す
る
と

た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
外
な
る
世
界
の
起
源
を
理
解
す

、
、
、
、
、
、
、
、

る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
い
か
に
し
て
こ
の
世
界
の
表

象
が
わ
れ
わ
れ
の
内
へ
と
到
来
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
理
解
し

な
い
の
で
あ
る
。

（
四
二
）

こ
こ
で
は
世
界
創
造
論
の
歴
史
的
展
開
が
回
顧
さ
れ
、
そ
こ
に
三

つ
の
段
階
が
区
別
さ
れ
て
い
る

（
一

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス

（
二
）

。

）

』
、

『
エ
チ
カ

（
三

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
あ
る
。
無
論
一
七
九
七

』
、

）

年
の
著
作
に
お
い
て
も
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
と
『
純
粋
理
性
批
判
』

は
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
両
者
の
関
係
は
以
前
よ
り
も

密
接
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
。
と
い
う
の
も
本
来
別
の
著
作
で
あ
る

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
世
界
創
造
論
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
構

造
上
の
類
似
を
根
拠
と
し
て
一
種
の
超
越
論
的
哲
学
と
し
て
解
釈
さ

（
唯
一
の
）

（
世
界

れ
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
一
つ
の

超
越
論
的
哲
学

が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
経
て

創
造
論
と
し
て
の
）

『
純
粋
理
性
批
判
』
へ
と
発
展
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

（
四
三
）

こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
哲
学
の
歴
史
的
展
開
と
い
う
図
式
を
背
景

と
し
て
、
ま
ず
最
初
に
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
難
点
が
「
質
料
」
を

「
わ
れ
わ
れ
に
よ
る
全
説
明
の
最
終
的
基
体
」
と
見
な
し
「
質
料
そ

、
、

の
も
の
の
起
源
」
の
探
求
を
断
念
し
た
こ
と
、
お
よ
び
「
形
式
」
を

、
、

世
界
構
築
者
の
悟
性
か
ら
「
質
料
」
へ
と
譲
渡
さ
れ
た
と
し
た
た
め

、
、

に
両
者
の
間
の
不
可
分
な
結
合
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
見
て

取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は

「
諸
事
物
を
同
時
に
そ
れ
ら
の
諸
規
定
と
一
緒
に
或
る
神
性
の
創
造
、
、
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的
能
力
か
ら
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に

、よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
外
な
る
世
界
の
起
源
」
は
理
解
さ
れ
て
も
、

、
、
、
、
、
、
、
、

「
い
か
に
し
て
こ
の
世
界
の
表
象
が
わ
れ
わ
れ
の
内
へ
と
到
来
し
た

の
か
」
は
理
解
さ
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
の
解
決
が

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
試
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ

ン
グ
は
こ
こ
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
世
界
創
造
論
の
新
し
い
ヴ
ァ

ー
ジ
ョ
ン
と
見
な
し

そ
の
新
し
い
所
以
を

世
界
の
表
象

の

わ

、

「

」

「

れ
わ
れ
の
内
へ
」
の
「
到
来
」
の
説
明
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
点

に
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
叙
述
そ
の
も
の
に
は
未
規
定
的

な
部
分
が
あ
り
解
釈
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
を
介
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
へ
と
い
う

展
開
そ
の
も
の
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
解
釈
、
た
と
え
ば
こ
こ
で

は
物
自
体
に
関
す
る
解
釈
の
方
向
性
を
規
整
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
超
越
論
的
哲
学
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
る
限
り
、
テ
ィ
マ
イ
オ

ス
的
構
図
を
前
提
と
す
る
物
自
体
の
解
釈
は
「
こ
の
上
な
く
辻
褄
の

合
わ
な
い
」
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
哲
学
は
『
エ

チ
カ
』
的
形
態
を
経
て
い
る
以
上
、
物
自
体
の
解
釈
に
お
け
る
真
の

（
形
式
と
質
料
）

争
点
は
同
一
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
二
つ
の
原
理

の
由
来
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

根
源
的
に
は
形
式
と
質
料
は
一
つ
で
あ
り
、
両
者
が
同
一
的
で

不
可
分
の
活
動

と
い
う
同
じ
一
つ
の
も
の
に
よ
っ
て

(
)

H
andlung

現
存
す
る
後
に
な
っ
て
初
め
て
わ
れ
わ
れ
が
両
者
を
区
別
し
う

る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
唯
一
の
二
者
択
一

し
か
知
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
両
者
、
質
料
と
形
式
が

外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
く
は
両
者
、
質
料
と
形
式
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
初
め
て
生
成
し
、

、
、
、
、
、
、

発
生
す
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
。

（
四
四
）

「
物
質
の
構
成
」
が
主
題
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
境
位
に
お

い
て
で
あ
る

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
『
テ
ィ
マ

。

イ
オ
ス
』
解
釈
に
お
い
て
カ
ン
ト
化
と
プ
ラ
ト
ン
化
の
双
方
向
的
影

響
関
係
が
生
ず
る
、
と
い
う
の
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
提
起
し
た
図
式
で

あ
る
が
、
ク
リ
ン
グ
ス
が
彼
の
『
注
解
』
解
釈
を
展
開
す
る
場
合
に

も
こ
の
図
式
が
前
提
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
『
註
解
』
の
内
部
に

と
ど
ま
る
限
り
、
こ
の
図
式
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ

に
し
て
も
ク
リ
ン
グ
ス
に
し
て
も
、
彼
ら
の
『
註
解
』
解
釈
に
は
別
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の
側
面
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
影
響
関
係
に
よ
っ
て
生
ず
る
カ
ン
ト
哲

学
の
プ
ラ
ト
ン
的
改
造
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
の
ち
の
思
想
展
開
と
結
び

