
聯
蛤
鯛

叢

納
税
義
務
者

と
し

て
の
内
臓

・

債
値

の
類

型

と
個

性

・
:

諺

畿

肚
會

改
造
哲
學

及
び
連
帯

思
想

・

基
督
教
文
明

の
獲
展
概

論

・
・

時

外
醐

天
然
資
源

の
国
際

的
開
放

の
原
則

・
・

産
業
組
合
中
央

金
庫

に
就

C

:

一説

苑

婚
姻
年
齢

の
統
計

的
研
究

・

雛
邪

録

失
業
保
険
制
度

の
推

移

・
…

生

産

者

及
び
消

費

者

・・し
て
の
露

西

亜

:

世
界

的

貨

幣

問

題

男

.
セ

ル
騰

伽
・
・

一
凋

逸

高

等

官

の

生

計

費

・
・
・
・
…

マ
ッ
ク

ス
・ウ

ェ
ー

バ

ー

の
論

文

集

:

●
注
學
博

士

・
濃

墨

士

.
文
學

博
士

・
法
學
博
士

冒
法
學
博
士

.
法
學
博
士

.
経
濟
學

士

■
法

學

士

.
縄
濟
學
士

■
纏
濟
學
土

.
纒
濟
學
士

●
注

畢

士

聯

戸

正

雄

恒

藤

恭

米

田

庄

太

郎

財

部

静

治

戸

田

海

市

河

田

嗣

郎

岡

崎

丈

規

一
戸

二

郎

藤

野

靖

小

川

扇

太

郎

}

岡

崎

女

規

山

口
正

太

郎

一
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儂

値

の

類

型

こ

個

性

二

)

・

恒:

藤

恭

一

實
准
的
封
象
の
世
界
が
、
残

る
隈
も
な
く
合
理
化
さ
れ
得

る
ξ
は
、
素
よ
り
考

へ
難

い
で
あ
ら
う
け
れ
ざ
、
わ

れ
わ
れ
の
理
論
的
理
性
が
實
在
的
勤
象
の
世
界
を
支
配
し
能
ふ
限
り
に
お
い
て
の
み
、
脛
験
科
學

の
領
域

が
成
立

す
る
ご
い
ふ
こ
ε
も
、
否
定
す

べ
か
ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ

恥
故
、
貴
在
的
封
象
の
世
界
が
理
性
の
は
π
ら
き

に
よ
っ
て
経
験
の
世
界
に
ま
で
組
成
さ
れ
る
論
理
的
構
造
を
、
確
實
に
認
識
す

る
こ
ざ
は
、
経
験
科
學
の
存
立
の

根
擦
を
問
題

ε
す

る
者
に
宣

り
て
、
最
初
の
且

つ
最
後
の
課
題
た
ら
ざ

る
を
得
な

い
わ
け
で
あ
る
。

か
や
う
な
意
圖
を
以
て
、
理

論
的
理
性

の
働

き
を
批
劃
す
る
こ
ε
は
、
.必
竟
理
論
的
理
性
そ
の
者
の
働
き
に
侯

っ
外
は
な
い
が
、
こ
の
理
性

一
般
に
課
せ
ら
れ
た
自
己
批
判
の
任
務
は
、
歴
史
的
に
は
、

カ
ン
ト
の
鏡
割
的
意
識

に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
確
な

る
自
畳
を
以
て
行
は
れ
た
。
唯

カ
ン
ト
の
批
判
は
、
理
性
が
経
験
の
世
界
を
構
成
す

る
機
龍55
の
全
般
に
向

っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
。
主

こ
し
て
、
こ
の
機
能
が
普
遍
化
的
概
念
構
成
原

理
に
則

っ
て
活
動
す
る
方
面
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
同
じ
機
能
の
個
性
化
的
概
念
構
成
原
理

に
從

論

叢

鰹

の
類
型

ε
個
性

(
『
)
.

第
+
六
巻

(第
四
號

二
三
)

六
〇
五



巴

論

叢

慣
値
の
類
型
建
個
性
三

第
+
六
巻

(第
四
號

二
四
)

六
〇
六

ド

ふ
方

面
に

お
け
る
批

別

の
事
業

が
、
ウ

イ
ソ
デ

ル
バ

ソ
ド
、

リ

ッ
カ
ー
ト
な

ご
の
人

々
に
よ

っ
て
着
手

さ
れ
、
進

捗

せ
し
め
ら

れ
た

こ
ε
も
、
知

れ
わ
た

っ
た
事

實
で

あ

る
。
.

か
く

て
、
経

験

の
対
象

π
る
實
在

の
世
界

に

つ
い
て
は

、
わ
れ
わ
れ

は
そ

の

一
般

的
論
理
的
構
咄
氾
を
瞭

然

ご
見

渡

し
得

る
や

う
な
立
場
に
ま

で
、
.導

か
れ
来

て
み
る

の
で
あ
る
が
、

ロ
ソ
ソ

ェ
以
来

、
多

く

の
哲
學

看

た
ち
が
好

臥
で
貴
在

の
世
界

に
対
立

せ
し

め
る
慣
ひ

で
あ

る
所

の
儂
櫨

の
世
界

に

つ
い
て
は
、

事
實

は
必

ず

し
も

同

一
で
な

い
や
う

に
思

は
れ

る
。

償
恒
的
対

象

の
世
界

は
、

お
そ
ら

く
は
、
實
在

的
対

象

の
世
界

に
比

し
て
、

一
層

頑
強
な

る
抵
抗

を
理
性

の
論

理
的
支

配

に
向

っ
て
提
供
す

る
.も
の
ご
言

ふ

べ
き
で

あ
ら

う
。

け
れ
こ

も
、

わ
れ

わ
れ
が

償
直

の
世
界

に

つ

い
て

■

も
思
索
を

め
ぐ
ら
す

こ
ε
を

思
ひ
止

ま
ら

な

い
限

り
、

そ

の
世
界

の
論
理
的

把
捉

が
如

何

に
し
て
且

つ
如
何
な

る

程

度

ま
で
可
能

で
あ

る
か

ご

い
ふ
こ
ξ
を
、

吟
味

せ
す

に
は
居

ら
れ
な

い
筈

で
あ

る
。

し

か
る
に
、
債
値

の
世
界

の
論
理
的
溝

造

の
認
識

は
、
從
來
主

こ
し
て
、
普
遍
化

的
概

念
構
成

の
方
面

か
ら

の
み
行

は
れ
な

の
で
あ

っ
て
、

償
値

の
個
性

の
論

理
的
微
討

は
、
甚

し
く
等

閑

に
付

せ
ら

れ
た
観
が

め

る
。

勿
論
、

フ
イ

ヒ
・7
や

ヘ
ー
ゲ

ル
や

に

よ

っ
て
企

て
ら

れ
π
所

の
.
偉
大
な

る
個
性

的
債
値

内

容

の
思
想
的
把

握
は
、

永
久
に
後
人

の
、恥
を
躍
ら
す

力
を

有
す

な
も

の
で
あ
り
・
殊

に

↑

ゲ

ル
に
お

い
て
は

・.
斯

か
る
企
て
が

、
償
値

の
個
性

に
關
す

る
、
深

一
豊

か
な

る
論
理
的
思
一索
に
立
…脚
す

る
も

の
で
あ

る
こ

ε
は
、
否

む

べ
く
も
な

い
。
唯

へ
ー
グ

ル
な
ご」
に
お

い
て
は
、
強
烈

■



・な

る
形
而
上
學
的

興
味

が
.

