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、N
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an
K
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p
S
m
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C
om

m
entary

to
K

ant's
“

C
ritique

of
P

ure

の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
註
釈
書
の
初

R
eason”

版
が
出
版
さ
れ
た
一
九
一
八
年
と
は
、
同
年
に

M
alter

「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
集
大
成
」(

で
あ
る
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
『
カ
ン

535f.
)

ト
の
生
涯
と
学
説
』
を
出
版
す
る
一
方
、
少
し

後
の
一
九
二
四
年
に
は
Ｎ
・
ハ
ル
ト
マ
ン

Ｈ
・

、

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
、
Ｍ
・
ヴ
ン
ト
が
相
次
い
で
論

文
、
著
書
を
発
表
し

「
形
而
上
学
的
」
な
い
し

、

は
「
存
在
論
的
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ン
ト
解
釈
の

立
場
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
、
と
い
う

時
期
で
あ
る
。
ま
た
ス
ミ
ス
の
本
国
イ
ギ
リ
ス

、

、

で
は

功
利
主
義
に
対
す
る
反
動
か
ら
カ
ン
ト

そ
し
て
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
復
権
さ
せ
た

Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
、
Ｅ
・
ケ
ア
ー
ド
、
Ｆ
・

Ｈ
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
、
Ｂ
・
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト

ら
の
理
想
主
義
運
動
が
大
き
な
影
響
を
残
し
た

直
後
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
よ
う
に
カ
ン

ト
を
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
途
上
段
階
と
み
な
し
た
理

想
主
義
運
動
に
せ
よ
、
ま
た
ド
イ
ツ
観
念
論
後

に
残
さ
れ
た
唯
物
論
へ
の
反
発
か
ら
始
ま
っ
た

新
カ
ン
ト
派
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
カ
ン
ト
解
釈

が
い
ず
れ
も
、
自
ら
の
思
想
を
展
開
す
る
う
え

で
の
拠
り
所
と
し
て
耐
え
う
る
か
ど
う
か
と
い

う
観
点
か
ら
カ
ン
ト
の
思
想
を
吟
味
し
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
死
後
お
よ
そ

一
〇
〇
年
と
い
う
時
代
は
、
カ
ン
ト
を
も
う
少

し
我
が
身
か
ら
引
き
離
し
、
歴
史
的
な
脈
絡
に

お
け
る
そ
の
思
想
の
意
義
を
冷
静
に
評
価
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
よ
う
や
く
可
能
と
な
っ
た
時

期
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
は
、
そ
も
そ
も

カ
ン
ト
に
確
実
に
帰
さ
れ
る
べ
き
洞
察
は
何
で

あ
っ
た
の
か
を
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

批
「

判
的･

歴
史
的
探
求
」

が
、
そ
の

(
)

A
dickes

V
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最
初
の
成
果
を
提
示
し
始
め
た
段
階
で
も
あ
る

英
語
圏
に
お
け
る
研
究
と
し
て
初
め
て
そ
の
成

果
を
採
り
入
れ
た
ス
ミ
ス
の
註
釈
は
、
こ
の
後

者
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
ま
た
、
現
在
に
至
っ
て
も
失
わ
れ
る

こ
と
の
な
い
基
礎
文
献
と
し
て
の
価
値
を
本
書

に
与
え
る
要
因
に
も
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の

ス
ミ
ス
の
方
法
と
、
そ
こ
か
ら
の
帰
結
で
あ
る

カ
ン
ト
理
解
の
核
心
部
分
に
焦
点
を
当
て
、
そ

の
特
質
を
捉
え
た
上
で
、
出
版
か
ら
八
〇
年
余

り
も
経
っ
た
現
在
に
本
書
が
翻
訳
さ
れ
る
こ
と

、

。

の
意
義

と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

一

ま
ず
本
書
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
基
本
的
な
研

究
姿
勢
の
特
色
と
し
て
、
当
然
、
指
摘
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
九
世
紀
終
わ
り
ご
ろ
に

集
中
し
た
文
献
学
的
研
究
の
成
果
を
積
極
的
に

採
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
Ｈ
・
フ

K
om

m
entar

zur
K

ants
K

ritik

ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー

(

der
reinen

V
ernunft

D
ie

transzenden-
,
1881-82,

、
Ｂ
・

tale
D

eduktion
der

K
ategorien,

1902
)

R
eflexionen

K
ants

zur
kritischen

エ
ル
ト
マ
ン

(

、
Ｅ
・
ア
デ
ィ
ケ
ス

P
hilosophie,

1882-84)

,
(K

ants
System

atik
als

system
bildender

F
aktor

1887,
,
1911-

K
ants

handschriftlicher
N

achlass

L
ose

B
lätter

aus
K

ants
28

)
(

、
Ｒ
・
ラ
イ
ケ

な
ど
に
よ
っ
て

『
純
粋

N
achlass,

1889-98)

、

理
性
批
判
』
の
成
立
状
況
を
理
解
す
る
た
め
の

材
料
が
揃
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
い
て
こ

の
著
作
の
論
述
の
性
格
に
つ
い
て
、
あ
る
一
定

の
理
解
が
形
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り

『
純
粋
理

、

性
批
判
』
は
、
一
七
六
九
年
か
ら
一
七
八
〇
年

に
至
る
あ
い
だ
に
書
き
溜
め
ら
れ
た
原
稿
を
、

四
、
五
ヶ
月
の
う
ち
に
構
想
さ
れ
た
全
体
的
輪

郭
の
う
ち
に
継
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完

、

。

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
理
解
で
あ
る

も
と
も
と
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
や
ア
デ
ィ
ケ
ス
に

由
来
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
ス
ミ

ス
も
賛
意
を
示
し
、
矛
盾
を
含
み
精
確
さ
に
欠

け
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
論
述
の
な
か
で
カ

ン
ト
の
思
考
の
筋
道
を
追
う
に
は
、
こ
の
よ
う

な
前
提
に
立
つ
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
立

場
を
採
る
。
例
え
ば
ス
ミ
ス
は
第
一
版
に
お
け

る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
議
論
に
つ

い
て
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が
示
し
た
執
筆
時
期

の
四
段
階
の
区
別
を
踏
襲
し
、
そ
れ
ら
の
各
段

階
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
い
だ

で
辻
褄
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ

と
、
し
か
し
そ
の
な
か
で
も
初
期
の
未
成
熟
な

見
解
と
、
後
の
真
に
「
批
判
的
」
な
立
場
を
示

す
見
解
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
議
論
を
展
開
し
、
そ
れ
が
こ
の
註
釈
書
全
体