付
け
て
語
る

と
い
う
側
面

（

形
式
論
』
あ
る
い
は
自
然
哲
学
的
著
作
）

『

を
有
し
て
い
た
。
問
題
は
そ
の
際
に
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
的
構
図
が

維
持
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
物
質

の
構
成
」
が
主
題
と
さ
れ
る
時
点
に
お
い
て
は
、
神
的
ヌ
ー
ス
に
対

し
て
外
的
に
与
え
ら
れ
る
質
料
と
い
う
構
図
は
採
用
さ
れ
て
い
な

い
。『

純
粋
理
性
批
判
』
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て

、

、

い
る
と
し
て
も

超
越
論
的
哲
学
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
る
限
り

。『

』

そ
う
し
た
構
造
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

が
『
エ
チ
カ
』
を
介
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
へ
と
発
展
し
て
い
く

過
程
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
否
定
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る

べ
き
も
の
は
保
存
さ
れ
る
。
ク
リ
ン
グ
ス
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
と

自
然
哲
学
的
著
作
と
の
共
通
点
と
見
な
し
て
い
た
「
神
的
ヌ
ー
ス
に

質
料
を
、
永
遠
の
、
不
可
視
の
、
神
的
な
ら
ざ
る
ゲ
ノ
ス
と
し
て
対

置
す
る
」
と
い
う
側
面
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
属
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
ク
リ
ン
グ
ス
の
解
釈
が
実
際
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思

想
に
お
い
て
十
分
な
検
証
を
経
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
共

に
、
そ
れ
が
持
っ
て
い
る
曖
昧
さ
の
一
つ
が
取
り
除
か
れ
る
。
つ
ま

り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
八
〇
一
年
を
待
た
ず
に
、
既
に
一
七
九
七
年

の
時
点
に
お
い
て
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
的
な
世
界
創
造
論
の
構
図
を

否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
否
認
が
『
純
粋
理
性
批

判
』
に
お
け
る
物
自
体
の
解
釈
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ

せ
る
な
ら
ば
、
前
者
の
見
解
の
成
立
時
期
を
後
者
の
見
解
の
成
立
時

期
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
ク
リ
ン
グ
ス
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲

学
に
お
け
る
質
料
概
念
を
構
成
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
も
う
一
つ

の
契
機
、
つ
ま
り
知
覚
も
概
念
的
把
握
も
さ
れ
な
い
も
の
の
認
識
と

い
う
契
機
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

「

」

点
を
確
認
す
る
に
は
一
七
九
七
年
の
著
作
に
お
け
る

物
質
の
構
成

の
問
題
に
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
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D
er

W
eg

des
spekulativen

Idealism
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S
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（
八
）

（
九
）
問
題
は

「
カ
ン
ト
自
身
の
場
合
と
は
全
く
異
な
り
、
そ
し
て
お
そ
ら

( )a

ganz
anders

als
in

K
ant

く
は
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
（

」
と

「
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関

selbst
und

vielleicht
von

R
einhold

inspiriert

）

( )b

係
は
、
そ
れ
自
身
が
二
つ
の
根
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
相
互
の
反
立
的
関
係
と
し
て
考

え
ら
れ
う
る
よ
う
な
根
本
対
立
の
媒
介
関
係
と
解
さ
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
句

の
関
係
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
あ
え
て
両
者
を
切
り
離
し
て
相
互
に
無
関
係
な

も
の
と
仮
定
す
る
と
、

は
《
カ
ン
ト
か
ら
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
を
介
し
て
シ
ェ
リ

( )a

ン
グ
へ
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
変
貌
の
過
程
》
に
つ
い
て
一
般
的
に
語
っ
た
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。

《

》

も
の
と
も
解
し
う
る

こ
れ
に
対
し
て

は
専
ら

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
三
項
構
造

( )b

を
話
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
両
者
が
一
つ
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
と
、

の
一

( )a

般
的
な
記
述
が

に
よ
る
限
定
を
受
け
、

も
《
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
三
項
構
造
》

( )b

( )a

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
読
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
無
論
そ
れ
が
ご
く
普
通
の
読

み
方
な
の
で
あ
る
が
、
今
の
場
合
は
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も

《
カ
テ
ゴ
リ

、

ー
の
三
項
構
造
》
に
関
し
て

と
言
わ
れ
る
と
、
カ
ン
ト
自
身
の
テ

"ganz
anders"

キ
ス
ト
に
照
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
の
感
を
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る

V
gl.

K
ant,

Im
m

anuel
:

.
B

110.
„2te

A
nm

erk.
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K
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D
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N
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E
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D
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D
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m
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K
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V
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der
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。

m
it

der
ersten

ihrer
K

lasse
entspringt.“

）

、

、

『

』

実
際

二
〇
〇
四
年
の
著
作
で
は

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
自
身
が

純
粋
理
性
批
判

の
ま
さ
に
こ
の
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と

の
構
造
上
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る

「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
原
形
式
の
三

。

つ
組
み
に
お
け
る
第
三
項
は
第
一
項
と
第
二
項
の
結
合
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
模
範
に
完
全
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か

も
こ
の
模
範
は
、
そ
れ
に
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
も
従
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

そ
こ
に
お
い
て
は
、
各
組
の
第
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
第
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
第
二
カ

G
rund-

テ
ゴ
リ
ー
の
結
合
と
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る

（」H
enrich,

D
ieter

:

legung
aus

dem
Ich.

U
ntersuchungen

zur
V

orgeschichte
des

Idealism
us.。

Tübingen-Jena
(1790-1794).

2
B

ände,
Frankfurt

am
M

ain
2004.

