
1276・ 

ラ
イ
。
フ • 

ー"●

誤

者

を

煩

は

す

余

の

罪

に

到

し

て

は

切

に

寛

恕

．

を

乞

ふ

次

第

で

あ

る

。

と

は

思

ひ

も

寄

ら

な

い

。

此

共
上
ラ
イ
プ
ー
ー

゜

ラ

イ

フ

→ 

．
 

ツ

ッ

哲

學

研

究

第

↓

．

十

二

臨

ツ

哲
學
’
の
意
義

一

篇

は

西

田

数

授

の

『

意

識

と

は

何

を

意

味

す

る

か

』

（

『

哲

學

研

究

浜

印

廿

二

披

）

及

び

『

ラ

イ

プ

ニ

本

骰

的

證

朋

』

（

『

臨

文

』

第

九

年

第

一

競

）

な

る

二

論

文

に

述

べ

ら

れ

た

所

を

指

針

と

し

て

ラ

イ

プ

i-

著

作

を

誤

み

、

其

息

想

の

我

々

に

劉

す

る

意

昧

に

就

い

て

感

じ

た

結

果

を

録

し

た

る

，

も

の

て

あ

る

。

プ
ー
ー
ッ
ツ
の
著
作
と
い
ふ
も
余
の
賊
ん
だ
の
は
他
に

D
u
n
c
a
n
英
繹
の

I
.
h
i
I
O
S
O
P
h
i
(
•
a
l

W
o
r
k
s
 of 
L
e
i
b
n
i
t
z
ハ
之
を
引

く

に

D

を

以

て

す

る

）

と

M
o
n
t
g
o
m
e
r
y
の

際

し

た

D
i
s
c
o
n
r
s
e
,
m
 M
e
t
.
1
p
h
y
s
i
c
s
 
&
c
.
 (
之
を
引
く
に
瓦
を
•
以
て
す
る
＞
の

二

つ

に

止

ま

る

の

で

あ

る

か

ら

固

よ

IJ
拇

引

芳

證

精

細

な

る

ラ

イ

プ

ツ

の

説

に

就

い

て

考

（

た

所

も

西

田

敬

授

の

思

想

に

負

ふ

所

以

外

幼

，

郡

未

熱

に

し

て

大

方

の

劉

蹄

に

仇

す

べ

き

も

の

は

始

ど

無

い

¢

で

あ

る

。

の

理

俯

を

深

め

る

錫

め

の

演

習

と

し

て

之

を

杏

い

て

見

た

ま

で

に

過

ぎ

な

い

。

ご
ジ
は
『
形
而
上
學
講
説
」
廿
四
‘
廿
五
に
於
い
て
精
紳
を
書
寓
用
白
紙
に
比
せ
ん
と
す
る

．
 

ツ

田
ッ

研

究

に

伍

せ

ん

と

す

る

C

寧

る

余

は

唯

自

分

此

の

如

き

も

の

を

以

て

邊
＿四

．
 

ッ
.,. 

ラ
イ

ツ
の

ツ
の

冗
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識
せ
ら
る
ヽ
と
否
と
に
拘
ら
ず
精
肺
は
之
を
所
有
す
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
。

二
五

然
る
に

斯

様

に

ラ

イ

プ

ご

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
見
解
に
反
到
し
、
外
来
の
戚
覺
を
以
て
精
牌
に
本
来
具
有
せ
ら
る
ヽ
観
念