の
一
つ
の
山
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
本
書
で
は
、
文
献
学
的
研
究
が
解

釈
の
要
所
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
の
で
あ
る
が

「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
翻

、

訳
者
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
ス
ミ
ス
の
そ
の
よ

う
な
方
法
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
論
述
の

、

矛
盾
点
を
そ
れ
に
よ
っ
て
片
付
け
て
し
ま
う
た

め
の
も
の
で
は
な
い
。
本
書
に
お
け
る
ス
ミ
ス

の
目
論
見
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て

、

カ
ン
ト
が
対
峙
し
て
い
た
問
題
そ
の
も
の
を
を

抉
り
出
す
こ
と
に
あ
り
、
徹
底
し
た
文
献
学
的
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研
究
は
常
に
こ
の
目
的
の
下
で
行
わ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ス

ミ
ス
は
序
文
に
お
い
て
、
本
書
の
目
標
は
「
カ

ン
ト
の
偉
大
な
著
作
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
偏

る
こ
と
の
な
い
一
つ
の
理
解
に
到
達
す
る
こ

と
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な
理
解
に
到
達
す
る
に
は
、
ま
ず

『
純

、

粋
理
性
批
判
』
出
版
に
至
る
ま
で
の
一
〇
年
余

り
の
考
察
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
答
え
よ
う
と
し

て
い
た
当
の
問
題
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス

の
文
献
学
的
努
力
は
す
べ
て
、
カ
ン
ト
の
探
求

の
道
筋
を
追
う
、
と
い
う
目
的
に
向
け
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
に
註
釈
書
と
し
て
の
普

遍
的
な
価
値
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

次
に
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
。
ス
ミ
ス
は
具
体
的
な
註
釈
に
入
る
前
に
序

論
を
立
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
全
般
的
な

、

特
徴
を
、
テ
キ
ス
ト
の
構
成
、
歴
史
的
な
位
置

付
け
、
主
要
な
教
説
や
術
語
法
、
の
観
点
か
ら

略
述
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
構
成
に
つ
い
て

は
、
主
に
ア
デ
ィ
ケ
ス
の
研
究
成
果
に
従
っ
て

前
述
の
よ
う
に

『
純
粋
理
性
批
判
』
が
「
合

、

成
的
性
格
」(

の
も
の
で

com
posite

character)

あ
る
こ
と
を
、
テ
キ
ス
ト
理
解
の
不
可
欠
の
前

提
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
ス
ミ

ス
は
、
相
矛
盾
し
た
り
全
く
異
質
で
あ
る
議
論

が
隣
り
合
っ
て
並
ぶ
と
い
う
よ
う
な

「
建
築

、

術
」

へ
の
執
着
に
起
因
す
る
弊

(
)

architectonic

害
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
他
方
で
そ
の
原
因
が
カ

ン
ト
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
性
格
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン

ト
の
問
題
意
識
が
そ
も
そ
も
形
而
上
学
の
問
題

に
本
来
的
な
複
合
性
を
備
え
て
い
る
の
に
加
え

て
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
解
決

方
法
の
可
能
性
と
そ
こ
に
横
た
わ
る
困
難
と
を

考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
偏
見
の
な
い
立
場

か
ら
検
証
を
行
お
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
「
対
立
す

る
立
場
の
間
で
躊
躇
」
し
、
最
終
的
な
見
解
を

明
確
に
示
す
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
革
命
的

な
原
理
も
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
得
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
ス
ミ
ス
の
努
力
は
、
カ
ン

ト
の
最
も
成
熟
し
た
見
解
を
見
分
け
て
、
そ
の

ほ
か
の
部
分
と
調
和
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に

注
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
ス
ミ
ス
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
問

題
の
哲
学
史
的
な
由
来
に
つ
い
て
、
優
れ
た
総

括
を
行
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
研

究
者
で
も
あ
る
ス
ミ
ス
の
功
績
は
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
因
果
律
批
判
に
対
し
て
カ
ン
ト
が
論
駁
を
試

み
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
全
く
同
意

し
、
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

初
め
て
明
示
的
に
示
し
た
点
に
あ
る
。
一
般
に

は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
執
筆
す

る
段
階
で
読
む
こ
と
の
出
来
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
著

E
nquiry

into
the

作
は
『
人
間
悟
性
の
探
求
』(で

あ
り

『
人
間
本
性

H
um

an
U

nderstanding
)

、

Treatise
on

H
um

an

に
つ
い
て
の
論
考
』(

に
つ
い
て
は
、
独
訳
が
ま
だ
存
在
し

N
ature)

な
か
っ
た
た
め
に
そ
こ
で
の
議
論
を
カ
ン
ト
は

知
ら
な
か
っ
た
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
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し
ス
ミ
ス
は

〈
個
別
の
具
体
的
な
結
果
に
対

、

し
て
そ
の
具
体
的
な
原
因
を
主
張
す
る
際
の
根

拠
〉
を
問
題
に
す
る
『
探
求
』
と

〈
出
来
事

、

が
常
に
因
果
的
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
要
請
す
る
普
遍
的
な
因
果
的
原
理
の
妥
当

性
〉
を
問
題
に
す
る
『
論
考
』
と
で
は
、
批
判

哲
学
に
対
す
る
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と

重
大
な
差
違
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え

で
ス
ミ
ス
は

「
状
況
証
拠
」
に
基
づ
い
て
の

、

判
断
で
あ
る
と
断
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
に
よ
る
引
用
と
批