S.1676

）

こ
う
し
た
発
言
を
考
慮
す
る
な
ら
、
内
容
的
に

を

と
直
結
さ
せ
て
考
え
る

( )a

( )b

の
は
困
難
と
な
る
。
で
は
、
先
の
箇
所
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
な
の
か

《
カ

。

テ
ゴ
リ
ー
の
三
項
構
造
》
に
関
し
て

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
な
い

"ganz
anders"

な
ら
、
何
に
つ
い
て
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

引
用
箇
所
の
直
後
に
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
「
同
時
に
三
つ
組
み
は
し
か
し
、
シ
ェ

die

リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
今
や
内
的
組
織
の
展
開
に
し
て
絶
対
的
原
理
の
展
開
（

E
xplikation

der
internen

O
rganisation

und
E

ntfaltung
des

absoluten

で
あ
る

と
述
べ

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る

シ

Prinzips
ibid.

）

」（

）

、

。「

ェ
リ
ン
グ
は
ど
こ
で
も
自
分
で
は
、
彼
を
カ
ン
ト
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
お
よ
び
フ

ィ
ヒ
テ
か
ら
等
し
く
分
か
つ
、
こ
の
差
異
を
指
摘
し
な
か
っ
た
。
こ
の
差
異
は

し
か
し
全
く
根
本
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
と
の
合
意
を
求
め
る
シ

ェ
リ
ン
グ
の
労
苦
の
な
か
で
、
こ
の
差
異
が
極
め
て
早
い
時
期
に
形
成
さ
れ
た

。『

』

、

の
は
明
ら
か
で
あ
る

テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解

に
お
い
て
は
こ
の
差
異
が
既
に

『
ピ
レ
ボ
ス
』
の
理
念
論
（

）
を
解
読
す
る
た
め
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が

Ideenlehre

用
い
て
い
る
、
カ
ン
ト
か
ら
採
ら
れ
た
モ
デ
ル
に
跡
を
残
し
て
い
る

『
註
解
』

。

に
従
う
と
、
被
限
定
性
と
無
限
定
性
と
い
う
根
本
理
念
は
、
悟
性
に
よ
る
被
限

定
性
が
そ
こ
に
お
い
て
実
現
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
、
直
観
の
無
限
定
な
多
様
に

ibid.
"ganz

対
す
る
悟
性
の
限
定
作
用
と
同
一
視
さ
れ
う
る

（

。
し
た
が
っ
て

」

）

と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
造
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む

anders"

し
ろ
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
根
源
化
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
を

借
り
る
な
ら

被
限
定
性
と
無
限
定
性
と
い
う
根
本
理
念

が

悟
性

と

直

、「

」

「

」

「

観
」
の
媒
介
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
三
つ
組
み
」
が
「
内

、

的
組
織
の
展
開
に
し
て
絶
対
的
原
理
の
展
開
」
と
な
る
、
と
い
う
点
に
関
し
て

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、

は
《
カ
テ
ゴ

( )a

リ
ー
か
ら
原
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
い
う
根
源
化
の
過
程
》
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た

文
章
と
解
し
う
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
た
と
え
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
間
に
挟
ん
だ
と
し
て
も
、
一
九
八

六
年
の
記
述
を
全
体
と
し
て
、
こ
の
二
〇
〇
四
年
の
見
解
の
い
さ
さ
か
舌
足
ら

ず
な
表
現
と
見
な
し
う
る
か
否
か
は
判
断
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

D
er

W
eg

des
spekulativen

Idealism
us

S.87.

（
一
〇
）

（
一
一
）
本
論
第
二
章
を
参
照
。

D
er

W
eg

des
spekulativen

Idealism
us

S
.87.

（
一
二
）

（
一
三

『
註
解
』
に
は
日
付
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
註
解
』
編
者
に

）
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よ
る
と
（

、
こ
の
草
稿
の
成
立
時
期
は
同
一
ノ

T
im

aios-K
om

m
entar

S.13-14

）

ー
ト
内
に
お
け
る
直
前
の
草
稿
と
の
関
係
か
ら
一
七
九
四
年
一
月
以
後
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
『
形
式
論

（
同
年
九
月
九
日
脱
稿
）
に
は
『
知
識
学
の
概
念
』

』

の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
の
に
『
註
解
』
に
は
そ
の
痕
跡
が
一
切
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら

『
註
解
』
が
『
形
式
論
』
執
筆
中
あ
る
い
は
執
筆
後
に
成
立
し
た
可
能

、
。

『

』

、

性
は
低
い

と
こ
ろ
で

知
識
学
の
概
念

は
五
月
一
一
日
頃
の
刊
行
と
さ
れ

そ
れ
を
シ
ェ
リ
ン
グ
が
落
手
し
た
の
は
早
く
と
も
五
月
中
旬
か
ら
下
旬
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
ブ
フ
ナ
ー
は
『
註
解
』
の
成

立
時
期
を
、
一
七
九
四
年
一
月
な
い
し
二
月
か
ら
五
月
な
い
し
六
月
の
間
と
結

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

F
riedrich

W
ilhelm

Joseph
Schel-

論
し
て
い
る
。V

gl.
S

chelling,
F.

W
.

J.
:

R
eihe

I,
W

erke
1.

H
rsg

von
W

ilhelm
G

.
ling.

H
istorisch-kritische

A
usgabe.

Jacobs,
Jörg

Jantzen
u.

W
alter

Schiehe,
Sttutgart-B

ad
C

annstatt
1976.

S
.250.な

お
フ
ラ
ン
ツ
も
こ
の
件
に
限
っ
て
言
え
ば
ブ
フ
ナ
ー
と
ほ
ぼ
同
じ
結
論
に

V
gl.

S
.319-320.

達
し
て
い
る
。

Schellings
Tübinger

P
laton-Studien.

ま
た
グ
ロ
ー
ニ
ャ
の
著
作
に
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の

K
osm

os

テ
キ
ス
ト
を
成
立
順
に
整
理
し
た
一
覧
表
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。V

gl.