つ
ね
に
純
粋

な

る
論
理
的

興
味

を
甚

し
く
厘
近

し
て
居

り
、
そ

の
黙
に

お

い
て
、
多

く
の
批
判
的
修
正

を
要

す

べ
き
も

の
が
め

る
や
う

に
考

へ
ら

れ

る
。
私

の
乏

し

い
知
識

の
及

ぶ
限

り
で
は
、
實
在

ご
領
値

ざ
を
祇

然

ご
別

つ
批

劉
的
見

地

に
立

ち

つ

・
、
、
償
値

の
個
性

の
論
理
的
構
造
を

、
初

め

て
十

分
な

る
自

覚

を

以
て
問

題
£
し

覚
者

は
、

ラ
ス
ク
で
め

る
。

し

か
し
な

が
ら
職
・筆

の
だ

め

に
天
壽

を
全
く

し
な
か

っ
た
ラ

ス
ク

は

、

こ
の
問
題

を
十

分
に
展
開

し
て
、
そ

の
諸
相

に
亘

り

考
察

し

つ
く
し
た

こ
ご
は
、
決

し
て
盲
ひ
得
ら
れ
な

い

ε
思

ふ
。

こ
の
稿

に

お
い
て
、
私

が
試

み
担

い
ε
思

ふ
考
察

ば

、
元
来

ラ
ス
ク
の
所

論

に
よ

っ
て
暗
示

を
受

け
た

の
で
め

り
、
根
本

に
お
い
て
彼

の
思
想

に
負

ふ
所
が
甚

だ
多

い
が
、
債
櫨

の
個
性

の
理
解

に

つ
い
て
、・
ラ

ス
ク
ざ
は
多

少

異

な

つ
陀
方
向

へ
己
、
問
題
を
展
開

し
て
見

セ

い
ご

い
ふ
の
が
、
私

の
希
墾

で
あ

る
。
或

ぽ
、

ラ

ス
ク
ご
は
相
違

し
た
途

を
セ
ギ
L
つ
て
行

↑
ほ
こ

、
私

の
考

察

は
、
あ
や

ま
ち
の
深
み

に
陥

っ
て
行

く

ε

い
ふ
の

で
め
る
か
も
知

れ

な

い
。
け

れ
こ

も
、
現
在

で
は
、
私
自

身
は
、
そ

の
途

を
把
ご

つ
て
行
く

こ

ご
が
、
決

し
て
無

用
で
な

い
ご
信

じ

て
み
る
。

そ
し
て
、
横
位

の
個
性

の
問

題

の
考
察

は
、

償
値

の
世

界

そ
の
者

の
洞
察

の
上

に
大

切
な

ば

か
り

で
な

、

一
、
實

在

の
世
界

の
構
造

を
よ
り
明
確

に
認

識
す
.る
上

に
も
役

立

っ
も

の
で

あ
り
、
否

そ

の
た

め
に
峡

く
可
か
ら

ざ

る
條
件

を
成
す

も

の
で
あ

る
こ
も
考

へ
る
の
で

め
る

。

,

二

弘湘

叢

便
債
隔の
類
別
工
ミ
個
性

へ
【
)

第

十
山ハ
巻

(儀
躍四
就

一
=
血
)

⊥ハ
Q
七



訟㎜

漣取

個隅楮唖の
類
別
瓢ε
個
性
〔
】
)

第
十
⊥ハ巻

(第
四
[哺砺

二
山ハ)

⊥ハ
○
八

債
値

の
安
當

の
普
幽
性

の
問
題

ε
、
償
値

の
内

容
の
普
遍
性

の
問

題

ε
は
、
哲
學

の
歴

史

に
お

い
て
古

く

か
ら

互
ひ
に
密
接

に
相

關
嚇

せ
し

め
ら
れ

て
取

扱
は

れ
、
且

つ
や

、
も
す
れ
ば

、
共

に
同

一
の
意
義

を
有
す

る
問
題

π

る
か
の
如

く

に
取
扱
は

れ
た
や
う

に
思
は

れ
.る
。

た

ご

へ
ば
、

プ

ラ
ト
ー
ン
の
イ
デ

ア
の
説
は
一

殊

に
そ

の
初

.

期

の
形
態

に
お

い
て
一
i

さ
う

し
π
事

例

の

一
つ
で
あ

る
ざ
思

ふ
。

尤
も
更

に
遡

っ
て
考

へ
る
ε
、
ブ

ラ
ト
ー

ン
は

、
か
や

う
な

思

索

の
傾
向

を
、
そ

の
師
.ソ
ク

ラ
・プ

ス
か
ら
受
け

纏

い
だ
の
で
あ
る

ε
も
、
吉
ひ
得
ら

れ

る
で
あ
ら
う
。
普

通

に
知

ら

れ
て
み
る
や

う

に
、
ソ
ク
ラ
プ

ス
は
、
徳

E
知

ε
の
問

に
、
最

も
深

き
、
最

も
密
接
な

る
關
係
の

"幽在
す

る

こ
ε
を
、確

く
信

じ
た
。
彼

は
、
ソ
フ
.イ

ス
ト
ξ
同

じ

や
う

に
、
道
徳
生
活

に

お
い
て
、
個

人
を

し
て
傳

統
的
権

威

か
ら

解
放

さ
れ
し
め

る
こ
`

に
力

を
蝸

し
た
が

、

ソ

フ
ィ
ス
ト
が
、

個
人

の
自

然
的
挫

能
叉
は
戚
情

の
考
量

に
よ

っ
て
、

實
除

的
生
活

の
規
準

を
紫

め
や
う

こ
し
陀
の

蓬
は
蓮

っ
て
、

ン

ク
ラ
プ

ス
は

、
眞

正
な

る
智
識

の
光

明
の
照

ら

す
所

に
の
み
、
眞

正

の
徳

は
成

立
す

る
ざ
誘

い

.

た
。

然

る
に
、

ソ

ク
ラ
プ

ス
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
認
識

は
普
遍
的

概

念

の
把
持
を
意
味
す

る

の
で
め
る
が
ら

、
人

が
道

徳
的

に
行
為

し
得

る
た

め
に
は
、

そ
の
行

爲

に
關

係

あ
る
事

物

に

つ
い
て
、
普
遍
的
知
識

を
も

つ
こ
ご
を
要

す

る
わ
け

で
あ
り
、
殊

に
何
よ
b

も
先

づ
行

爲

の
主
艦

た

乃
己
れ
自

ら

に

つ
い
て
普

遍
的
知
識

を
獲
得

し
な

け
れ

ば
な
ら

ぬ
筈

で
あ

る
。

他

の
何
物

に
も

俟

つ
所
な
く
、
純
粋

に
己
れ
み

つ
か
ら

の
力

に
よ

っ
て
存
立
す

る
道
徳

の
規
範

の
権

旗
を

確
立

1)cfGomperz,G1・iechischeDeriker」,2、i3.19【2,S.53仔 ・



す

る
こ
ε
が
、

ソ
ク
ラ
グ

ス
の
哲
墨

画
思

惟
の
「根

本
的

動
機

で
あ

っ
た
。
斯

か
る
道
徳

の
規
範

に
特

有
な

る
力
は

そ
の
絶

勤
的
妥
當
性

に
他

な
ら

戯
.
あ
ら

ゆ
る
臆
見
や

俗
説
や

の
紛
雑

の
上

に
超

越

し
て
、

そ
の
正

邪
を

明

か
に

す

る
標
準

た

る

べ
き
道
徳

の
法

則
が
、
斯

か
る
使
命
を

果

し
得

る
た

め
は
、
何

よ

り
も
先

づ
あ
ら

ゆ

る
人

に
謝

し

て
承
認

を
要

求
す

る
の
権
威
を
、
即

ち
普
遍
妥
當
性
を

具
有

し
な
け

れ
ば

な
ら

兎
。

そ
」

て
、
斯

か

る
普

遍
要
當

的
法
則
を
把
持
す

る
こ

ε
こ
そ
は
、
認
識

の
唯

一
の
任

務

で
あ

る
ε
共

に
、
斯

か
る
法
則

の
認
識

こ
そ
は
、

道
徳

の
根

本
義

で
あ
る
。
一

徳

ε
知

ε
は
合

一
す

る

ご

い
ふ

ソ
ク
ラ
プ

ス
の
根
本
見
地

か
ら

す
れ

ば
、
徳

を
認
識

す

る
こ
ご
は
、
徳

の
最
高
な

る
も

の
で
あ

る
が
、
徳

の
認

識
は
、
徳

の
溜
識

の
可
能
性

を
前

提
す

る
も

の
ε
吉

は
ね

ば
な
ら

強
。
他

の
吉
を

以

て
言

ふ
ε
、
徳

は
激

へ
ら

れ
得

る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
わ
け
で

あ
る
が
、
眞

に
敏

へ
ら

れ
得

る
も

の
は
、
概

念
さ
れ
だ
も

の
、
概
念

に
よ

っ
て
把

捉

さ
れ
た
も

の

、
外
・に
は
な

い
ρ
1

か
や

う
に

ソ
ク
ラ
テ

ス
に
よ
れ
ば

、
道
徳

の
本
質
は

、
自
律

性

ご
可
認
識
性

ご

に
存

す

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
二

つ
の
性

質

は
、
概

念

の
論
理
的
機
能

に
他

な
ら

阻
の
で
あ

っ
て
、
.概
念

こ
そ
は
道
徳

の
償
値

を
姉
貴

に
表
現
す

る
も
の
で
あ

る
。

し
か
も
概
念

に
よ

る
理
解

、
す

な
は
ち
認
識
は
、

道
徳
的

事
物

に

つ
い
て
の
み
成

立
す

る
の
で
あ

っ
て
、
概

わ

念

の
論
理
的
機
能

が
、
道
徳

の
本
質
的

特
徴

ε
合
致
す

る

の
も
、
深

き
因
由

に
基

く

の
で
み
る
。

ソ
ク
ラ
テ

ス
は

、
か
く

の
如

く
、
道
徳

の
償
値

ご
眞

理
の
償
値

ε
を
、
.不

可
分
離
的

に
關
聯

せ
し

め
て
み

る
が

元
来
彼

の
認
識

論
的
見

解
は
、

ソ
フ
.イ
ス
ト
の
相

掛
主

義
的

認
識
論

に
謝
す

る
唆

し
き
反
樹

に

お
い
て
成
立

し
た

誹

議

慣
餌
の
類
響

癇
性
三

第
+
六
巻

(第
四
號

ニ
モ
)