の

想

起

を

促

す

所

の

縁

由

に

過

ぎ

ず

と

す

る

プ

ラ

ト

ー

ン

の

想

起

説

と

賛

し

て

其

深

遂

な

る

恩

想
を
稲
へ
て
居
る
‘
若
し
精
軸
が
今

H
息

惟

し

認

誠

す

る

所

を

往

者

已

に

恩

惟

し

認

識

せ

る

こ

と

あ
る
も
の
な
り
と
す
る
精
紳
先
在
説
の
映
謬
を
去
る
な
ら
ば
‘
此
プ
ラ
ト
ー
ン
の
想
起
説
は
大
な

n
c
e
p
t
u
s
と
異
る
所
で
あ
る
。

る

其

理

を

含

む

と

は

ラ

イ

プ

る
と
否
と
に
拘
ら
ず
精
紳
に
存
す
る
。

其

観

念

に

基

芝

其

闊

係

と

し

て

成

立

す

る

所

の

其

理

も

亦

現

に

認

論
理
主
義
と
い
ふ
の
は
唯
一

ニ
ッ
ツ
の
言
ふ
所
で
あ
る
。

▲
 

是

れ

現

に

思

惟

せ

ら

る

ヽ

限

り

に

於

て

の

み

存

す

る

C
o
,

ツ

が

観

念

と

其

理

と

を

人

の

現

に

之

を

思

惟

し

認

識

す

る

作

用

を

離

れ

て

存

在

す

る

も

の

で

あ

る

と

考

へ

た

こ

と

は

古

の

プ

ラ

ト

9

ン

よ

り

近

時

の

先

験

的

論

理

主

義

に

到

る

媒

介

を

成

す

も

の
で
あ
っ
て
、
ラ
ッ
セ
だ
、
ク

9

テ
ュ
ー
フ

1

の

如

含

論

理

主

義

者

が

其

思

想

の

源

流

を

此

慮

に

汲

む

の

も

偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
（
此
慮
に
論
理
主
義
と
い
ふ
の
は
主
知
主
義
と
い
ひ
唯
理
主
義
と
い
ふ
の

• 

主
知
主
義
は
一
切
現
賞
を
認
識
の
理
論
的
債
値
の
み
に
蹄
せ
ん
と
し
‘
唯
理
主
義
は

と
‘
は
違
人
。

更

に

其

理

論

的

債

値

を

思

惟

の

論

理

的

形

式

の

み

に

還

元

せ

ん

と

す

る

も

の

で

あ

る

。

切

現

賓

を

意

識

の

作

用

と

獨

立

な

る

絶

到

債

値

の

證

系

郎

ち

意

味

ラ

イ

プ

一

ー

ツ

ヅ

酋

界

の

意

義

彼

に

従

へ

ば

観

念

は

現

に

思

惟

せ

ら

る



1278 

る

と

い

ふ

こ

と

は

云

は

れ

な

い

。

此

励

に

於

て

ラ

イ

プ

と

し

て

精

紳

に

存

在

す

る

と

考

へ

た

の

で

あ

ら

う

。

併

し

こ

れ

は

観

念

本

有

の

問

題

を

意

識

の

の
別
を
明
快
に
設
い
て
居
る
。
）

示
J
V

ツ
ァ
’
ノ
が
其
其
理
自
證
の
説
の
先
縦
と
し
て
ラ
イ
プ

を

も

翠

げ

得

る

こ

と

を

特

に

注

意

し

た

の

は

正

嘗

で

あ

る

(
B
o
l
z
a
n
o
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
l
i
r
e
,
 S
.
 1
2
0
 ,
 12
1
;
0
 