.
S.275-278.

und
System

（

）

。

一
四

こ
の
点
を
初
め
て
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
ザ
ン
ト
カ
ウ
レ
ン
で
あ
る

彼
女
に
よ
る
と
『
形
式
論
』
は
「
こ
の
よ
う
に
た
し
か
に
直
接
的
に
は
フ
ィ
ヒ

テ
に
よ
っ
て
促
さ
れ
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
恩
恵
も
被
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は

や
は
り
別
様
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
問
題
の
叙
述
の
み
な
ら
ず
根
本
諸

命
題
の
演
繹
に
関
し
て
も
言
え
る

（

。
と

」

）

A
usgang

vom
U

nbedingten
S.22

り
わ
け
後
者
に
お
い
て
は

シ
ェ
リ
ン
グ
の
フ
ィ
ヒ
テ
読
解
を
導
い
て
い
た

ピ

「

『

レ
ボ
ス
』
解
釈
に
お
け
る
先
行
理
解
が
顕
在
化
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
根
本

諸
命
題
の
演
繹
は
か
ろ
う
じ
て
表
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
シ

ェ
リ
ン
グ
の
本
来
の
意
図
は
そ
れ
ら
の
う
ち
に
対
立
の
媒
介
を
再
認
す
る
こ
と

に
あ
る

［
…
］
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
思
考
の
歩
み
を
次
の
よ
う
に
締
め
括
る
。

。

『
こ
れ
ら
の
根
本
命
題
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
原
形
式
、
無
制
約
性
の
形
式
、
被

、
、
、
、

、

制
約
性
の
形
式
、
そ
し
て
無
制
約
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
被
制
約
性
の
形
式

、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
含
む

（

。
こ
れ
ら
の
定
式
化
は
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
見
る
と
馴
染
み
の
な

』

）

1,101

い
も
の
だ
け
に
、
な
お
の
こ
と
そ
れ
ら
は
構
造
の
上
か
ら
見
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ

が
解
釈
し
て
い
た
プ
ラ
ト
ン
的
諸
概
念
、
ペ
ラ
ス
、
ア
ペ
イ
ロ
ン
お
よ
び
コ
イ

ノ
ン
を
想
起
さ
せ
る

（

。
と
い
う
の
も
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

」

）

S.26

い
る
か
ら
で
あ
る

「
そ
れ
ゆ
え
、
ま
た
三
つ
以
上
の
根
本
命
題
は
あ
り
え
な
い

。。

、

、

こ
と
に
も
な
ろ
う

す
な
わ
ち

絶
対
的
に
し
て
端
的
に
自
分
自
身
に
よ
っ
て

形
式
お
よ
び
内
容
の
両
方
に
関
し
て
、
限
定
さ
れ
た
も
の
、
形
式
に
関
し
て
自

分
自
身
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
内
容
に
関
し
て
自
分
自
身
に
よ

J.
G

.
F

ichte
-

G
esam

tausgabe
der

っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の

（」Fichte,
J.

G
.

:

H
rsg.

v.
R

.
L

auth
und

H
.

B
ayerischen

A
kadem

ie
der

W
issenschaften.

Jacob.
B

d.
I,

2.
S

ttutgart-B
ad

C
annstatt

1965.
B

egriff
der

W
issenschafts-

。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
第
三
根
本
命
題
は
第
一
根
本
命

lehre
S.122

）

題
と
第
二
根
本
命
題
の
総
合
で
は
な
く
、
第
一
根
本
命
題
の
下
位
に
第
二
・
第

Schellings
Tübinger

三
根
本
命
題
が
同
等
の
資
格
で
従
属
し
て
い
る
。V

gl.

.
S

.277.
P

laton-Studien

な
お
の
ち
に
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
自
身
も
『
概
念
』
と
『
形
式
論
』
の
比
較
検
討
を

V
gl.

H
enrich

:
S.1649-1657.

試
み
て
い
る
。

G
rundglegung

aus
dem

Ich.

X
V

I.
Schellings

erste
Fundam

entalphilosophie,
7.

S
chellings

A
nschluß

an

Fichte.

D
er

W
eg

des
spekulativen

Idealism
us

S.87.

（
一
五
）Ibid.

（
一
六
）

（
一
七
）

な
お
こ
の
箇
所
に
ザ
ン
ト
カ
ウ
レ

A
usgang

vom
U

nbedingten
S

.21.
ン
は
次
の
よ
う
な
註
を
つ
け
て
い
る

「
或
る
意
味
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
し
て

。

ま
さ
に
、
神
話
の
形
式
に
お
い
て
理
性
に
適
合
し
な
い
も
の
を
叙
述
す
る
、
と

い
う
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
は
裏
を
か
か
れ
無
効
に
さ
れ
る
。
彼
の
啓
蒙
主
義
的
な

振
る
舞
い
の
お
か
げ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
神
話
を
こ
こ
で
は
、
彼
の
聖
書
解
釈



65／無制約者と知的直観（一）

の
場
合
と
同
様
に
理
性
の
感
性
的
形
式
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
そ
れ
ゆ

」。

『

』

え
そ
の
理
性
的
な
核
心
部
に
お
い
て
説
明
可
能
な
の
で
あ
る

し
か
し

註
解

あ
る
い
は
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
プ
ラ
ト
ン
研
究

が

神

（

）

「

話
の
形
式
に
お
い
て
理
性
に
適
合
し
な
い
も
の
を
叙
述
す
る
、
と
い
う
プ
ラ
ト

ン
の
意
図
」
を
無
効
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
次
章
で
見
る
よ

う
に
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
（
か
か
る
「
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
」
が
「
物

質
の
構
成
」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
）
は
そ
の
種
の
反
論
の
一
つ
で

あ
る
。
ま
た
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
に
は
必
ず
し
も
賛
同
し
な
い
フ
ラ

ン
ツ
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
話
解
釈
が
完
全
に
「
啓
蒙
主
義
的
」
で
あ
る
と
い

。

、

う
主
張
に
関
し
て
は
同
意
し
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
の
も
フ
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
時
代
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
話
解
釈
に
は
神
話
を
或
る
種
の
現

象
の
説
明
に
用
い
る
一
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

「
も
ち
ろ
ん
当
該
の
諸
現
象
に

。

関
す
る
こ
う
し
た
「
神
話
的
」
解
釈
は
も
は
や
必
ず
し
も
筋
金
入
り
の
合
理
主

義
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
［
…
］
ま
さ
に
既
に
早
く
か
ら
シ

ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
厳
格
な
合
理
主
義
の
偏
狭
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
様

々
な
努
力
も
存
在
し
て
い
た

（

）

」

Schellings
Tübinger

P
laton-Studien.