六
〇
九

2)'cf,H6nigswald,DieFhilosophiedesAltertums,Igl7,.SS.132ff.
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、

論

叢

便
値
の
類
型
こ
側
件
(
;

第
+
六
巻

(第
四
號

二
八
)

六

δ

の
で
あ

る
か
ら
、

あ
ら

ゆ

る
人
間

に
封

し
て
安
當
す

る
も

の
ピ
し
て

の
認
識

の
意
義

を
、
最
も
力
強

く
高
調
す

る

も

の
で
あ
る
。

そ
し

て
成

る
認
識

が
、
眞

に
す

べ
て

の
人
間

に
愛
當
す

る
認
識

ε

し
て
成
立

し
得

る
所

以
は
、
其

れ
が
、
す

べ
て
の
個
別
的
事
物

の
知
豊

の
う
ち

に
含
有

さ
れ

て
み
る
所

の
共

通
的

な

る
も

の
、
普

遍
的

な

る
も

の

を

、
的
確

に
把
握

し
提
示
す

る

か
ら

で
あ

る
ε
さ
れ

る
。
す

な
は
ち

ソ

ク
ラ
テ

ス
に
よ

れ
ば
、

理
論
的

眞
理
が
普

遍

愛
當
的

た

る
の
は
、
そ

れ
に
よ

っ
て
定

立

さ
れ
る

論
理
的
内

容

の
普

遍
性

に
基

く
の
で
あ
る
。

換
育

す
れ
ば

、

認
識

の
慣
値

は
、

そ
れ
が
概

念

に
依

っ
て
、
普

遍
的

知
識
内
容
を
確
立
す

る
か
ら

で
あ
り

、
更

に
、
事
物

の
正

し

藷

識
を
必
然
的
前
提
條
讐

す
る
道
徳
的
行
爲
の
並愚

書

性
も
亦
恐
諭
的
内
容
の
並・
遍
讐

、
張
も
緊
密

結
合
す
る
も
の
`
育
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

道
徳
的
規
範

ε
同
様
に
、
自
然
法
則
も
亦
、
認
識
及
び
概
念

の
必
然
的
籐
件
を
満
足
す

る
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ

の

こ
ε
は
、

ソ
ク
ラ
テ

ス
の
想

ひ
及

ば
な

か

っ
た
所

で

あ

っ
た
つ

近
代
人

に
ε

っ
.て
は
、
自
然
法
則

こ
そ
は
、
最
も

普
遍
内
容
性

に
富

む
も

の
だ
る

の
で
あ

る
が

、

ソ
ク

ラ
ナ

ス
が
、
認
識
及

び
概

念

の
普
遍
内
容
性

の
最

も
意
義

あ

る
表
現
を
・
道
徳
の
規
範
覧

画
し
だ
こ
忌

遺

徳
の
興
値

の
普
饗

當
性
の
根
撮
を
、
そ
の
償
臓
内
容
の
普

遍
性

に
求

め
む

沖
冒す

る
傾
向

を
示
す
も

の
こ
し
て
、

興
味
深
く
考

へ
ら

れ

る
の
で
あ
る
。

三

-

虚
し

き
道
徳
的
生
活

に
甥
す

る
欲
求

が
、

事
物

の
真
相

を
捉

へ
む

ご
す

る
畢
問
的

思
惟
を
喚

び
起
す

ε
共

に
、

3)Wlロdelband,Lehrbし1⊂hderGeschichtederPhilosophie,9.u.IQ.A.Ig2L

S,S.77一 ア8,cf.Maier,Sokrates,19【3,S・262・ 丘・

のH6nigswald,a.a.O.S.136.



後
者

に
よ

っ
て
の

み
前

者

が
可
能

ε

さ
れ

る
ε

い
ふ

ソ

ク
ラ
テ

ス
の
根
本
見

解
は
、

プ

ラ
ト

ー

ン
に
お

い
て
、
.極

め
て
高

い
調

子
に
緊
張

せ
る
形
而
上
學
的

思
想

に
ま

で
獲
展

せ
し

め
ら

れ
た
。

プ

ーフ・
ト
ー

ン
に
`

つ
て
も
、
哲
學

的
思
惟
は

、
深
く
人
間

の
本
性

に
根

ざ
し
た
道
徳
的
欲

求

に
促

さ
れ
て
現

れ
來

る
の
で
あ

っ
て
、
.正

し
く
生

き
む

ご
す

る
念
慮

が
、
實
在

の
本
質

に
迫
到

せ
む

ε
す

る
哲

學

的
思
惟

に
原
動
力

を

さ
づ
け

る
の
で
あ
る
。
し

か
も
正
.

し
き
思
惟

は
、
事
物

の
絶

え
ざ

る
流
縛

の
す

が
だ
を
追

ふ

に
專

ら
な

る
知
箆

の
如

く
、

は
か
な
く
便

り
な

き
臆
見

を
獲

得
す

る
ざ

い
ふ
の
で
あ

っ
て
は
な
ら

す
、
永
劫
不

愛

な

る
事
物

の
本
質

を
示
す

ε
こ
ろ
の
其

れ
自
ら
確

固

不

動
た

る
認
識
を
提

供
し
な
け
れ
ば
な
ら

戯
。
官
能
的
知

畳

に
映

っ
て
は
消

え
行

く
世
界

は
、
不
完
全

且

つ
不
十

分

な

る
意
味

に

お
い
て
の
み
、
實
在
す

る
も

の
ε

い
ふ

べ
く
、
哲
學
的

思
惟
を
通

じ
て
顕

現
す

る
世
界

、
す
な
は
ち

イ
デ

ア
の
世

界

の
み
が

、
完
全
な

る
、
十

分
な

る
賃
在

性

を
具

有
す

る
の
で
あ
る
。
奥

に
売

買
せ
る
實
在
性

を
も

つ
「イ
デ

ア
ご
、
.わ

っ
か
に
稀
薄

不
純

な

る
實
在
性

を

も

つ
に

す

ぎ
な

い
現
象
的
事
物

ど
を
比

べ
て
見

る
ご
、
後

者
は
各
自

そ
れ
に
固
有
な

る
特

殊
的
個

別
的
内

容
を
以

て
み
た

さ
れ

て
み
る
に
反

し
て
.
前

者
は
、
成

る
種

類

に

顯
す

る

一
切
の
個
物

に
共
通
な

る
普

遍
的

内
容
を
含
有

す

る
も

の
で

め
り
、
後
者

が
そ
れ
ぞ
れ
特
有

な

る
形

態

に

お

い
て
、
官
能

の
前

を
過
ぎ
去

っ
て
行

く

に
反

し
て
、
前

者

は
永
久

に
静

止

せ
る
純
粋
な

る
形

態
を

よ
そ
ほ

ひ

つ

つ
、
思
惟

に
ざ
り

て
/c
こ
し

へ
の
憧
憬

の
境
地

を
形

づ

く

る
の
で
あ

る
。

か
や
う

に
、
ブ

ラ
ト
ー

ン
に

お
い
て
は
、
知
畳

の
…対
象

た

る
個
物

が
特
殊
的
論

理
的
内
容
を
有
す

る
に
反

し
て

論

叢

便
値
の
類
型
ざ
他
性
(
一
)

第
十
六
巻

(第
四
號

二
九
)

六

】
一

1)cLB6nard,Platonsaphilosophie,18g2,p.119etsuiv,

、
亀



十

論

叢

偵
値
の
類
響

個
性
(
「
)
.