判
を
通
じ
て
カ
ン
ト
は
『
論
考
』
に
お
け
る
ヒ

ュ
ー
ム
の
議
論
に
接
し
、
そ
の
重
大
な
意
義
を

認
め
る
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
カ

ン
ト
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
真
意
を
捉
え
損
ね
た
ビ

ー
テ
ィ
ー
と
は
違
い
、
彼
の
因
果
律
批
判
を
否

定
し
た
の
で
は
な
く
、
原
因
と
結
果
と
は
全
く

別
個
の
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
因

果
的
原
理
は
総
合
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
指
摘
の
射
程
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
こ
と
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総

合
的
判
断
の
可
能
性
へ
の
問
い
を
定
式
化
し
、

こ
れ
を
緊
急
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
結
び
つ
い

た
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
可
能
性
に

突
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
の
切
迫
性
は
、
カ
ン
ト

の
も
う
一
人
の
対
話
者
で
あ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
問
題
意
識
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
明
瞭
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
ス
ミ

ス
の
議
論
の
最
終
的
な
要
点
は
、
カ
ン
ト
に
対

す
る
ヒ
ュ
ー
ム
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
関
係
へ
と

。

、

移
っ
て
行
く

ヒ
ュ
ー
ム
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

思
惟
能
力
の
本
性
に
つ
い
て
の
経
験
論
的
理
解

に
対
す
る
批
判
の
う
ち
に
「
共
通
の
地
盤
」
を

持
つ
。
即
ち
両
者
は
、
合
理
論
が
成
り
立
た
な

い
場
合
の
選
択
肢
と
し
て
は
、
経
験
の
う
ち
に

強
固
な
地
盤
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
実
践

的
要
求
を
満
た
す
も
の
と
し
て
の
原
理
し
か
認

め
え
な
い
懐
疑
論
的
結
論
が
残
る
だ
け
で
あ

る
、
と
い
う
意
見
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
存
在
す
る
の
は
次
の
二
つ
の
選
択

肢
だ
け
で
あ
る
。

（
１
）
経
験
の
基
本
的
原
理
は
総
合
判
断
で

あ
り
、
そ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
も
経
験

に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
え
な
い
。
し
た

が
っ
て
そ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
成
る
人
間

の
思
惟
は
い
か
な
る
客
観
的･

形
而
上
学

的
妥
当
性
も
持
た
な
い
、
単
な
る
実
践
的

な
道
具
に
す
ぎ
な
い
。

（
２
）
す
べ
て
の
原
理
は
分
析
的
で
あ
り
、

純
粋
思
惟
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
。

し
た
が
っ
て
思
惟
は
「
永
遠
に
可
能
的
な

も
の
の
よ
り
広
大
な
宇
宙
を
開
示
す
る
」

も
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
認
識
論
上
の
あ
り
う
る
立
場
を
こ
の
よ
う

な
二
つ
の
究
極
的
な
可
能
性
の
対
立
と
い
う
形

で
捉
え
て
い
た
点
に
お
い
て
、
同
時
代
の
他
の

哲
学
者
た
ち
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
し

て
カ
ン
ト
は
両
者
の
卓
越
性
と
問
題
の
切
迫
性

（

形
而
上
学
に
と
っ
て
生
死
を
か
け
た
問
い
」

「

を
見
抜
き
、
こ
の
両
立
場
の
調
停
を

(
)

）

B
19

最
重
要
の
課
題
と
見
な
し
た
。
つ
ま
り
カ
ン
ト

の
探
求
は
、
因
果
的
原
理
の
総
合
的
性
格
と
い

う
ヒ
ュ
ー
ム
の
指
摘
を
認
め
た
上
で
な
お

純

、「

粋
理
性
の
立
法
力
へ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
信
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念
」
が
い
か
に
し
て
保
持
さ
れ
う
る
か
、
と
い

う
問
い
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。序

論
で
は
最
後
に

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
」
や

、

「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
概
念

「
感
性･

悟
性

、

･

理
性
」
と
い
う
能
力
の
三
区
分
な
ど
、
カ
ン

ト
に
特
有
の
教
説
お
よ
び
術
語
法
に
つ
い
て
の

概
説
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
か
ら
は
後

に
、
ス
ミ
ス
の
カ
ン
ト
理
解
の
根
幹
に
関
わ
る

も
の
と
し
て

「
意
識
の
本
性
」
と
「
現
象
主

、

義
」
の
項
目
を
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た

い
。以

上
の
よ
う
な
序
論
に
続
い
て
本
編
と
し

て
、
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
た
註
釈
が
展

開
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
本
書
の
も
う
一
つ
の
特

徴
と
し
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
全
体
を
扱
う

、

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
単
に
ア
デ
ィ
ケ
ス
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン

ガ
ー
ら
の
文
献
学
的
成
果
を
テ
キ
ス
ト
全
体
に

応
用
し
た
、
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、

も
と
も
と
ス
ミ
ス
の
研
究
方
針･

目
的
に
根
ざ

す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

『
純
粋
理
性

、

批
判
』
を
、
カ
ン
ト
が
答
え
よ
う
と
し
て
い
た

当
の
問
題
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必

然
的
に

『
批
判
』
全
体
を
考
察
の
対
象
に
入

、

れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
の
最
も
成
熟
し
た
見
解

は
「
超
越
論
的
分
析
論

、
特
に
純
粋
悟
性
概

」

念
の
超
越
論
的
演
繹
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ

る
議
論
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
『
純
粋
理
性

批
判
』
の
問
題
は
そ
も
そ
も
、
形
而
上
学
全
体

の
問
題
を
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
い
う
形
式
に
お
い

て
開
示
す
る
と
い
う
構
想
に
最
も
古
い
起
源
を

。

、

持
つ
も
の
で
あ
る

さ
ら
に
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば

「
分
析
論
」
の
問
題
も
実
は

「
超
越
論
的
弁

、

証
論
」
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
ま
で
は
十
分
な

仕
方
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
カ
ン
ト
の
テ

（
後
述
）

キ
ス
ト
全
編
を
検
討
す
る
本
書
は
、
一
文
ご
と

に
解
説
を
加
え
る
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
や
ペ
イ
ト

La

ン
、
ま
た
は
ヴ
レ
ー
シ
ョ
ヴ
ェ
ー
ル

(

déduction
transcendentale

dans
l'oeuvre

de

の
註
釈
書
の
よ
う
に
、
い
わ

K
ant,

1934-37)