S
.205

の
で
あ
る
。

（
一
八
）
こ
こ
で
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
展
開
に
関
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル

や
さ
ら
に
は
彼
の
図
式
を
踏
襲
す
る
Ｒ
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的

見
解
（
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
至
る
歩
み
を
論
理
的
必
然
性
に
基
づ
く
単
線

的
発
展
と
見
な
す
）
を
墨
守
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
は
こ
う
し

た
「
古
い
」
理
解
に
対
し
て
「
カ
ン
ト
と
、
彼
を
引
き
合
い
に
出
す
運
動
と
の

間
の
不
連
続
性
を
承
認
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
と
こ
の
運
動
と
の

内
的
連
関
を
哲
学
的
に
重
要
な
解
明
へ
と
も
た
ら
す

「
新
し
い
」
理
解
を
対
置

」

し
て
い
る
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
そ
う
し
た
不
連
続
性
を
踏
ま
え
た
上
で
別
の
図

式
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
の
図
式
に
よ
る
と
「
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
展
開
」
は

大
き
く
二
つ
の
経
路
を
も
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
へ
と
至
る
第
一

の
経
路
、
シ
ェ
リ
ン
グ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
至
る
第
二
の
経
路
で
あ
る
。
ヘ
ン
リ

ッ
ヒ
の
言
う
「
思
弁
的
観
念
論
の
道
」
と
は
「
本
来
的
な
意
味
で
思
弁
的
な
観

念
論
へ
至
る
第
二
の
発
展
の
局
面
」
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
図
式
に
従
う
と

カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
間
、
あ
る
い
は
シ
ェ

―

リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
間
に
比
し
て

フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
間
に

―

は
一
層
大
き
な
不
連
続
性
が
見
出
さ
れ
る
。
第
二
の
経
路
は
「
カ
ン
ト
お
よ
び

フ
ィ
ヒ
テ
の
超
越
論
的
哲
学
か
ら
出
発
し
て
、
よ
り
狭
い
意
味
に
お
い
て
『
思

弁
的
』
と
呼
ば
れ
う
る
観
念
論
の
構
築
へ
と
至
っ
た
歩
み
」(

)

で
あ
り
、
そ

S.78

こ
で
は
超
越
論
的
哲
学
の
理
論
形
式
が
形
而
上
学
的
な
い
し
は
存
在
論
的
理
論

形
式
と
結
合
さ
れ

前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
る

と
こ
ろ
が

ヘ

、

。

「

ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
お
い
て
は
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
移
行
は
ほ
と
ん

ど
直
接
的
に
、
そ
し
て
純
粋
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
惟
そ
の
も
の
に
お
い
て
既
に

解
き
放
た
れ
て
い
た
論
理
学
の
首
尾
一
貫
性
に
基
づ
い
て
の
み
生
じ
て
い
る
」

（

。
こ
れ
に
対
し
て
「
新
し
い
叙
述
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
一

S
.82

）

八
〇
一
年
以
後
差
し
当
た
っ
て
共
通
に
支
持
し
て
い
た
立
場
の
内
に
一
連
の
発

端
、
つ
ま
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
遠
ざ
か
ら
せ
超
越
論
的
反
省
に
対
立
す
る
モ
テ」

ィ
ー
フ
を
自
立
的
な
展
開
へ
と
も
た
ら
し
た
一
連
の
発
端
の
後
の
帰
結
を
見
る

(
)

の
で
あ
る
。
初
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
プ
ラ
ト
ン
研
究
が
注
目
さ
れ
る
の
も
、

ibid.

こ
う
し
た
発
端
の
一
つ
と
し
て
に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
な
る
ほ
ど
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
新
し
い
図
式
に
お
い
て
は
「
思
弁
的
観
念
論

の
道
」
が
そ
の
「
発
端
」
に
向
け
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
終
点
に
目

を
向
け
る
な
ら
、
こ
の
道
は
思
弁
的
観
念
論
「
へ
至
る
」
道
で
あ
っ
て
そ
れ
以

上
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
図
式
も
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ク
ロ
ー
ナ

。

「

」

ー
の
そ
れ
と
大
差
は
な
い

そ
の
限
り
に
お
い
て

思
弁
的
観
念
論
の
道

―

と
い
う
視
圏
に
と
ど
ま
る
限
り
に
お
い
て

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
『
註
解
』
解
釈

―

『

』

。

は
ク
リ
ン
グ
ス
の

注
解

解
釈
と
は
大
き
く
異
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

G
enesis

und
M

aterie
S

.122-123.

（
一
九
）G

enesis
und

M
aterie

S.123.

（
二
〇
）G

enesis
und

M
aterie

S.123-124.

（
二
一
）
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V
gl.

.
A

19,
B

33-A
22,

B
36.

（
二
二
）

K
ritik

der
reinen

V
ernunft

G
enesis

und
M

aterie
S.142.

（
二
三
）G

enesis
und

M
aterie

S.135-136.