第
+
六
巻

(第
四
號

三
9

六

一
二

思
惟

の
対
象

た
る
イ
デ

ア
は
普
遍
的
論
理
的
内
容

を

有
す

る
こ
ご
を
以

て
そ

の
本
質

こ
し
、
あ

だ
か
も

そ

の
故

に

イ
デ

ア
甘
、
眞
實

の
意
味

に
お

い
て
實

在
す

る
も

の

ε
畜

ひ
え
ら

れ
る

の
で
め
ゲ
。
認
識

の
普

遍
安
當
性
も
、

そ

れ
が
普
遍
的
内
容

に
お
い
て
永
久
的
存
立
を
保

つ
イ
デ

ア
に
關
保
す

る

こ
ご
に
よ

っ
て
、

可
能

・し
さ
れ

る
の
で
あ

り
、
官
能

的
事
物

が
不
完

全
な
が
ら
も
成

る
程

度
の
實

在
性

を
有
す

る
の
も
、

そ

の
特
殊

的
内

容

が
、

イ
デ

ア
の

普
遍
的
内
容

に
劃

し
論
理
的
僑
存

關
係

に
立

つ
こ
蓬

に
因

る
の
で
あ
る
。

か
の

ロ
ツ
ソ

卑
を
し

て
、

プ

ラ
ト

ー
ン

の
イ
デ

ア
は

」
客
観

的
袋

當
性

の
思
想
的
結

晶

π
る

に
止
ま
り
、
何
等

か

の
意
味

に
お
け

る
實

在
性
を
含

む

の
で

の

は
な

い
ε
い
ふ
解
糧
を
試

み
る

に
至

ら
し
め
た
迄

に

も
、

プ
、ラ
ト

ー
ソ
の
イ
デ

ア
に

お
い
て
は
、
實
在

の
論
理
的

普
遍
的
内
容

ε
、
債
侑

の
普
遍

安
當
性

ε
が
、
有
機

的
統

一
の
う
ち

に
融
合

し
て
み

る
の
で
あ

る
。

そ

し

て

ま

π
、
斯̀

か
乃
有
機
的
統

】
か
ら

し
て
、
償
値

の
並
目
通

愛
當
性

ご
債
値

内
容

の
普

遍
性

ε
の
間

に
、
必
然

的
關

聯
が

.

生

ま
れ

て
来

る
。

す

べ
て
の
イ
デ

ア
の
中

で
最

高
の
地

位

に
立

つ
も
の
は

、
善

の
イ
デ

ア
で
あ
り
、

あ
だ

か
も
太

陽

の
光
り

が
、

　.切

の
物
髄

の
形
象

を
し
て
可

見
的
た
ら

し

め
る
や
う

に
、
善

の

イ
デ

ア
は
、
他

の

一
切

の
イ
デ

ア
を

し
て
、
道

徳
的
究

極
目
的

の
光
明
に
浴
せ

し
め
乃
.こ
ご

に
よ
う
、
各
自

の
正
し
き
意

味

を
顕

現

せ
し

め
る
。
但

し
他

の

一
切

の
イ
デ

ア
は
、
善

の

イ
デ

ア
に
謝
し
、
目
的
論

的
僑
存

關
係

に
立

つ
の

で
あ

っ
て
、
論
理

的
類

馬
關
係

に
立

つ
も

の
で
は
な

い
。
む

し
ろ
債
億

の
普
遍
安
當
性

`
、
そ

の
内
容

の
普
遍
性

ご
.の
關
聯

の
思

想
は
、
、次

の
二

つ
の
方
面

2)とfWilamowitz,Plato.,2.A.り20、S、346圧.

s)Lotze,Logik,herausgeg.vonGeorgTYIis⊂h,rqI2,S・513託
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に

お
い
て
観
取

さ
ゆ

る
ρ
i

入
間

に

お
い
て
、
竪

魂
は
肉
髄

の
牢
獄

に

つ
な
が

れ
て
る
る
。

こ
の
束

縛

か
ら
電
　

魂
を
解
放

し
て
超
越

的
實

在

の
世
界

に
翔

り

の
ば
ら

し

め
や
う

ご
す

る
努
力

こ
そ
は
、
善
な

る
も

の
に
向
け
ら
れ

る
人
間

の
活
動

で
あ
る
。

そ

し
て
斯

か
る
活
動

の
最

も
意
義

ぬ

る
も

の
は
、

か
の
永
久
な

る
イ
デ

ア
の
世
界
を
直

親

ぜ
ん
ご
す

る
.瀞
の
は
た
ら

き
で
あ
る
。

こ
の
意

味

に
於

い
て
、
道

徳
的
便
値
は

、
そ

の
成

立

の
形
態

の
中

に
論

の

理
的
普
遍
的
内
容
を
包
容
す

る
こ
ご
に
よ
り
.
普
遍
受
賞
性
を
取
得
す
る
も
の
ε
考

へ
ち
れ
る
。
1

こ
の
純
粋

な

る
直
観

的
活
動

の
方
面

の
外

に
、
人
間

が
理
性

ご
勇

魚

ε
欲
望

ε
に
み
ち

び
か

れ

つ
、
、
現
象
的
實
在

の
世

界

を
地

盤

ε
し

て
、
合

理
的
な

る
道
徳

生
活

を

い
ご
な
む

方
面

が

め
る
。

し
か
も
此
方
面

に

お
い
て
、
眞
實

な

る
道

徳

は
、
電
な

る
個
人

の
努

力

ε
幸

輻

ご
に
お

い
て
成

立
す

る
も

の
で
は

な
く

、
個
人

に
謝

し
て
普
遍
的

な

る
も

の

.

ぜ」
し

て
現
れ

る
所

の
国
家

の
完
霊

的
形
成

に

お
い
て
の
み
成

立
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
照

に
、

プ
ラ
ト
ー

ン
の
特

有

な

.⇔
国
家
親
が
展

開
さ
れ

る
築

磯
は
あ
た

へ
ら

れ

を
の
で
あ

る
が

、
そ
の
中

で
、
国
家

の
構

造
が
、
全
く
個
人

の
精

神
的
、
肉
膿

的
組
織

ε
の

類
推

に
お
い
て
、
想

定

さ
れ
て

る
る
の
を
見

て
も
、

プ
ラ
ト
ー

ン
が
、
国
家
を
以

う

て
個
人

に
黝

し
類
概

念

の
地
位

に
立

つ
も

の

ε
し

て
思

惟

し
や
う

ε
し

て
み

る
こ
ご
が
、
観

取

さ
れ

る
の
で
あ

㍍
。

か
く
し
て
、
国
家
生

活

の
諸
相

を
地

盤

ご
し

つ
、
、
個

人

の
活
動

を
組
成

分
子

ご
す

る
ε
こ
ろ

の
、

さ
ま
ざ
ま

の

道

徳
的
償
醜

が
、
真
正

な

る
客

観
角

安
當
性

を
有

す

る
も

の
ぜ
し
て
成
立
す

る
.ご
考

へ
ら
れ

る
。
藪

に
、
債
値
内

容

の
普
遍
性

・こ
、
債
値

の
普
遍

安
富

性

ε
の
第

二

の
關

聯
が
存

在
す

る
。
但

し
個
人

ε
国
家

ご
は
、
個
物

ε
そ

の

論

叢

憤
薯

類
型
"、個
性
三

筆

六
巻

第
四
號

三

)

さ

一=

4)cf.Natorp,PlatQ51deenlehre ,IgQ2,SS.[go-Ig正.
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θ

●

論

叢

債
値
の
類
型
ぐ」個
性
〔
じ

第
十
六
巻

へ第
四
號

三
二
)

六

一
四

イ
デ

ア
ピ
の
關
係

に
お
け

る
や
う

に
、
十

分
な

る
意
味

に
お

い
て
、
特
殊

ご
普
遍

ご
の
論
理
的
關

係

に
立

つ
も
の

で
は
な

く
、
む

し
ろ
右

に
指
摘

し
陀
所

の
、
善

の

イ
デ

ア
ε
そ
の
他

の
イ
デ

ア
ざ
の
間

に
見

ら
.れ

る
や
う
な

、
目

の

的
論
的
統

】
關
係

が
滴
そ

の
間

に
認
識

さ
れ

る
の

で
あ

る
。

こ
の
…黙
か
ら
見

る
ざ
、
国
家

論
な
ご

の
方
面

に

お
け

る
一

文
は
思
想

の
圓
熟

せ
る
時
代

に
お
け

る
ー

ブ

ラ

ト
ー

ソ
に

お
い
て
は
、
普

遍
的

傾
値

内
容
は
、
特
殊

的

個
別
的
内

容

に
共

通
な

る
も
の

ε
し

て
の
普
遍
的
内
容

た
る

こ
ε
か
ら
進

ん
で
、
特
殊

的
内
容

を
目

的
論
的

全
艦

に
ま
で
結

合
す

る
こ
こ
ろ
の
普

遍
的
者

、
叉
は
特
殊
的

内

容
を
産

出

し
成

立
せ
し

め
る
力

ε
し
で
の
具
膿
的
普
遍

.