ば
〈
辞
書
的
な
使
用
〉
に
向
い
た
も
の
と
は
言

え
な
い
の
だ
が
、
テ
キ
ス
ト
を
統
一
す
る
カ
ン

ト
の
問
題
意
識
と
、
批
判
的
原
理
が
ふ
さ
わ
し

い
表
現
に
近
づ
い
て
ゆ
く
過
程
と
を
解
き
ほ
ぐ

す
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ミ
ス
は
、
我
々
を
体
系
的

な
理
解
に
導
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

本
書
で
は
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
註
釈

の
部
分
と
体
系
的
な
観
点
か
ら
の
註
釈
の
部
分

と
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
後
者
だ
け
を
読
め
ば

ス
ミ
ス
の
体
系
的
理
解
に
容
易
に
接
近
で
き

る
、
と
い
う
便
宜
も
図
ら
れ
て
い
る
。

三

で
は
こ
こ
で

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
基
本

、

的
教
説
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
に
よ
る
概
説
お
よ

び
全
体
の
註
釈
か
ら
、
本
書
の
カ
ン
ト
理
解
の

核
心
部
分
を
抽
出
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
研
究
の
な
か
で
ス
ミ
ス
が
最
初

に
見
出
す
カ
ン
ト
の
革
命
的
な
成
果
は
、
意
識

の
本
性
へ
の
問
い
を
近
代
に
お
い
て
初
め
て
本

当
の
意
味
で
問
い
尋
ね
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
デ
カ
ル
ト
以
降
、
確
か
に
意
識
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
こ

で
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
実
は
、
意
識
は
い

か
に
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う
意
識
そ
の
も
の

へ
の
問
い
で
は
な
く
、
意
識
が
開
示
す
る
対
象

の
性
格
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
意
識
が
そ
の
よ

う
な
対
象
を
開
示
す
る
「
究
極
的
で
分
析
不
可

能
な
一
つ
の
形
式
」
と
し
て
現
実
存
在
す
る
と

、

、

い
う
こ
と
は
不
問
の
前
提
で
あ
り

そ
の
上
で

そ
の
意
識
に
対
し
て
い
か
な
る
対
象
が
い
か
な

る
条
件
の
も
と
で
現
前
す
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
だ
け
が
問
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ

ン
ト
が
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
対
象

に
つ
い
て
の
意
識
は
そ
も
そ
も
「
い
か
に
し
て

、

」

可
能
で
あ
り

何
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
カ

ン
ト
は
、
そ
れ
ま
で
自
明
な
こ
と
と
見
な
さ
れ

て
い
た
前
提
そ
の
も
の
を
問
い
の
俎
上
に
上
げ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
識
の
本
性
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
鍵
を
握
る
も
の

と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的

妥
当
性
を
問
う
過
程
で
カ
ン
ト
は
、
意
識
に
つ

い
て

「
意
識
の
現
実
存
在
お
よ
び
意
識
が
専

、

ら
現
象
し
う
る
統
一
的
形
式
を
説
明
す
る
た
め

、

」

に
は

我
々
は
何
を
要
請
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か

と
定
式
化
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
を
追
求
す
る
に

至
る
。
こ
れ
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
回
答
の
要
点

は
、
次
の
点
に
存
す
る
。
即
ち
、
一
切
の
意
識

は
意
味
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
受
動
的
観
照
で
は
な
く
能
動
的
判
断
が
、
ま

た
単
な
る
概
念
で
は
な
く
総
合
的
解
釈
が
、
意

識
が
現
実
存
在
す
る
際
の
基
本
形
式
で
あ
る
。

つ
ま
り
判
断
の
形
に
お
け
る
こ
の
解
釈
の
過
程

が
な
け
れ
ば
、
意
識
は
存
在
し
え
な
い
。
し
た

が
っ
て
一
切
の
経
験
を
条
件
付
け
る
も
の
と
し

て
の
総
合
の
過
程
は
、
そ
も
そ
も
意
識
が
現
実

存
在
し
う
る
以
前
に
遂
行
さ
れ
、
意
識
そ
の
も

の
を
も
条
件
付
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
本
性
へ
の
洞
察

が
も
つ
革
命
的
性
格
は
、
よ
り
広
い
問
題
地
平

の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義

が
十
全
に
理
解
さ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
翻

訳
者
も
ス
ミ
ス
の
「
体
系
的
議
論
の
主
軸
」
と

(
)

し
て
指
摘
す
る

〈
主
観
主
義

、

subjectivism

〉

か
ら
現
象
主
義

へ
の
移
行

(
)

phenom
enalism

と
い
う
主
張
へ
と
導
か
れ
る
。
そ
の
主
張
は
、

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
即
ち

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
自

、

我
、
認
識
対
象
、
理
性
の
本
性
に
つ
い
て
の
カ

ン
ト
の
理
解
に
は
、
主
観
主
義
的
見
解
と
現
象

主
義
見
解
と
が
混
在
し
、
カ
ン
ト
は
全
編
を
通

じ
て
両
者
の
あ
い
だ
で
の
葛
藤
し
つ
つ
も
、
執

筆
時
期
の
遅
い
部
分
で
は
、
よ
り
成
熟
し
た
見

解
と
し
て
の
後
者
に
近
づ
い
て
い
る
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

主
観
主
義
的
見
解
と
は
、
意
識
と
し
て
既
に

そ
れ
自
体
に
お
い
て
現
実
存
在
す
る
主
観
的
な

も
の
と
、
そ
れ
と
は
全
く
独
立
に
現
実
存
在
す

る
客
観
的
な
も
の
と
の
区
別
を
主
張
す
る
立
場

で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
従
え
ば
、
主
観
的･

心

的
状
態
、
あ
る
い
は
《
観
念
》
だ
け
が
、
意
識

が
直
接
的･

間
接
的
に
持
つ
こ
と
の
で
き
る
唯

一
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
、
例
え

ば
外
的
対
象
の
現
実
存
在
は
、
付
加
的
な
推
理
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過
程
の
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
個
体
的
自
我
の
現
実
存