（
二
四
）

（
二
五
）
ク
リ
ン
グ
ス
の
『
註
解
』
解
釈
が
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
そ
れ
と
大
き
く
異

な
る
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
哲
学
を
も
視
野
に
収
め
つ
つ
『
註
解
』
の
意

義
を
考
察
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
ザ
ン
ト
カ

ウ
レ
ン
『
無
制
約
者
か
ら
の
出
発
（

』
や
イ
ー
バ

A
usgang

vom
U

nbedingten

）

D
as

A
ndere

der
V

ernunft
als

ihr

ー
『
そ
の
原
理
と
し
て
の
理
性
の
他
者
（

』
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
後
期
哲
学
に
至
る
視
圏
の
内
に
『
註
解
』
を
位
置

P
rinzip

）

づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
当
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
は
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の

場
合
と
大
き
く
相
違
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も

『
註
解
』
は
直

、

、

接
的
に
は
『
形
式
論
』
に
お
け
る
『
概
念
』
か
ら
の
逸
脱
を
説
明
す
る
も
の
、

、
、
、

す
な
わ
ち
註
一
八
の
意
味
に
お
け
る
「
思
弁
的
観
念
論
の
道
」
の
発
端
の
一
つ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と

『
註
解
』
は
「
思
弁

、

的
観
念
論
の
道
」
の
発
端
に
位
置
す
る
限
り
に
お
い
て
、
間
接
的
に
シ
ェ
リ
ン

、
、
、
、

グ
の
後
期
哲
学
の
発
端
で
も
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
ク
リ
ン
グ
ス
の
場
合

は
事
情
は
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
註
解
』
は
後
期
哲
学
の

発
端
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
同
時
に
「
思
弁
的
観
念
論

の
道
」
の
発
端
で
も
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い

「
思
弁
的
観
念
論
の
道
」
を
貫

。

い
て
次
第
に
開
花
し
て
い
く
の
は
『
註
解
』
に
お
け
る
後
期
哲
学
の
萌
芽
な
の

で
あ
る
。

（
二
六
）

そ
こ
で
は
「
生
成
す
る
も
の

「
生

V
gl.

Platon
:

47e-52d.
Tim

aios

」、

成
す
る
も
の
が
、
そ
れ
の
中
で
生
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
当
の
も
の

「
生
成
す

」
、

、
、
、
、
、

る
も
の
が

そ
れ
に
似
せ
ら
れ
て
生
じ
る

そ
の
も
と
の
も
の

モ
デ
ル

(
)

、

、

（

）
」50d

、
、
、
、
、

と
い
う
三
者
が
区
別
さ
れ
、
前
二
者
が
「
あ
り
そ
う
な
言
論
」(

)

の
対
象
と

48d

、
、
、
、
、

さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
者
の
内
、
さ
ら
に
前
者
は
「
感
覚
の
助
け
を
借
り

て
捉
え
ら
れ
る
も
の
」(

)

と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
（

受
容
者

「
場

）

52a

「

」

」

は
「
一
種
の
擬
い
の
推
理
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
、
感
覚
に
は
頼

ま
が

ら
ず
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
」(

)

と
さ
れ
て
い
る
。
種
山
恭
子
「

テ
ィ
マ
イ

52b

『

オ
ス

解
説

プ
ラ
ト
ン
全
集

第

巻

岩
波
書
店

一
九
七
五
年
参
照

特

』

」『

』

、

、

（

12

に
二
七
七

二
七
九
頁
、
二
八
八
頁

。
な
お
本
文
お
よ
び
註
に
お
け
る
プ
ラ
ト

－

）

V
gl.

auch
G

enesis

ン
の
引
用
は
岩
波
版

プ
ラ
ト
ン
全
集

に
基
づ
い
て
い
る

『

』

。

und
M

aterie
S.131-133.

G
enesis

und
M

aterie
S.131.

（
二
七
）

（
二
八
）
引
用
の
際
に
省
略
し
た
箇
所
は
、
実
際
に
は
《

註
解
』
に
お
け
る
方

『

法
論
的
考
察
の
黙
殺
》
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

省
略
箇
所
を
補
う
と
、
引
用
の
全
体
は
次
の
よ
う
に
な
る

「
シ
ェ
リ
ン
グ
は

。
（
『

』

テ
ー
マ
と
方
法
の
異
常
さ
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
諸
反
省

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

）
を
取
り
上
げ
な
い
。
明
ら
か
に
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
彼
が
プ
ラ
ト
ン

48c-d

の
方
法
に
関
す
る
慎
重
さ

を
既
に
予
め

二

（

）

（

P
latons

m
ethodische

V
orsicht

五
頁
以
下
、
註
Ｃ
参
照
）
完
全
に
誤
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
国

家
な
い
し
教
会
に
よ
る
検
閲
に
対
す
る
神
学
政
治
的
な
自
己
防
衛
と
解
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る

。
し
た
が
っ
て
、

註
Ｃ
に
よ
る
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
プ
ラ

」

( )a

ト
ン
の
方
法
に
関
す
る
慎
重
さ
」
を
「
神
学
政
治
的
な
自
己
防
衛
」
と
誤
解
し

て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
テ
ー
マ
と
方
法
の
異
常
さ
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ト

( )b

ン
の
諸
反
省
を
取
り
上
げ
な
い

。

は

の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

」

( )c
( )a

( )b

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
こ
の
箇
所
を
省
略
し
た
の
は
、

の
主
張
に
関

( )a

し
て
、
ゆ
え
に
ま
た

の
結
論
に
関
し
て
も
疑
念
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

は

( )c

( )a

註
Ｃ
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
註
Ｃ
か
ら

が
導
出
さ
れ
る

( )a

か
否
か
で
あ
る
。

註
Ｃ
自
体
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

に
関
す
る
も
の
で
「

テ
ィ
マ

28c4-29a7

『

イ
オ
ス
』
に
お
い
て
は
至
る
所
で
唯
一
の
世
界
創
造
者
と
い
う
理
念
に
対
す
る

、
、
、

。

」

示
唆
が
十
分
に
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
の
箇
所
も
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る