，
 

併

し

な

が

ら

観

念

や

其

闊

係

と

し

て

の

興

理

が

精

紳

に

本

来

具

有

せ

ら

れ

る

と

い

ふ

の

は

如

何

な

る

意

味

に

於

て

可

能

で

あ

ら

う

か

。

ミ

ジ

は

其

巧

妙

な

る

無

意

識

的

極

微

細

覺

の

概

念

を

以

て

之

を

解

繹

し

得

る

も

の

と

信

じ

、

観

念

や

具

理

は

現

に

意

識

せ

ら

れ

ざ

る

も

極

徴

知

覺

範

園

か

ら

無

意

識

の

範

園

に

推

移

し

た

に

止

ま

り

、

観

念

が

現

に

思

惟

せ

ら

れ

る

と

否

と

に

拘

ら

ず

存

在

す

る

と

い

ふ

こ

と

の

可

能

を

其

に

理

解

せ

し

め

る

永

の

で

は

な

い

C

若

し

観

念

が

精

紳

に

本

来

具

有

せ

ら

れ

る

と

い

ふ

の

が

極

徴

知

覺

と

し

て

存

す

る

と

い

ふ

意

味

に

止

ま

る

な

ら

ば

、

観

念

は

縦

ひ

無

意

識

的

に

せ

よ

息

惟

作

用

を

侯

つ

て

成

立

す

る

の

で

あ

っ

て

｀

之

と

離

れ

て

存

す

ニ
ッ
ツ
の
試
念
本
有
説
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の

想

起

説

と

同

じ

く

猶

純

粋

の

論

理

主

義

に

逹

せ

ざ

る

形

而

上

學

的

心

理

設

た

る

こ

と

を

免

れ

．

な

い

の

で

あ

る

。

之

を

純

化

し

て

形

而

上

學

的

椴

定

を

離

れ

論

理

主

義

を

徹

底

せ

ん

と

す

る

為

に

は、
P

ッ

ズ

以

来

重

要

な

る

も

の

と

な

っ

た

妥

営

の

概

念

に

よ

り

‘

観

念

の

本

来

具

有

を

意

味

の

先

瞼

ラ
イ
プ

の

統

一

に

蹄

す

る

立

場

を

い

ふ

に

外

な

ら

な

い

。

哲

學

研

究

第

三

十

二

臨

(1¥1 ilnoh, E
r
l
e
b
巳
s
u
n
d
 G
e
l
t
u
n
g
,
 
S
.
1
0
7

に
此
―
―
―
者

二
六

コッ
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ラ

イ

ブ

94

ツ
ッ
哲
學
・
の
意
義

立
つ
も
の
と
云
っ
た
の
ヽ
之
が
為
め
で
あ
る
。

七

と
が
出
来
ぬ
。

観

念

は

本

来

精

紳

に

具

有

せ

ら

る

と

し

て

之

を

な
ら
ぬ
。

的
妥
嘗
と
轄
繹
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

無

意

識

的

に

も

そ

れ

が

思

惟

せ

ら

れ

て

居

る

と

い

人

こ

と

で

あ

っ

て

は

な

ら

ね

。

け
た
(
O
O
.
2
2
)

。

其
プ
ラ
ト

9

ン
研
究
に
基
い
て
プ
ラ
ト

9

ン

の

イ

デ

ャ

が

形

而

上

的

存

在

を

有

す

る

も

の

で

な

v‘其
存
在
は
論
理
的
被
定
立
の
意
に
外
な
ら
ず
、
精
紳
先
在
説
と
観
念
想
起
説
と
は
唯
此
論
理
説

に

闊

聯

し

て

嘗

時

の

紳

話

的

形

而

上

學

に

基

g
主
張
せ
ら
れ
た
心
理
的
解
繹
に
止
ま
り
、
逆
に
之

を

以

て

其

論

理

説

を

基

礎

附

け

せ

ん

と

す

る

も

の

に

あ

ら

ざ

る

こ

と

を

力

説

じ

(
N
a
t
o
r
p
,
U
b
e
r
 P
i
a
 

os 
l
d
C
'
e
u
l
,、

'1ll'e

S
.
 