在
は
公
理
的
で
自
明
の
も
の
と
見
な
さ
れ
、
そ

の
結
果
、
対
象
の
客
観
性
の
根
拠
は
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
従
っ
た
統
覚
の
総
合
的
統
一
で
は
な
く
、

物
自
体
に
よ
る
触
発
に
し
か
求
め
ら
れ
な
く
な

る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
単
な
る
主
観
的
表
象

も
客
観
性
を
主
張
さ
れ
る
べ
き
対
象
も
共
に
、

そ
の
既
に
独
立
自
存
す
る
主
観
の
心
の
変
容
と

し
て
し
か
み
な
さ
れ
え
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
そ
れ
ら
の
表
象
の
間
の
区
別
は
成
り
立
た
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
主
観
主
義
的
見
解
は
第
一
版
の
超
越
論
的

演
繹
に
お
け
る
「
超
越
論
的
対
象
」
の
理
説
の

う
ち
に
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
表
象
と
そ
の
原

因
と
し
て
の
物
自
体

と

（
＝
超
越
論
的
対
象
）

い
う
区
別
な
い
し
関
係
を
主
張
す
る

「
半
‐

、

批
判
的
」

ま
た
は
「
非
‐
批
判

(
)

sem
i-C

ritical

(
)

（
超
越
論
的

的
」

な
理
説
で
あ
る

un-C
ritical

対
象
を
表
象
の
原
因
と
し
て
物
自
体
と
同
一
視
す

る
と
い
う
ス
ミ
ス
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ペ
イ
ト

ン
以
来
多
く
の
反
論
が
あ
る
こ
と
は
既
に
広
く
知

ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て

。

は
特
に
取
り
上
げ
な
い
）

他
方
で
カ
ン
ト
は
前
述
の
よ
う
に
、
意
識
の

本
性
へ
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
主
観
主
義
の
立
場
が
拠
っ
て
立
つ
前
提
そ
の

も
の
を
問
い
に
付
し
て
も
い
る
。
そ
の
場
合
の

カ
ン
ト
の
結
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
条
件
と

し
て
の
総
合
の
過
程
は
経
験
の
対
象
を
可
能
に

す
る
と
同
時
に
、
自
我
意
識
を
も
可
能
す
る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
切
の
意
識
に
先
立

た
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
総
合
の
心
的
過
程
そ
の

も
の
に
つ
い
て
の
意
識
は
あ
り
得
ず
、
た
と
え

心
的
状
態
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
っ
て
も
、
お

よ
そ
意
識
で
あ
る
限
り
は
、
外
的
対
象
に
つ
い

て
の
意
識
と
同
じ
仕
方
で
覚
知
さ
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
意
識
の

対
象
で
あ
る
限
り
等
し
く
客
観
的
な
仕
方
で
覚

知
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
が
自
然

の
体
系
か
ら
全
く
独
立
し
た
現
実
存
在
と
し
て

そ
れ
に
平
行
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
自

然
体
系
に
つ
い
て
の
意
識
を
構
成
し
た
り
す
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
主
観
的･

心
的
状
態
は

そ
れ
自
体
、
意
識
に
対
し
て
開
示
さ
れ
る
自
然

秩
序
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
結
果

〈
主
観
的

、

な
も
の

客
観
的
な
も
の
〉
と
い
う
対
立
は
意

－

味
を
持
た
な
く
な
り
、
心
的
状
態
を
も
含
め
た

自
然
秩
序
と
し
て
の
現
象
と
、
そ
の
秩
序
を
条

件
付
け
て
い
る
基
底
領
域
と
し
て
の
「
ヌ
ー
メ

ナ
的
現
実
存
在
」(

と
の

noum
enal

existence)

対
立
、
つ
ま
り
〈
現
象

実
在
〉
と
い
う
対
立

－

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
よ
う

な
対
立
を
基
盤
に
す
る
立
場
を
現
象
主
義
と
名

づ
け

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
真
に

、

批
判
的
」

な
見
解
で
あ
る

(
)

genuinely
C
ritical

と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
革
命
的
な
意
義
は
、

認
識
の
問
題
を

〈
い
か
に
し
て
主
観
的
意
識

、

か
ら
外
的
対
象
へ
と
出
て
行
く
か
〉
と
い
う
問

い
か
ら

〈
自
我
を
含
め
た
一
切
の
意
識
を
可

、

能
に
す
る
ヌ
ー
メ
ナ
的
条
件
は
何
か
〉
と
い
う

問
い
へ
と
変
貌
さ
せ
た
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
問
い
の
枠
組
み
そ
の

も
の
を
変
え
た
、
と
い
う
点
に
、
ス
ミ
ス
は
カ
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ン
ト
の
決
定
的
な
意
義
を
見
出
し
て
お
り
、
こ

の
カ
ン
ト
理
解
は
、
文
献
学
的
知
識
、
哲
学
史

的
展
望
、
思
想
内
容
へ
の
洞
察
を
合
わ
せ
た
総

合
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
の
賜
物
で
あ
る
と
断

言
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
功
績
が
認
め

、「

」

、

ら
れ
る
一
方
で

真
に
批
判
的

な
見
解
と

「
半
‐
批
判
的
」
な
見
解
と
が
同
居
し
て
い
る

、

、

と
認
め
て
し
ま
う
こ
と

し
た
が
っ
て
結
局
は

後
者
は
〈
本
来
な
ら
ば

『
純
粋
理
性
批
判
』

〉

の
う
ち
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
見
解
で
あ
る

、

『

』

と
見
な
し
て
し
ま
う
こ
と
は

果
し
て

批
判

に
お
け
る
カ
ン
ト
の
思
想
・
方
法
を
本
当
に
汲

み
尽
く
し
た
う
え
で
の
結
論
で
あ
る
と
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ス
ミ
ス

の
註
釈
書
の
功
罪
と
し
て
、
第
五
節
に
お
い
て

改
め
て
考
え
た
い
。

四

さ
て
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
指
摘
す
る
通
り

、
本
書
が
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
の
註

(
)