的
者

セ
ら

む

ざ
す

る
方
向

を
セ

ご
り

つ
、
あ

る
も

の
ご
盲

ひ
え
ら

れ

る
で
あ
ら

う
。

国

賓
念
論

(匹
異

国
雷
房
日
易
)
ご
唯
名
論

(畠
o
「
Z
o
日
冒
聾
し。ヨ
屋
)
ε
の
論
争

に
連
關

し

つ

、
、
中

世

の
哲
學

に

お
い

て
、
前

に
翠
示

し
淀
や
う
な
思

索
的

傾
向

が
、

い
か
な

る
獲
展

を
な

し
陀

か
ざ

い
ふ
こ
ご
は
、

そ
れ
自
身

興
味

め

る
問
題

で
は
あ
ら

う
け

れ
ご
、

思

想
更

陶
關
聯
を

さ
ぐ

る
の
が
、

こ
の
稿

の
目
的

で
は

な

い
か
ら
、

さ
う

し
陀
考

察

は
之
を
省
略

し

て
、
右

の
傾

向

が
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
如

何
な

る
形
態

を

ご

っ
て
現

れ
た

か
窪

い
ふ

こ
ε

を
吟
味

し
た
後

、

一
聴

し

て
、

償
値

の
類
型

ξ
個

性

ご
の
問
題

の
考

察

に
移

b
た

い
ど
思

ふ
。

ブ

ラ
ト
レ

ソ
の
二
元
的
世
界

観

の
構
成

を
促

し
把
根
本

的
動
機
が

、

カ

ン
ト
の
世
界

観

に
お

い
て
は

、
彼

の
批

割

的
観
念
論

の
思

想

に
よ

っ
て

制
約

さ
れ

つ
、
、
三
様

の
方
向

し
お

い
て
は
た
ら

き
、
随

っ
て
三
様

の
意

味

に
お

5)cLSIahl.Gc5chicl、tederRecht5phllo呂ophiel・1856,S・14ff・
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け

る
世
界

一
元
論

を
成

立

さ
せ
た
。

ソ
ク
ラ
プ

ス
か
ら
ブ
ラ
ト

ー
ソ
ベ
ご
傳

へ
ら
れ
把
理

想
王
義
的
板

茶
要
求

が
、
後
盾

に
於
け

る
イ
デ

ア
の
世
界

ご
生
成

の
世
界

こ
の
…対
立
を
生

か
出

し
π

の
で
あ

る
が
、

プ
ラ
ト
ー

ン
が
、
客
観

的
償
値

域
し

て
の
イ
デ

ア
ε
、

ぞ
デ

ア
の
典
型
を

仰
ぎ
幌

つ
＼
生
成
す

る
も

の
ピ

し
て

の
個
物

ご
を
対
立

せ
し

め
た
動
機
は
、

カ
ン
ト

に
お
い
て

ぽ
、
理
性

の
活
動

の
先

験
的
形
式

ε
し
て
の
儂
櫨

ご
、

こ
の
形
式

の
は
た
ら

き
を
受
け

る
素
材

ご
し
て

の
實

在

ε

を
樹
立

せ
し

め
る

こ
.し
に
よ

っ
て
満

足

さ
れ
た
。

次
に
、

プ

ラ
ト
ー

ン
が
、

永
久
不
愛

の
形
態

に
お
い
て
.庇
立
す

る
奥

正

の
貴
注

こ
し

て
の
イ
デ

ア
ご
、
不
断

の
流
轄

に
服

す

る
不
完

全
な
る
實
在

ε
し
て

の
生

成
者

ご
を
樹
立

せ

し
め
た
動
機
は

、

カ

ン
ト
に
あ

っ
て
は
、
意

識
を
超

越

し
て
存

立
す

る
物
自

暢

ε
、
意
識

に
内

在

し
て
意
識

の
法

マ

則

に
從

ふ
現
象

ε

り
樹

立

に
よ

っ
て
満

足

さ
れ
た
。
更

に
、

プ

ラ
ト

ー
ン
が
.

イ
デ

ア
の
内
容

の
普

遍
性

ご
、
官

能

的
事
物

の
内

容

の
特

殊
性

ε
を
野

立
せ
し

め
た
動
機

は
、

ヵ
ソ
ト
に
お

い
て
は
、

↓
方

に
は

、
右

に
擧
げ

た
理

性

の
活
動

の
様
式

ご
し
て

の
償
値

の
普
遍
性

ε
、
そ

の
素
材

`
し
て

の
實
在

の
特
殊
性

こ
の
樹

立

に
よ

っ
て
満

足

さ
れ
、
他

方

に
は
、
合
理
的
實
在

ご
し
て

の
自
然

の
世

界

の
普

遍
性

ε
、
非

合
理
的
實
在

ざ
し
て
の
直

親

の
世
界

の
特
殊
性

ε
の
樹

立

に
よ

っ
て
満
足

さ
れ
た
。

カ
ン
ト
を

し
て
斯
く

の
如

き
根
本

的
韓

回
を
企

て
る

に
至
ら

し

め
た

も
の
は
、
彼

が
初

め
て
十

分
な

る
意
味

に

お
い
て
確
立
し
た
ゼ
こ
ろ
の
挽
割
的

蜘
,念
論
の
思
想

に
他
な
ら

阻
の
で
あ
っ
て
、『
わ
れ
く

の
理
性
が
活
動
す
る
.

論

叢

償
値

の
類
型
ミ
個
性

(
こ

第

+
六
巻

(第
四
號

三
三
)

六

【
五

F
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「

論

叢

便
値
の
類
型

・伯

性

(
一
)

策
士

藩

(第
四
號

三
四
)

六

一
大

詰
方
面
に
お
い
て
、
そ
の
封
饗

し
て
個
人
的
意
識
の
前
に
現
れ
氷
る
も
の
は
、
本
来
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
先
験

、

的
形
式
の
所
産
に
他
な
ら
皇

ε
い
ふ
信
念
に
み
ち
び
か
れ

つ
・
、
彼
は
特
有
な
る
二
元
的
世
界
観
を
建
設
し
た

の
で
あ

っ
た
。

か
く
し

て
、

横
位
ざ
實
在

ε
が
劉
立
せ

し

め
ら

れ
、
物
白
膜

ご
現
象

ε
が
勤
立

せ
し

め
ら

れ
、
自

然

の
世

界

ε
直
観

の
世

界

ε
が
銅

覚
せ
し

め
ら
れ

た

の
で

あ

っ
尭
。

遊
欝

生
活
の
基
讐

確
立
せ
む

与

る
欲
求
が
、

・
ソ
・
の
哲
學
的
思
響

絶
え
す
支
配
し
た
・
ε
は
、

・

ク
ラ
テ

ス
や

ブ

ラ
ト
ー

ン
や

に
お
け

る
ご
同
棲

で
あ

る
が

、
後
者

の
如

く
、
合
理
的
思
惟

の
能

力
に
、
、絶
大

の
信

.
頼

を
初

め
か
ら
託

す

る
こ
ε
は
、

カ
ン
ト
の
到
低
肯

ん
じ
得

ざ

る
所

で
め

つ
て
、
思
惟

の
先

天
的
能

力

の
批

劉

は

.