2
0
 1
化~
G
)
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
承
認
し
た
想
起
説
を
も
其
排
せ
る
先
在
．
説
と
共
に
斥

斯
か
る
解
繹
が
、
果
し
て
、
哲
學
史
上
充
．
分
の
根
撼
を
有
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
余
の

今

判

定

し

得

る

所

で

は

な

い

が

と

に

か

く

論

理

主

義

を

徹

底

す

れ

ば

此

慮

に

至

ら

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ
こ
と
は
疑
も
無
い
所
で
あ
っ
て
ラ
イ
プ
ー
コ
ッ
が
猶
プ
ラ
ト

J

ン

の

想

起

説

を

賛

し

て

観

念

の
本
来
具
有
を
説
．
い
た
の
は
未
だ
其
説
の
純
粋
な
ら
ざ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば

余
が
錘
に
彼
れ
を
プ
ラ
ト
ー
ン
と
近
時
の
論
理
主
義
と
．
の
媒
介
者
た
る
中
間
段
階
に

精
誹
と
共
に
永
久
の
存
在
を
有
す
る
も
の
と
見
る
も
．
猶
其
は
時
間
的
存
在
の
攀
籠
を
脱
す
る
こ

異

の

超

時

間

的

存

在

は

唯

妥

嘗

す

る

意

味

と

し

て

の

み

可

能

で

あ

る

。

観

念

本

十
卜
氾
プ
は

観

念

が

本

来

精

稗

に

具

有

せ

ら

れ

る

と

は

意

識

的

に

も
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い
ふ
主
張
を
許
容
し
つ
ヽ
‘
唯
之
に

が
息
惟
せ
ら
れ
る
為
め
に
戚
覺
が
縁
由
を
必
要
と
し
な
が
ら
、
他
方
に
於
て
は
凡
て
の
純
粋
分
明

な
る
観
念
が
本
来
戚
覺
と
獨
立
に
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
‘
其
等
に
闊
係
す
る
知
性
の
威
覺
に
侯

つ

所

無

さ

と

を

設

い

た
(
N
e
w
E
s
s
 ,
y
o
n
 H

u
m
a
n
 U
n
d
o
1、

s
t
a
n
d
i
n
g
B
o
o
k
 I
I
,
.
O
h
a
p
.
 I
,
§
.
 
23,25, D
.
p
.
2
0
8
f
北
（
本

求
精
紳
に
具
有
せ
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
だ
の
は
誹
賓
證
の
概
念
よ
り
論
理
‘
敷
理
及
経
瞼
の
範
疇
，

~0 
ぅ

力

ラ
イ
プ

せ
ら
れ
る
こ
と
と
信
ず
る
）
。

か
ら
ラ
イ
プ

に
到
す
る
と
同
様
の
敬
意
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

併

し

余

は

今

學

士

の

如

く

哲

學

史

の

立

場

有

説

は

此

先

瞼

的

妥

嘗

説

に

轄

繹

せ

ら

れ

る

こ

と

に

由

つ

て

の

み

不

朽

の

生

命

を

維

持

す

る

こ

と
が
出
来
る
で
あ
ら
？
錦
田
學
士
が
本
誌
第
廿
七
腕
に
於
て
ラ
メ
・
プ

ニ
ッ
ツ
の
観
念
本
有
説
を
其

理
の
可
息
惟
と
い
ふ
要
求
に
基
く
も
の
と
解
し
て
‘
論
理
主
義
の
立
場
か
ら
此
設
を
軽
視
す
る
の

に
反
翌
せ
ら
れ
た
詳
細
な
る
説
論
に
は
‘
余
は
學
士
の
常
に
公
に
せ
ら
る
ヽ
他
の
精
到
な
る
研
究

ニ
ッ
ツ
の
思
想
の
由
来
を
探
ら
ん
と
す
る
も
の
で
な
く
‘
批
評
的
に
其
思
想
の
我
々
に

到
す
る
意
味
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
上
の
畑
含
論
理
主
義
的
の
解
繹
も
亦
是
認