V
III

釈
に
割
く
紙
幅
は

「
分
析
論
」
の
そ
れ
に
比

、

べ
れ
ば
確
か
に
少
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

見
か
け
の
扱
い
の
差
と
は
裏
腹
に
、
ス
ミ
ス
は

カ
ン
ト
の
認
識
論
の
本
質
的
構
成
要
素
と
し

て

「
分
析
論
」
に
劣
ら
な
い
積
極
的
な
意
義

、
を
「
弁
証
論
」
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
点
も
ま
た
、
本
書
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
指

摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

『
純
粋
理

。

性
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
成
熟
し
た
見
解

と
し
て
の
現
象
主
義
は
、
主
に

「
分
析
論
」

、

の
う
ち
で
も
第
二
版
で
の
書
き
換
え
を
含
め
た

執
筆
時
期
の
遅
い
部
分
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ

る
。
し
か
し
実
は
こ
の
見
解
は
、
理
性
と
そ
の

概
念

の
本
性
に
つ
い
て
の
理
説
と
不

（
理
念
）

可
分
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
主
観
主

義
か
ら
現
象
主
義
へ
の
移
行
〉
と
い
う
ス
ミ
ス

の
カ
ン
ト
理
解
は

「
弁
証
論
」
の
議
論
を
踏

、

ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。

我
々
の
経
験
的
世
界
に
つ
い
て
の
現
象
主
義

的
見
解
が
採
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
世
界
を
限
界

付
け
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
も
は

や
表
象
の
原
因
と
し
て
の
物
自
体
の
概
念
で
は

な
く
、
条
件
付
け
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
我
々
に
開
示
す
る
と
こ
ろ
の
、
無

条
件
者
の
概
念
で
あ
る
。
限
定
性
の
意
識
は
、

そ
の
限
定
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
を

前
提
と
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
空
間･

時
間
に
お
け
る
経
験
的
世
界
の
限
定

さ
れ
た

相
対
的
な
性
格

（
条
件
付
け
ら
れ
た
）

が
我
々
に
開
示
さ
れ
る
に
は
、
我
々
の
感
性
と

悟
性
の
形
式
の
ほ
か
に
、
無
条
件
者
と
い
う
独

特
の
概
念
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
理
性
能
力
は
、
現
象
主
義

の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
根
源

的
に
悟
性
か
ら
区
別
さ
れ
る
必
要
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
点
に

つ
い
て
も

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
未
成
熟

、

な
見
解
と
批
判
的
な
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
見
解

と
が
混
在
し
て
い
る
。
よ
り
原
初
的
な
構
想
で

は
、
理
念
は
単
に
、
悟
性
概
念
が
経
験
的
認
識

に
お
い
て
服
す
る
べ
き
限
定
条
件
を
除
去
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の

無
条
件
者
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
経
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験
を
絶
え
ず
拡
張
す
る
よ
う
に
鼓
舞
す
る
図
式

、

、

と
し
て
の
理
念
で
は
あ
る
が

経
験
に
基
づ
き

経
験
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
場
合
、
理
性
と
は
、
そ
の
よ
う
に
理
念
的

な
満
足
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
の
悟
性
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
限
界
概
念
と
し
て
の

理
念
は
、
偶
然
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い

て
の
我
々
の
意
識
に
先
行
し
、
そ
れ
を
可
能
に

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
そ
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
の
無
条
件
者
の
理

念
は
、
他
の
い
か
な
る
概
念
か
ら
も
導
出
さ
れ

え
ず
、
悟
性
と
は
根
源
的
に
区
別
さ
れ
た
能
力

と
し
て
の
理
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
所
産
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
念

は
、
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
経
験
の
フ
ェ

ノ
メ
ナ
的
性
格
、
現
象
と
し
て
の
認
識
対
象
を

開
示
す
る
も
の
と
し
て
、
経
験
の
可
能
性
の
条

件
の
う
ち
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
象
主
義
と
は

「
分
析
論
」

、

に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
客
観
的
世
界
と
「
弁
証

論
」
に
お
い
て
独
特
の
能
力
と
し
て
確
立
さ
れ

る
理
性
と
い
う
、
相
互
依
存
的
な
二
つ
の
要
素

を
含
む
も
の
と
し
て
初
め
て
、
完
全
な
形
で
理

解
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。
理
性
が
悟
性
と
は
無

関
係
に
独
自
に
形
成
す
る
無
条
件
者
の
理
念

は
、
我
々
の
認
識
が
常
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
開
示
し
、
そ
う
し
て
我
々
の

認
識
を
条
件
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
経
験

さ
れ
る
も
の
自
身
が
、
経
験
さ
れ
う
る
も
の
以

上
の
何
か
、
つ
ま
り
形
而
上
学
的
な
も
の
を
既

、「

」

に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り

超
越
的
な
も
の

と
は
、
こ
の
内
在
的
要
因
と
し
て
の
形
而
上
学

的
な
も
の
が
、
独
立
し
た
扱
い
の
可
能
な
実
在

物
と
し
て
誤
っ
て
み
な
さ
れ
る
場
合
に
生
じ
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
か
ら
ス
ミ
ス
は

「
分

、

析
論
」
ま
で
の
成
果
に
従
っ
て
「
超
越
的
な
も

の
」
を
拒
絶
す
る
の
が
「
弁
証
論
」
の
課
題
な

の
で
は
な
く

「
弁
証
論
」
の
議
論
を
待
っ
て

、

初
め
て
「
分
析
論
」
は
、
真
理
と
実
在
に
つ
い

て
の
議
論
と
し
て
の
完
全
性
を
得
る
、
と
考
え

る
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
同
じ
「
継
ぎ
は

ぎ
細
工
説
」
に
依
拠
し
て
い
な
が
ら
ア
デ
ィ
ケ

ス
と
は
異
な
る
結
論
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ア
デ
ィ
ケ
ス
の
文

献
学
的
研
究
は
、
旧
来
の
形
而
上
学
に
対
す
る

批
判
的･

否
定
的
な
仕
事
を
遂
行
す
る
部
門
と

し
て
想
定
さ
れ
た
「
純
粋
理
性
の
規
律
」

に
「
超
越
論
的

(
)

D
iciplin

der
reinen

V
ernunft

弁
証
論
」
の
起
源
が
あ
り

(
)