彼
の
あ
ら
ゆ
る
哲
畢
的
思
索
の
篁

課
響

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
斯
か
る
挽
割

の
結
果
は
、
認
識

の
普
遍
雀

性
の
根
嫁
死

超

欝

蓬

の
讐

求

め
ら

れ
な
い
で
、
理

奮

漣
性
の
活
動
形
式
に
具
有
す
る
先

天
的

愛
當
性

に
求

め
ら

れ

る
こ
ε

、
な

つ
把
。
藪

に
悔

い
て
、
慣
癒

蓬
實

在

ピ
は

、
決
定
的

に
相

互
的
猫
立

性

を

取
得

す

る
に
至
り
、
殊

に
両
者

の
対

立
様

式
は
、
軍

に
理
論

的
償
匝

正
實

在

ε
の
關
係

に

つ
い
て
の
み

で
は
な

く
、

す

べ
て
の
積
徳

だ
實
在

ξ
の
關

係

に
も
推

し
及
ぼ

さ
れ

た
。

こ
の
黙

に

つ
い
て
、

カ
ン
ト
が
、
通
常

の
解
繹

に
お

け

る
如

く
、
超
越
的
實
在

ε
し
て

の
物
自
禮

の
規
定

を

断
念

し
な

か

っ
た

こ
ご
は
、
ブ

ラ
ト

ー

ン
風

の
實

在

二
元

論

に
謝
す

る
執
藩
を

示
す

も

の
ε
も

い
ふ

べ
く
、
藪

に
お

い
て
、
ロ
ッ
ツ

エ
が
プ

ーフ
ト

ー
ソ
の

イ
デ

ア
の
概
念

に
封

↓

て
霧

特
の
縫

を
加

へ
た
高

じ
㌻

な
鍵

か
ら
、

・
-
エ
・
な
あ

臨
み
奪

う
な
・
ン
あ

物
自
艦
の

,「

'



.

概

念

の
批
制

主
義

駒
形
繹

が
誘

獲

さ
れ

る
わ
け
で
あ

る
。

理
性

の
能

力

に
劃
す

る
冷
静

厳
格

な

る
批

例
は
、

ブ

ラ
ト
謡

ン
ご
比

較

さ
れ
た
場
合

に

お
け

る
カ

ン
ト
の
著

し

い
特
色
を
成
す

も

の
ε
盲

ひ
え
ら
れ

る
で
あ
も

う

が
、
前
者

の
思
索

を

一
員
す

る
熱
烈
な

る
理
想

ま
義
的
精

帥
が
、

ひ

ご
し
く
後
者

の
思
索
を
支

へ
て
る
る

こ
`
も
明

か
で
あ

る
。

そ

し
て
両
者

に

お
い
て
、
合
理
主
義
的

傾
向

が
、

恒

に
力
強
く
支
配

し
て
み

る
こ
ご
は
、
や
が
.て
、
私
が
藪

で
問
題

ε
し

て
み
る
事
柄

に

つ
い
て
も
、
両
者

の
見
解

の
間

に
、
共
通

黙
を
生
せ

し

め
る

の
で
あ

る
。

.

前

述

の
如
く
、
プ

ラ
ト

ー
ン
に
お
い
て
、

イ
デ

ア
は
、

一
方

に
は
、
眞
理

の
償
値

の
根
源

で
あ

る
ビ
共

に
、
他

方

に
は

、
道
徳

の
償
値

を

は
じ

め
、
他

の

一
切

の
横
位

の
根
源

ξ

な

っ
て

み
る
。

そ
し
て
、

イ
デ

ア
が
、
傾

値

の

普
遍
要
當

性
の
根
源
か

る
こ
ε
は
馬
必
然

に
、
憤
値

の
内
容
を

し

て
、

イ
デ

ア
の
内
容

に
雫
付

し
て
、
普
遍
的
構

造
を
具

有
せ
し

め
る

の
で
あ

る
。

プ
ラ
ト
ー

ン
に
お

い
て

イ
デ

ア
が
勤

め
る
新
標
な
役

割
を
、

カ

ン
ト
に

お
い
て

負
推

し
て
み

る
も
の
は
、
思
惟

の
先

天
的
形
式

で
め
る
が
、
そ
れ

に
基

い
て
成

立
す

る
所

の
認
識

の
普
遍
安
當
性

及
び
必
然
性
は

、

一
切
の
可
能
的
直
盟
内
容

に
謝
し

て
普
遍
的

に
適
用

さ
れ
能

ふ
ご

い
ふ
、
思
惟

の
先
天
的

形
式

の
本
質

蓬
、
不
可
分
離
的
關
係

に
立

つ
も

の
で
あ

る
.
。

認
識

の
債
値

の
普
遍
塑
當
性

`
、
認
識

の
内
容

の
普
遍

性
の
必

然
的
關

聯

の
思
想

は
、

ブ
ラ
ト

}
ソ
に
お

い
てり

は
、
生

成

の
世
界
を
超
越

せ

る
イ
デ

ア
の
世
界

の
存

立

の
思
想

巴
照
慮
す

る
の
で
あ

る
が
、
カ

ン
ト
に
お
い
て
は
、

験

叢

便
値
の
類
型
ε
個
性
(
こ

第
+
六
巷

(第
四
號

三
五
)

六
】
七

'

幽

■
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論

叢

偵
値
の
類
型
ミ
個
性
〔
こ
.

第
十
六
巻

〔第
四
號

三
六
)

六

一
入

普
遍
的
内
容

の
支
持

者

ε
し
で
の
實
在

の
世

界
は
、
超

越
的
意
義

に
お

い
て
思
惟

さ
れ
す

、

さ
な
が
ら

プ
ラ
ト

ー

ン
の
意
義

に

お
け

る

イ
デ

ア
ξ
生
成
者

ε
の
完

全
な

る
抱

擁
を
意
味

す

る
か
の
や

う
な
、
普

遍
的
、
経
験
的
實

在

ε
し

て
の
自
然

の
世
界

ε
し

て
思
惟

き
れ
て

み
る
。

そ

し
て
、
自

然

の
世
界

の
認
識

の
普
遍
安
當
性

は
、

こ
の
認

識

を
可
能

な
ら

し
め

る
理
性

の
形
式

㊨
普
遍

妥
當

性

か
ら
由
察
す

る
も

の
ご
し
て
、
そ

の
粗
糠

を
確

蒲

さ
れ
る
の

で
あ

る
が
、
斯

か

る
贋
値

の
客

観
的

愛
當
性

の
僑

存
關

係

か
ら

し
て
、
何
故

に
認
識

は

一
般

に
普

遍
的
内
容

の
把

捉

た
ら
ね
ば
な
ら

の
か
ε

い
ふ
こ
ε
は
、

カ

ン
ト
に
よ

っ
て
十

分

に
論
讃

さ
れ

て
み
な

い
や
う

に
思

は
れ

る
。

五

債
値

の
愛
當

の
普
遍

性
は
、
贋
値

の
内
容

の
普

遍
性

に
僑
存
す

る
こ
い
ふ
思
想

、
又
は
両

者

は
互

ひ

に
極

め
て

密
接
な

る
關
係

を
有
す

る

ε

い
ふ
思

想
を
、
償
値

の
理

論

に
お
け

る
合

理
論

的
又
は
唯
理
論
的

傾
向

ご
呼

ぶ
こ
ご

、
す

る
な
ら
ば
、

か
や

う
な
合

理
論
的
償
値
撹
は

、

カ

ン
ト
の
實
畿

哲
學

的
思
想

に

お
い
て
、
最

も
純

糧
な
形
態

を

ε
り

つ
、
あ
ら

は

れ
て
み

る
ξ
言

ふ
こ
ご
が
能

き

る
o

-

傾
値

に
關
す

る

カ
ン
ト

の
思
索
は
、
道
徳

的
償
値

の
問
題

の
上

に
集
中

さ
れ
た
ε
.も
吉

ひ
得

べ
く
.、
實
.に
ジ

ム

メ

ル
が
述

べ
て
み

る
や
う

に
、『
ヵ
ソ
ト
は
、
認
識

論
者

こ
し
て
語
ら

な

い
場
合

じ
は
、
そ

の
全
思
考

方
法

か
ら

み

て
道
徳
論
者

で
あ

る
、
す
な

は
ち
彼

は
本

家
道
徳
的
形

式

に

お

い
て

の
み
償
航

を
認
識

す

る
」

の
で
め

る
。

カ

ン
ト
自
身

の
官
を
借

り
る
`
、
『
こ
の
世
界

に

お

い
て
は
何
庭

に
も

、
否

廣
く
此

の
世
界

の
外

に
お
い
て
も
、

1)Simmel,Kant,5.A.,【92エ,S, 1【9・
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風