然

ら

は

右

の

如

合

意

味

に

於

て

本

来

精

肺

に

具

有

せ

ら

れ

る

訊

念

は

如

何

な

る

も

の

で

あ

ら

＝
―
ッ
ツ
は
人
の
知
る
如
く
ロ
ッ
ク
の

N
i
h
i
l
est 
in 
intell g
 
tn 
quotl no~ 

・[uerit 
iu 
s
e
r
s
n

と

uisi 
i
p
s
e
 
intellectus 
を
加
へ
て
、
一
方
に
於
て
は
凡
て
の
観
念

哲

：

学

研

究

第

一

―

「

+
1一
猿

二
入
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と
な
る
如
き
諧
概
念
に
限
り
、
戚
党
其
物
の
本
質
（
フ
ッ
サ'
J
Vの
意
味
に
於
け
る

~
'
e
s
E
>
n
·
)

を
表
は
す

屈
性
を
以
て
混
吼
せ
る
観
念
に
屁
す
る
も
の
と
し
、
之
を
分
明
に
適
賞
に
分
解
す
れ
ば
デ
カ

JV

卜

や
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
く
如
き
延
長
な
ら
ざ
る
、
力
を
本
質
と
す
る
賓
證
の
複
合
に
蹄
す
る
こ
と
を
主

的
概
念
構
成
の
一

も
亦
此
除
弊
を
脱
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。

二
九

併

し

な

が

ら

此

様

な

考

へ

方

は

寧

ろ

自

然

科

學

面
の
み
に
偏
せ
る
近
世
唯
理
論
の
僻
見
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
先
職
論
の
如
含

現
代
の
新
カ
ン
ト

派

に

至

っ

て

も

猶

息

惟

に

基

く

認

識

の

形

式

を

説

く

に

於

て

殆

ど

詳

細

至

ら

ざ

る

所

無

3
に
拘

ら
ず
威
甍
的
賓
質
の
滋
味
を
解
す
る
こ
と
に
於
て
不
完
全
な
る
を
免
れ
ず
、
終
に
架
空
の
形
式
論

に

陥

ら

ん

と

す

る

傾

向

あ

る

附

亦

非

合

理

的

な

る

感

覺

の

本

質

を

閑

却

し

た

結

果

で

あ

ら

う

C

此
貼
か
ら
見
て
同
じ
く
論
理
主
義
を
採
り
つ
ヽ
も
學
設
を
異
に
す
る
フ
ッ
サ
ー

JV

が

戚

覺

の

本

質

を
認
め
、
息
惟
以
外
の
作
用
性
を
諒
く
の
は
れ
見
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ラ
イ
プ
だ
、
ツ
の
観

念
が
其
先
験
的
妥
営
の
説
を
し
て
充
分
の
意
義
を
骰
揮
せ
し
む
る
に
は
．
元
来
有
す
る
所
の
其
獨

斯
的
な
る
制
限
を
脱
し
て
廣
く
フ
ッ
サ
ー
だ
の
本
質
を
表
は
す
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