、
ま
た
そ

72-74

れ
ゆ
え
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
お

い
て
否
定
的
な
議
論
を
対
象
と
し
て
含
む
部
門

で
あ
っ
た
「
弁
証
論
」
の
名
称
が
よ
く
当
て
は

ま
っ
た

(
)

と
い
う
点
を
重
視
し
、
そ
の

77-78

否
定
的
な
意
義
だ
け
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
し

て
カ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
に
「
分
析
論

「
弁
証

」

論
」
と
い
う
論
理
学
的
図
式
を
採
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
抱
い
た
体
系
的
構
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
問
題
に
ふ
さ
わ
し
い
体
系
を
見
出
し
て
ゆ
く

こ
と
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
既
成
の

図
式
に
カ
ン
ト
自
身
と
彼
の
問
題
と
を
適
合
さ

せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
批
判
す
る

。
こ
う
し
て
ア
デ
ィ
ケ
ス
に
と
っ
て
は
カ

(
)

76ン
ト
の
持
つ
体
系
的
構
想
や
そ
の
形
式
は
、
カ

ン
ト
の
思
想
の
核
心
を
再
発
見
す
る
う
え
で

は
、
粉
砕
さ
れ
る
べ
き
単
な
る
外
面
的
な
殻
に
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過
ぎ
な
い

。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ミ
ス
も

(
)

V
-V
I

ま
た

「
建
築
術
」
へ
の
執
着
が
も
た
ら
す
弊

、

特
に
「
純
粋

害
を
指
摘
す
る
の
で
は
あ
る
が
（

悟
性
概
念
の
図
式
論
」
に
関
す
る
批
判
は
手
厳
し

、
し
か
し
「
分
析
論
」
と
「
弁
証
論
」
と
い

い
）

う
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
後
者
に
固
有
の
根
本

的
な
意
義
が
洞
察
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
全

く
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
真
理
の
理
論
が
完
成
さ
れ
る
に

は
理
性
が
固
有
の
能
力
と
し
て
確
立
さ
れ
ね
ば

な
ら
ず
、
こ
れ
を
中
心
的
使
命
と
す
る
「
弁
証

論
」
は

「
分
析
論
」
と
は
原
理
的
に
区
別
さ

、

れ
且
つ
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
な
理
説
を
展
開
す

る
の
で
あ
る

「
弁
証
論
」
を
含
め
た
こ
の
よ

。

う
な
体
系
的
理
解
を
得
た
点
に
、
ス
ミ
ス
の
強

い
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五

ス
ミ
ス
は
ア
デ
ィ
ケ
ス
と
同
様
に
、
カ
ン
ト

の
思
索
を
忠
実
に
再
現
す
る
と
い
う
意
図
に
基

づ
く
文
献
学
的
研
究
を
出
発
点
と
し
て
い
な
が

ら
、
現
象
主
義
と
い
う
理
解
の
も
と
に
「
分
析

論
」
と
「
弁
証
論
」
と
の
よ
り
有
機
的
な
連
関

を
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
ア
デ
ィ
ケ
ス
と
は

異
な
る
結
論
へ
と
導
か
れ
た
。
し
か
し
「
継
ぎ

」

、

は
ぎ
細
工
説

を
拠
り
所
と
し
て
い
る
限
り
で

ス
ミ
ス
に
も
そ
の
弊
害
は
見
ら
れ
る
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
は
異
な
る
時
期
に
書
か

れ
た
諸
原
稿
を
寄
せ
集
め
て
で
き
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
原
稿
は
相
互
の
不
整
合
が
解
消

さ
れ
な
い
ま
ま
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解

は

「
真
に
批
判
的
」
な
立
場
と
し
て
の
現
象

、
主
義
的
見
解
と

「
半
‐
批
判
的
」
な
立
場
と

、

し
て
の
主
観
主
義
的
見
解
と
を
見
分
け
る
、
と

い
う
ス
ミ
ス
の
カ
ン
ト
解
釈
の
根
拠
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
結
局
、

カ
ン
ト
の
よ
り
成
熟
し
た
立
場
を
表
す
と
見
ら

れ
る
見
解
に
対
し
て
、
他
の
部
分
を
可
能
な
限

り
調
和
さ
せ
、
そ
れ
が
で
き
な
い
部
分
は
無
用

の
議
論
と
し
て
切
り
捨
て
ざ
る
を
え
な
い
、
と

い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
読
み
方
が
前

、「

」「

」

提
に
し
て
い
る
の
は

空
間
・
時
間

現
象

「

」

、

物
自
体

と
い
っ
た
主
要
な
概
念
に
つ
い
て

そ
の
〈
本
来
的･

批
判
的
〉
な
意
味
が
見
出
さ

れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
っ
て
全
体
を
読
み
切

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
了
解
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
ス
ミ
ス
は
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
章
に

お
い
て
」
矛
盾
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
ス
ミ
ス
に
は
、
こ
の
矛
盾
こ
そ
、
カ
ン
ト
が

第
二
版
の
序
文
に
お
い
て
述
べ
て
い
た
「
見
か

」

、

け
の
矛
盾

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

(
)

B
X
L
IV

と
い
う
配
慮
が
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
我
々
が
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の

、

、

は

カ
ン
ト
が
方
法
に
従
っ
て
自
覚
の
も
と
に

カ
ン
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
「
全
体
の
理
念
」

の
観
点
か
ら
、
段
階
的
に
概
念
の
内
実

(
)

ibid.