雁
書

意
志

の
処

に
は

、
無

限
局

に
善

ε
見
倣

さ
れ
得

る
様

な
も

の
は
考

へ
得
ら

れ
な

い
。

…
…
レ

そ
れ

は
賢

玉
の

如

く
そ
の
全
償
筑

を
自
己

の
裏

に
賊
す

る
も

の
ε
し

て
、
輿

に
凋
b
自
ら
灼

燥

の
光
を
放

つ
で
あ
ら

デ
」
。
し
か
る

に
、
善
意
志

の
善

な

る
所

以
は

、
そ
れ

が
遂
行

し
若

し
く
は
成

就
す

る
結
果

に
因

る
の
で
は
な

く
、
輩

に
意
欲

に

基
く

の
で
め
る
。

而

し
て
人
間

の
行

爲
の
坐

償
値

を
品

隲
す

る

に
際

し

て
、
常

に
首
座

を
占

め
.
自

猷

一
切

の
も

の

、
條

件

ε
成

っ
て
み
る
所

の
善
意
志

の
概

念
は
、
義

務

の
概

念
の
媒
介

に
よ

っ
て
、
十

分
に
明
瞭

に
認
識

さ
れ

る
。
義

務
は
法
則

に
勤
す

む
畏
敬

よ
り
す

る
行
爲

の
必

然
性

で
あ
り
、
人
が

何
等

の
傾
向

に
も
基

か
す

、
輩

に
義

務

か
ら
し

て
覚
す
行

爲
こ
そ
は
.
眞

正
の
道

徳
的

償
値

を
有
す

る
。

青

ひ
か

へ
る

ξ
、

法
則

の
表
象

そ
の
者

の
外

じ
は
、
道
徳
的

ご
名

づ
け
得

ら
れ

る
所

の
卓

越

せ
る
善

を
構
成

し
能

ふ
も

の
は

な

い
。

而

し
て
謂

ふ
所

の
法
則
は

如

何

な
る
法
則

で
め
る
か
ε

い
ふ
ざ
、
何
等

か
の
法
則

の
煙

仔
か
ら

し

て
意

志

に
生

起
し
得

べ
き

一
切

の
智
動

を

意

志

か
ら

取
除

い
た
後

に
は
、
行

爲

　
般

の
普
遍

的
合

法
性

よ
り
外

に
は
、
何
物

も
残
ら

阻
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
合

法
性

の
み
が
、
意

志

の
原
理

ε
し
て
役
立

つ

べ
き
も
の

た

る
の
で
あ

る
。
す

な
は
ち
其

れ
は
、『
余

は
余

の
格

率
が

亦
普
遍
的

法
則

ご
な

る

べ
き

こ
`
を
意
敏
し
得

る
様

に
よ
b
外

に
は
決

し
て
行
動
す

べ
か
ら
す
」

ご
い
ふ
要
求

を

即
ち
意
志

の
自
律

性

の
.要
求
を

立
て

る
の
で
あ
る
。

し

か

る
に
、
自
律

、
即

ち
自
分
自
身

に
野

し

て
法
則

で
あ
る

こ

い
ふ
意
志

の
特
性

は
、
正

に
意

志

の
自

由

を
意
味
す

む
も

の
で
あ

力
、
あ
ら
ゆ

る
理

性
者

は
、
こ
の
自
由

の
理
念

の
下

に
の
み
行
動
ず

る
こ

ビ
を
以

て
、

そ
の
本
領

・ご
す

る
。

輪

業

価
値
の
類
型
ε
個
性
(
こ

第
+
六
巻

(第
四
號

三
七
)

六

一九

2)1{ant,GrundlegungourMetaphysikderSitten,herausgeg.vonVorl且nder
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(
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六
巻
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四
號

三
入
)

六
二
。

そ

の
存

在

そ
れ
樹
身

が
緬
封

的
贋
値

を
有
す

る
も
の

、
目
的

そ
れ
自
身

ご
し
て
、
或

る
定

ま

っ
た

法
則
の
級
撒

ε
な
り
得

み
や
う
な
或

る
物

が
、
傲

り

に
あ

る
ざ
す

れ
腰

、
そ
の
中

に

こ
そ
、
そ

し
て
唯
そ

の
中

に

の
み
、
實

践

的
法
則

の
根
撮

は
存
在
す

べ
き
わ
け
で
あ

る
が
、
人
間

、
及

び

一
般

に
す

べ
て
の
理
性
者

は
、
目
的
其
者

こ

し
て

存
在
す

る
、
だ
か
ら
、
各

人
は
、
ぼ

己

の
人
格

に

お
け

る
、
並
び

に
め
ら

ゆ

る
他

人

の
人
格

に

お
け

る
人
間

性
を

常

に
同
時

に
目
的

こ
し

て
使
用

七
、
決

し
て
輩

に
手
段

`
し
て
使
用

せ
漁
や

う

に
、
行

寫
し
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
、

そ
し

て
、
.假
唐
臼

ら
立

て
た
法
則

に
、
自
身

も
同
時

に
服
従

せ
し
め
ら

れ
る
ε

い
ふ
條

件
は
あ

っ
て
も

、
人
間
性

り

が

こ
の
普
遍
的
立

法
着

尺
る
の
可
能
性

を
有

す
る
威

に
、
實

に
人
間

性

の
舞
殿

は
存

立
す

る
の
で
あ

る
。

右

に
試
み

た
や

う
な

カ

ン
ト
の
道
徳
設

の
要
約

か
ら

し
て
知

ら
れ

な
や
う

に
、
客
観

的
償
値

の
無
制
約
的

普
遍

安
富
性

が
、
善

な

る
意

志

の
本

質

の
考
察

を
媒
介

こ
し

て
、
最

も
鮮

か

に
照

明

さ
.れ

て
る

る
。
意
志

は
、
如

何
な

る
傾
向

に
よ

っ
て
も
動

か

さ
れ
季

、
如
何
な

る
結

果

の
豫

見

に
も
基

く

こ
ε
な
く
、
純
粋

に
義

務

か
ら

し
て
機

動

す

る
場
合

に

の
み
、
能
く
善

た
り
得

る
の
で

あ

っ
て
、
他

面

か
ら

い

へ
ば
、
慣
値
が
償
笹

ε
し
て
安
當
す

る
所

以

は
、

い
か
な

る
経

験
的

現
實

的
根
捺

に
よ

る
の
で

も
な

く
、
謂
は

ゴ
己
れ
み
つ

か
ら

の
裡

に
、
そ

の
根
撮
を
藏

し

て
み

る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、
自

己

の
行

霜
の
格

率
が

、
赤
地

の
す

べ
て
の
人

の
行
爲

の
格

率
た
り
得

る
や

の
う

に

の
み
行
動

せ
よ
・し
い
ふ
要
求
を
立

て

る
こ
ξ
に

お

い
て
、
意

志
の
原
理
は
成

立
す

る
の

で
あ

っ
て
、

債
値

が
眞

、

に
偵
筑

た

る
所
以
は

、
ゐ
ら
ゆ

る
理
性
者

に

よ

っ
て
、

そ
の
贋
値

ご
し

て
の
存

立
を
承
認

さ
れ
得

べ
き
性
状

を
有

4)Kant,a,a,0.55,52,一54,66-67邦 課,85-88, [10-1【K.
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こ
ε