と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

註
Ｃ
の
主
題
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』

( )i

に
お
け
る
「
唯
一
の
世
界
創
造
者
と
い
う
理
念
に
対
す
る
示
唆
」
で
あ
る
。
さ

、
、
、

て
、

「
偏
見
の
な
い
歴
史
研
究
者
」
な
ら

《
古
代
の
哲
学
者
は
唯
一
神
と
い

、

( )ii
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う
理
念
を
知
ら
な
い
》
と
い
う
意
見
も

《
さ
も
な
け
れ
ば
古
代
の
哲
学
者
は
唯

、

一
神
と
い
う
理
念
を
啓
示
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
》
と
い
う
意
見
も
『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』
に
よ
っ
て
は
確
証
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
め
る
だ
ろ
う
が

「
こ
の
上
な
く

、

誠
実
な
確
信
に
従
え
ば
偽
で
あ
る
」
命
題
に
対
す
る
「
反
対
の
声
」
も
、
特
定

の
意
見
を
優
遇
す
る
政
治
的
優
勢
に
よ
っ
て
「
沈
黙
を
、
あ
る
い
は
、
ほ
と
ん

ど
聴
き
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
ひ
そ
ひ
そ
話
」
を
強
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
う
し
た
状
況
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
時
代
の
み
な
ら
ず
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
に
も

( )iii見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
彼
は
ち
ょ
う
ど
、
現
在
も
な
お
真
理
の
抑
圧
さ
れ

た
友
人
が
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
口
調
で
語
る

。
す
な
わ
ち

「
そ
の
よ
う
に
注

」

、

（

）
、

（

）

意
深
く

そ
の
よ
う
に
不
明
瞭
で
曖
昧
に

behutsam
dunkel

u.
zw

eideutig

そ
れ[

＝
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス]

に
つ
い
て
述
べ
る
」
の
で
あ
る
。

『
テ
ィ
マ
イ
オ

(iv)

ス
』
の
次
の
二
つ
の
箇
所
は
そ
の
口
調
の
例
証
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

【
引
用
①

「
神
々
に
つ
い
て
［
…
］
ど
こ
か
ら
見
て
も
完
全
に
整
合
的
な
、
高

】

度
に
厳
密
に
仕
上
げ
ら
れ
た
言
論
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
［
…
］
話
し
手

の
私
も
、
審
査
員
の
あ
な
た
方
も
、
所
詮
は
人
間
の
性
を
持
つ
も
の
で
し
か
な

い
［
…
］
従
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
だ
あ
り
そ
う
な
物
語
を

、
、
、
、
、

、

［

］
」。

受
け
入
れ
る
に
と
ど
め

そ
れ
以
上
は
何
も
求
め
な
い
の
が
ふ
さ
わ
し
い

…

【
引
用
②

「
そ
の
他
の
神
霊
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
生
ま
れ
を
語
っ
た
り
識
っ

】

、

、

た
り
す
る
こ
と
は

わ
れ
わ
れ
の
分
際
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
こ
と
で
す
か
ら

以
前
に
こ
の
こ
と
を
語
っ
た
人
々
を
信
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

［
…
］
か

。

、

、

［

］

れ
ら
の
話
に

何
か
そ
れ
ら
し
い
証
明
や

必
然
的
な
証
明
が
な
く
て
も

…

慣
例
に
従
っ
て
、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
を
信
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。」

さ
て
こ
こ
で
ク
リ
ン
グ
ス
の
主
張
に
戻
る
と
、

が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

( )a

註
Ｃ
は
《

有
」
と
「
生
成
」
と
い
う
対
象
の
相
違
に
即
し
て
言
論
を
「
真
実
の

「

言
論
」
と
「
あ
り
そ
う
な
言
論
」
に
区
分
す
る

「
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
に
関
す
る

》

慎
重
さ
」
を
主
題
と
し
、
二
つ
の
引
用
も
そ
の
例
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
実
際
に
は
註
Ｃ
は
、
神
、
神
々
、
神
霊
に
関
す
る
「
現
在
も
な
お
真
理

の
抑
圧
さ
れ
た
友
人
が
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
口
調
」
を
主
題
と
し
、
二
つ
の
引

用
も
そ
の
例
証
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
引
用
①
は
元
の
文
脈
に

お
い
て
は
「
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
に
関
す
る
慎
重
さ
」
を
扱
っ
て
い
る
箇
所
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
引
用
①
は
「
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
に
関
す
る
慎
重

」

（

『

』

さ

を
扱
っ
て
い
る
最
も
典
型
的
な
箇
所
の
一
つ

例
え
ば

テ
ィ
マ
イ
オ
ス

の
よ
う
な
）
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
引
用
①
に
は
引
用
②
が

47e-52d

並
置
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
用
①
の
読
み
方
が
引
用
②
に
規
整
さ
れ
る
よ
う

に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
神
々
に
つ
い
て
［
…
］
あ
り
そ
う
な
物
語
を

、

、
、
、
、
、

受
け
入
れ
る
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
上
は
何
も
求
め
な
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の

註
Ｃ
に
お
い
て
は
「
何
か
そ
れ
ら
し
い
証
明
や
、
必
然
的
な
証
明
が
な
く
て
も

以
前
に
こ
の
こ
と
を
語
っ
た
人
々
を
信
用
」
す
る
と
同
義
に
読
ま
れ
る
べ
き
こ

と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
引
用
①
に
戻
る

と
、
こ
れ
も
「
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
に
関
す
る
慎
重
さ
」
を
扱
っ
て
い
る
箇
所
と