を
展
開
し
、
議
論
を
進
め
て
い
る
と
い
う
可
能

性
で
あ
る
。
実
際
カ
ン
ト
自
身
が
、
こ
の
「
全

体
の
理
念
」
が
把
握
さ
れ
る
ま
で
は
部
分
同
士

の
「
見
か
け
の
矛
盾
」
は
避
け
ら
れ
な
い
、
と

明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ペ
イ
ト
ン
の
指
摘
す
る
通
り

「
継
ぎ
は
ぎ

、

」

、

細
工
説

に
完
全
に
依
拠
し
て
し
ま
う
な
ら
ば

解
釈
の
過
程
で
矛
盾
を
見
出
し
た
と
き
に
、
そ
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の
解
釈
の
妥
当
性
を
考
え
直
す
こ
と
な
く

継

、「

ぎ
は
ぎ
細
工
説
」
を
さ
ら
に
確
証
す
る
だ
け
で

終
わ
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い

。
こ
の

(
)

42-43

意
味
で

〈
主
観
主
義
か
ら
現
象
主
義
へ
の
移

、

行
〉
と
い
う
ス
ミ
ス
の
カ
ン
ト
解
釈
は

『
純

、

粋
理
性
批
判
』
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
〈
一
つ
の

全
体
〉
と
し
て
提
示
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
と
い

う
点
へ
の
配
慮
を
不
用
意
に
省
い
た
ま
ま

真

、「

に
批
判
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
教
説
を
見
出
す

こ
と
で
探
求
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
追
求
し

た
「
建
築
術
」
に
従
っ
た
議
論
の
展
開
と
い
う

こ
と
を
、
ス
ミ
ス
や
ア
デ
ィ
ケ
ス
が
あ
っ
さ
り

と
退
け
て
し
ま
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

し
か
し
ベ
ッ
ク
の
述
べ
る
通
り
、
著
者
に
よ
っ

（

建
築
術
」

て
最
重
要
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と

「

が
読
者
に
よ
っ
て
無
視
さ

や
「
全
体
の
理
念

）
」

れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う

。

(
)

vii

ス
ミ
ス
の
文
献
学
的
研
究
は

『
純
粋
理
性

、

批
判
』
に
お
け
る
様
々
な
議
論
の
背
景
を
示
す

こ
と
で
カ
ン
ト
の
問
題
の
複
合
性
を
明
ら
か
に

し
、
こ
れ
を
断
片
的
に
利
用
す
る
こ
と
の
無
意

味
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
そ
れ
だ

け
に
、
ス
ミ
ス
が
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
の
原
初

的
状
態
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
意
図
を
持

っ
て
い
な
が
ら

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け

、

る
議
論
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
視
点
は

い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
見

過
ご
し
て
い
た
こ
と
は
い
っ
そ
う
惜
し
ま
れ

る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な

ス
ミ
ス
の
読
解
に
対
す
る
反
省

が
、

（
反
発
）

ペ
イ
ト
ン
や
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
、
ベ
ッ
ク
な
ど
の

研
究
に
重
要
な
き
っ
か
け
と
示
唆
を
与
え
た
と

い
う
こ
と
も
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
の
カ
ン
ト
研
究
が
進

み
、
問
題
が
高
度
に
細
分
化
さ
れ
て
き
た
現
在

の
学
界
に
お
い
て
、
全
体
へ
の
見
通
し
を
与
え

る
意
図
の
も
と
で
行
わ
れ
る
ラ
ン
ニ
ン
グ･

コ

、

、

メ
ン
タ
リ
ー
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は

ペ
イ
ト
ン

ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
以
降
す
っ
か
り
衰
退
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
諸
問
題
が
個

別
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
で
、
カ
ン
ト
や
哲

学
そ
の
も
の
の
「
現
代
的
意
義
」
を
性
急
に
求

め
る
あ
ま
り
、
そ
の
中
か
ら
使
え
る
部
分
だ
け

を
取
り
出
す
、
と
い
う
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
た

こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ス
ミ

ス
の
研
究
が
示
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
の
複
合
的

な
問
題
が
も
つ
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
複
雑
な

連
関
と
奥
行
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
本

書
は
、
断
片
的
な
扱
い
に
よ
っ
て
は
カ
ン
ト
を

理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
反
省

を
、
現
代
の
我
々
に
促
す
も
の
で
あ
る
。
本
書

が
こ
こ
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
の
最
大
の
意
義

も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
存
す
る
だ
ろ
う
。

、

、

さ
て

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば

今
後
に
翻
訳
が
期
待
さ
れ
る
古
典
的
な
研
究
書

は
ほ
か
に
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

P
hilosophie

und
M

oral
in

G
erhard

K
rüger,

(
)

や
、
ま
た
や
や

der
K

antischen
K

ritik
1931

特
殊
で
は
あ
る
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
も
影
響
を
与
え

A
lbert

Johannes
D
ietrich,

た
と
見
ら
れ
る
、

K
ant's

B
egriff

des
G

anzen
in

seiner

R
aum

-Z
eitlehre

und
das

V
erhältnis

zu

な
ど
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
全

L
eibniz

(
)

1916
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体
的
連
関
や
問
題
の
奥
深
い
背
景
を
教
え
て
く

れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
現
代
に
お
い
て

も
ま
っ
た
く
そ
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
。
ま

L
a

た
同
様
の
観
点
か
ら
、E

.
B
outroux,

H
erm

an-J.
philosophie

de
K

ant
(

)
1926

や
、

L
'

évolution
de

la
pensée

de
V
léeschauw

er,
な
ど
、
日
本
で
は
あ
ま
り

kantienne
(

)
1939

顧
ら
れ
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
的
研
究
書

の
翻
訳
も
期
待
し
た
い
。

最
後
に
本
書
の
翻
訳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

そ
の
訳
文
は
、
本
書
が
全
体
を
通
じ
て
示
そ
う

と
す
る
体
系
的
理
解
を
一
気
に
捉
え
る
よ
う
な

通
読
に
十
分
に
耐
え
う
る
、
大
変
ス
ム
ー
ズ
な

も
の
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
の
明
晰
な
英
文
を
正
確

に
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
本
書
が
こ
の
翻
訳
を
機
に
、
単
に
古
さ

の
ゆ
え
に
無
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
我
が
国
の

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
真
価
が
共
有
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
そ
う
で

あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
大
部
の
書
を
見
事
に
訳
し

切
っ
た
翻
訳
者
の
労
苦
も
報
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

更
に
、
我
々
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
機
会

の
背
景
に
は
、
厳
し
い
不
況
に
見
舞
わ
れ
る
出

、

、

版
業
界
の
な
か
で

本
書
の
よ
う
な
純
然
た
る

し
か
し
質
の
高
い
学
術
書
の
翻
訳
・
刊
行
に
踏

み
切
っ
た
出
版
社
の
見
識
と
熱
意
が
あ
る
こ
と

も
、
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
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