に
基

く

の
で
あ

そ
。

善
な

る
意

志
が

、
宛

か
も
蟹

玉
の
如
く

に
、

そ
れ
み

つ

か
ら

の
裡

に
う

つ
く
し

き
光
輝
を

た

、
へ
る
の
は

、
必

竟

そ
れ
が
實
践

的
法

則
ご
直
接

に
.牢

く
結

合

し
て
み

る
か
ら

で

あ
る
。
す
な

は
ち
意
志

が
、
普

遍
的

原
理

の
高
貴

性

に
参

加
す

る
か
否

か
ご

い
ふ
黙
を
標
準

`
し

て
の
み

、

一
切

の
行

爲

の
道
徳
的
償
値

は
評
定

さ
れ

る
の
で
あ
り

從

っ
て
道
徳
的

贋
値

は
、
普

遍
的
内

容
を
構
成
す

る

こ
ε
に
よ

っ
て
初

め
て
、
普
遍
愛
當
性

を
獲
得

す

る
も
の
ε

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
『
汝
の
行

爲

の
格

率
が
、
汝
.の
意

志

に
よ

っ
て
、
普

遍
的
自
然

法
則

ε
な
る
可

き
か
の
や
う

に

行

寫

せ
よ
」

遠
い
ふ
断
言
命

法
は

、
そ
の
間

の
關
係

を
表

明
す

る
も

の
で
あ

る
。

更

に
道
徳

の
實

質
的
原
理

の
方

面

に
お
い
て
も

、
贋
値

の
安

富
の
普

遍
性

ε
、
債
値

の
内
容

の
普

遍
性

こ
の
必

然
的
關
係

の
思
想

が
観
取

さ
れ

る
。
意
志

が
合
法
則
的

た

h
得

る
た

め
の
唯

　
の
素
線

ご

し
て
あ

π

へ
ら

れ
て
る

る
實
質
的
原

理
は
、
目
的
自
禮

£
し

て
存

在
す

る
ε

こ
ろ
の
各
人

の
人
格

に
お
け

る
入
間
性

で
あ

る
が

、

カ
ン
ト

の
謂

は
ゆ
る
人
間

性

が
、
各

個

の
個
人

に
封
ず

る
關
係

は
、

ブ

ラ
ト

ー
ン
に

お
け

る
国
家

ε
個
人

ご
の
關
係

よ

り

も
遙

か
に
嚴
密

な

る
意
味

に
お
い
て
、
普
遍

封
個

別

の
關

係
を
示
す

も

の
で
あ

る
。

だ
か
ら
目

的

の
王
國

の
構
想

は

、
.到
底

個
別
的

な

る
者

の
有

機
的
統

　
ε
し
て

の
普

遍

性
を
十

分

に
表
現
す

る
も

の
で
は

な
く
、
あ
だ

か
も
自

然
法
則
が
、
無
差

別
的

必
然
性

を
以

て
、
物
膿
を

一
律

に
支

配
す

る
一し
こ
ろ

に
、
因
果

の
世
界

が
成

り
立

つ
や

う

に
、
理
性

者
が
、
個
有
陰
徳
的

に
で

め
る
ε
し
て
も

丙

一
様

に
普

遍
的
内

容
を
有
す

る
人
格
尊

重
の
法
則

に
服
従

論

齢
}

慨
値
の
類
型
ぐ㌔個
性
(
二
.

第
十
六
巻

(第
酉
號

三
九
)

六
一;

5)⊂f.Task
,Fi⊂htesIdealismusanddieGeschichte,19」4.S.8げ.
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論

叢

慣
値
の
類
型
ε
個
性
く
…
)

第
十
六
轡

(第
四
號

麻
[∪
)

大
二
二

.

ず

る
こ
ε
に
よ
.つ
て
、
合
理
的
な

る
自
由

の
世
界

が
形
成

さ
れ

る

の
で
あ
.る
。

六

ヵ
ソ
ト
に

お

い
て
、
慣

値

の
世
界

ご
貴
注

の
世
界

ε
、
日
出

の
世
界

ご
必

然

の
世
界

ε
は
、
互
ひ
に
極

め
て
峻

刻

に
劃
立

せ
し

め
ら

れ

て
る
な
が
ら
、
他

方

に
は
智

こ
れ
ら

の
二

個
の
世
界

が
、
相

互
に
酷
似

せ
る
論

理
的
講

造

を
有
す

る
も

の
ざ
し

て
想

定

さ
れ
て
る

う
た

め
に
、.
道
徳

的
償

慨

の
普
遍

安
冨
性
が
、
そ
め
内
容

的
普

遍
性

ざ
、

密
接

に
連
結

し

て
み
る
こ
ご
は
ぜ
右

に
述

べ
た
如

く
で
あ

る
が
、
夏

に
、
そ
れ

に
類
似

し
た
事
柄

は
、

カ

ン
ト
に

よ

る
質
在

の
世
界

の
構
想

に

つ
い
て
も
鯛
目
す

る
所

で
あ

乃
。

認
識

の
根
源

の
問
題

に
つ
い
て
、
唯

理
論

の
主
張

己
、
終

駿
論

の
主
張

ご
の
闘

に
、
批

制
的
調

和
黙

を
見

出
し

た

こ
ご
が
、
認
識

論
上

に

お
け

る

カ

ン
ト
の
顯

者
な

る
功
績

た

る

こ
ご
は
、
言

ふ
ま
で
も
な

い
が
、

ヵ

ソ
ト
は
,

こ
れ
ら

の
二
個

の
思
想
傾
向

に
撤
し
、
全
然

不
偏

不
黛

の
態
度

を
持

し

つ
、
そ

の
調
停

を
企

て
た

ε

い
ふ
よ
り
は

経

験
論
者

の
権
利

を
十

分

に
承
認

し
な

が
ら

も
、

し
か
も
自
己

の
本

來

の
思
想
釣
出
獲

黙

た
る
唯

理
論

の
傾
向

に

よ

っ
て
、
比
較

的
に
よ
b
多
く
支
配

さ
れ
た

こ
い
ふ
の
が
、

】
層

適

切
で
.あ
ら

う

ε
思
は

れ
る
。

こ
の
事
は

、
認

識

の
贋

直
の
問
題

に

つ
い
て
.
普
遍
的

合
理
的
認
識

の
偏

重
の
態

度
、
言

ひ

か

へ
る

ε
、
自
然
料
學

的
認

識
の
偏

重

の
態
度

ε
な

っ
て
現
れ

て
居

る
。

け

だ
し

カ

ン
ト
は
、

認
識

の
普
遍
安
常
性

の
根

篠
を
、

超

越
的

實
在

ご

認

識
内
容

ピ
の
蜀
鷹
性

に
求

め
む

ご
す

る
從
來

の
哲
學

の
態

度
を
.
一
擲

し
、
之
を
先
験
的
自

我
の
綜
合
機
能

の
先
天



噛

性

に
求

め
る
こ
ご
に
よ

っ
て
、
批

判
的
方
法

を
確

立
し

た

こ
は

い
ふ
も

の

、
、
謂

ふ
所

の
綜
合

機
能

の
論
理
的
箇

誼

は
、
ひ
ご

へ
に
普
遍
的
概
念

の
構
成

に

お
い
て
.砥
立
す

る

も
の
ε
需

へ
た
爲

め
に
、
普
遍

愛
當
的

認
識
は
直

ち

に
普
遍

囚
容
的
認
識

を
意
味
す

る
ε
い
ふ
結

果
を
生
せ

し
め
た
一

よ
り
精

密

に
.い
ふ
な
ら

ば
、

一
方

に
は
、
認

識

横
幅

の
普
遍
安

當
性

ご
そ

の
内

容

的
普
遍
性

ご
の
脊
髄

を
生

せ
し
め
、
他

方

に
は
、
経
験
的

科
學

一
般

の
対
象

ご
自
然

科
畢

の
対

象

ε
の
合
膿
を
生

ぜ
し

め
た
コ

け

れ
こ
も

、
こ
の

二
様

の
意
味

に
お
け
る
合
艦

ぽ
、
批

判
的
方
法

の
正
し

き
適
用

に
基

く
結

果

ご
視

る
こ
ε
ば

能
き
す
、
む

し
ろ

カ
ン
ト
が
、彼

み

つ
か
ら

の
生
知

的
唯

理
論
的
精

神

に

わ
づ
ら
は

さ
れ

た
短
所

を
露

は
す
も

の
ご

い
ふ

べ
き
で

あ
ら

う
。
面

し
て
、

こ
れ

に
鋤
す

る
批

判

的
方
法

の
正
し
く
徹

底
的
な

る
通
肩

は
、

一
方

に
は

、
横

位

の
安
當

の
普

遍
性

ご
、
債
値

の
内

容

の
普

遍
性

ξ

の
批

訓
的

峻
別

に
よ
り

、
他
方

に
は
、
経

験
科
學
的
概

念

】

般

の
構
造

・こ
、
自

然
科
學

的
概

念

の
構
造

ご

の
批

判
的
峻

別

に
よ

っ
て
、初

め
て

企
及

し
得
ら

れ

る
も

の
で
あ
り
、

且

つ
こ
れ
ら

の
両

様

の
批

判
的
匠
別

は
、
互
ひ

に
準

行
し

つ
、
.、
行
ぼ

れ

る

べ
き
も

の
ε
吉
は
、ね
ば
な
ら

澱
。
私

の
考
察

し
た

い
ご
思

ふ
傾
櫨

の
類

型

ε
個
性

ご
の
問
題

は
、
.前

の
方
面

に
お
け

る
批

判
的
方
法

の
徹
低

に
關

嚇

し

て
生
す

る
も

の
な

の
で
あ

る
が
、

し

か
も
後

の
方
面

に

お
け

る
其
れ
を
顧
慮
す

る
こ
ε
が
必
要

で
あ
る

ε
い
ふ
こ

じ
は
、
右

に
述

べ
た
所

に
よ

っ
て
、

お
の
づ
ご
暗
示

さ
れ
て

み
る
ε
思

ふ
。

'
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価
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