し
て
で
は
な
く
、
シ
ュ
テ
ィ
フ
ト
に
於
い
て
「
現
在
も
な
お
真
理
の
抑
圧
さ
れ

た
友
人
が
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
口
調
」
に
瓜
二
つ
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て

殊
更
に
選
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
プ
ラ
ト
ン
の

方
法
に
関
す
る
慎
重
さ
」
を
扱
っ
て
い
る
典
型
的
な
箇
所
は
、
必
ず
し
も
同
時

に
「
現
在
も
な
お
真
理
の
抑
圧
さ
れ
た
友
人
が
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
口
調
」
で

も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
が
《
神
学
的
主
題
を
め
ぐ
っ

て
、
理
性
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
真
理
を
韜
晦
す
る
た
め
に
、
権
威
に
譲
歩
す

る
か
の
よ
う
に
述
べ
る
表
現
法
》
で
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
結
論
を
言
え
ば
、
註
Ｃ
が
「
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
に
関
す
る
慎
重

さ
」
に
つ
い
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
態
度
に
関
し
て
何
事
か
を
教
え
て
く
れ
る
、

と
い
う
ク
リ
ン
グ
ス
の
前
提
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
註
Ｃ
は
あ

く
ま
で
も
プ
ラ
ト
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こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
ニ
ャ
の
『
註
解
』
解
釈
の
全
体

を
検
討
す
る
余
裕
は
今
は
な
い
。
し
か
し
彼
女
の
基
本
主
張
を
最
も
広
い
意
味

に
と
っ
て
、
そ
れ
を
《

理
性
の
歴
史
」
と
い
う
一
種
の
哲
学
史
的
構
想
が
『
註

「

解
』
の
前
提
の
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を
な
し
て
い
る
》
と
解
し
う
る
な
ら
ば
、
私
と
し
て
は
そ

れ
に
異
を
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え
る
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由
は
な
い
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そ
の
場
合
、
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年
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想
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想
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し
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発
展
形
態
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見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
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Das Unbedingte und die intellektuelle Anschauung
― ―Vom zurTimaios-Kommentar Ichschrift

Erster Teil

Kouki ASANUMA

In seinem Aufsatz »Der Weg des spekulativen Idealismus« (1986) hat Dieter
Henrich eine in der Forschungsgeschichte zum ersten Mal erscheinende Inter-
pretation von dem Schellingschen vorgelegt. Seine These istTimaios-Kommentar
folgende: Schellings Absicht in diesem Kommentar ist zu zeigen, dass Platons Rede
von der Weltschöpfung in Wahrheit nichts anderes als die Kantische Konzeption der
Erkenntnis intendiert. Diese Identifizierung bringt aber in die Organisation von
Kants Kategorienlehre zugleich auch eine neue platonische Struktur. Diese nicht
explizierte Verschiebung der Kategorieninterpretation erhebt sich zum ausdrück-
lichen Prinzip in der . Der ist also inhaltlich mit derFormschrift Timaios-Kommentar

verbunden und erklärt, warum die Kategorienlehre in dieser anders alsFormschrift
in der Fichteschen organisiert ist, obwohl die das An-Begriffsschrift Formschrift
liegen Fichtes teilt.

Im Jahre 1994 wurde die Erstedition des publiziert. DieseTimaios-Kommentars
enthält auch eine interpretierende Studie von Hermann Krings mit dem Titel
»Genesis und Materie - Zur Bedeutung der »Timaeus«-Handschrift für Schellings
Naturphilosophie«. Wie schon dieser Titel suggeriert, ist die grundlegende Hypo-
these der Kringsschen Interpretation folgende: Der ist eine ArtTimaios-Kommentar
Vorläufer der späteren Naturphilosophie Schellings, insbesondere ihres Materie-
begriffs. Diese Hypothese ist, obwohl Krings dies nicht so explizit sagt, zweifellos
eine Antithese gegen die Interpretation Henrichs.

Michael Franz kritisiert aber in seinen (1996)Schellings Tübinger Platon-Studien
diese Hypothese von Krings. Er behauptet, dass die naturphilosophische Auffassung
des Textes im Ganzen, wie sie Krings einleite, deswegen zu einer einseitigen, und
darum letztlich inadäquaten Interpretation führe, weil sie an einem anderen
Hauptanliegen des Textes vorbeigehe und den Kontext auf die Naturphilosophie
einenge. Obgleich ein doppeltes Interesse Schellings Denken in diesem Kommentar
leite, so führt Franz weiter, sei das Thema, dem Schellings vorrangige Bemühung
gilt, doch nicht das naturphilosophische, sondern das transzendentalphilosophische,
also dasselbe wie in der .Formschrift

Aber Franz erklärt nicht, wie beide Themen in zusammen-Timaios-Kommentar
hängen. Diesen Zusammenhang aufzuklären ist die Aufgabe der vorliegenden
Abhandlung. Diese hat zwei Teile. Im ersten Teil zeige ich, dass zwar für beide
Interpretationen gleicherweise gute Argumente im Text gefunden werden können,
aber die Kringssche Interpretation, zumindest in ihrer originalen Form, einige
entscheidende Schwächen hat, also nicht überzeugend ist. Dann versuche ich im
zweiten Teil, die Kringssche Interpretation umzubilden, indem ich sie von der
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unmittelbaren Beziehung mit der Naturphilosophie freimache und neuerlich auf die
, insbesondere auf ihre Kerngedanken des Unbedingten sowie derIchschrift

intellektuellen Anschauung beziehe. Die vorliegende Abhandlung zielt nämlich
Timaios-darauf ab, den scheinbaren Gegensatz beider Interpretationen des

aufzuheben und dadurch eine neue Perspektive auf Schellings frühereKommentars
Timaios-Philosophie zu eröffnen, indem sie den thematischen Zusammenhang des

mit der klarmacht.Kommentars Ichschrift