管
に
合
狸
的
な
る
論
理
的
先
殿
概
念
の
み
な
ら
ず
、
非
合
理
的
な
る
感
覺
の
本
質
を
表
は
す
も
の

ラ

イ

プ

＝

ッ

ツ

．

哲

學

の

窓

義

張
し
た
の
は
唯
理
論
の
必
然
の
蹄
結
で
あ
る
。

概
念
に
及
ば
な
い
こ
と
は
明
で
あ
る
。

彼
が
デ
カ

JV

ト

や

ス

ピ

フ

ザ

と

同

じ

く

物

證

の

戚

覺

的
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イ
プ

こ

と

他

の

先

験

的

な

る

観

念

に

於

け

る

と

同

様

で

あ

る

。

る

と

否

と

に

拘

ら

ず

妥

嘗

す

る

先

駿

的

の

意

味

を

有

す

る

も

の

で

あ

る

。

是

れ

正

に

ラ

相
互
闊
係
に
外
な
ら
な
い
。

プ

•
第
三
十
二
臨

を

先

験

的

妥

営

の

観

念

と

し

て

認

め

る

に

至

つ

て

始

め

て

、

後

に

設

＜

如

さ

其

哲

學

の

最

も

重

要

ミ

ジ

の

い

ふ

如

く

で

あ

る

け

れ

ど

ち
(
D
9
p
.
2
8
.
）
其
本
質
を
表
は
す
観
念
は
亦
現
に
戚
覺
せ
ら
れ

例

へ

ば

心

理

學

者

が

．

色

の

威

覺

の

闘

係

を

表

は

す

も

の

と

し

て

考

へ

る

F
已
b
e
u
l
w
g
e
l

の

如

含

沿

共

表

は

す

所

の

闘

係

は

現

に

鳳

覺

せ

ら

れ

る

と

否

と

に

拘

ら

ず

妥

営

す

る

租

々

の

色

其

物

帥

ち

本

質

と

し

て

の

色

の

之
．
を
工

ー
＿
プ
炉
振
動
敷
の
闘
係
等
に
由
つ
て
説
明
す
る
の
は
自
然

科

學

的

の

解

秤

で

あ

っ

て

茸

其

其

に

表

は

す

所

の

闘

係

は

直

接

腟

瞼

せ

ら

れ

る

所

の

殴

覺

の

本

質

に

闘

す

る

も

の

、

個

々

の

現

質

的

に

慈

識

せ

ら

れ

た

賦

覺

は

此

本

質

の

基

礎

に

由

つ

て

成

立

す

る．
 

フ
ッ
サ
ー

JV

が

其
I
d
e
c
m
z
u
 e
i
n
e
r
 
rr:111en 

塁
菩
o
m
e
u
o
l
o
g
i
e

巨
d
P
l蕊
n
o
m
0
1
1
o
l
o
g
i
s
c
h
e
n
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e」
I

の
初
に
説
い
た
様
に
、
個
々
の
純
瞬
事
賓
は

何
れ
も
必
然
普
逼
の
本
質
を
含
み
‘
此
は
前
者
を
離
れ
て
先
験
的
に
存
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
事
賓

が
E
x
i
s
t
e
尽

を

有

す

る

に

到

し

本

質

は

E
s
s
e
uN

を

有

す

る

の

で

あ

る

(
H
u
s
s
e
r
l
,
IdeeU: 
&c:, S
.
 1
2
)
0
-

フ

ッ
サ
'
J
Vは
此
本
質
を
呼
ぶ
に
プ
ラ
ト

9

ン
の
観
念

(
E
i
d
o
s
)
~

以

て

し

た

(s.
6
,
 9

含．）。

ニ
ッ
ツ
の
観
念
が
其
自
身
可
能
な
る
も
の
と
し
て

E
u
s
e
u
c
e
を

有

す

る

と

い

ふ

に

一
致
す
る
の

な

る

意

義

を

祭

揚

す

る

と

が

出

来

る

と

思

ふ

。

成

程

威

覺

は

論

理

的

に

分

明

を

映

く

こ

と

ラ

イ

哲

學

研

究

C 



]283 

る。

フ
ッ
サ
ー
た
は
其
純
粋
論
理
學
の
思
想
を
以
て
、
比
較
的
最
も
ラ
イ
プ

一
ッ
ツ
の
説
に
近
含
も
の

で
あ
っ
て
、
ラ

4

プ
＝
ニ
ツ
の
観
念
は
フ
ッ
サ
'
J
V

の
本
質
と
し
て
の
戚
畳
を
も
含
み
‘
其
本
質
的
闊
係

を

槻

念

の

開

係

と

し

て

の

先

験

的

其

理

と

承

認

す

る

に

至

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ね

。

3
こ
と
は
ラ
イ
プ
ご
ッ
本
来
の
唯
理
論
的
形
而
上
學
と
雨
立
し
難
き
所
で
あ
る
け
れ
ど
も
‘
其
一

時
的
な
る
特
殊
の
臆
見
を
離
れ
て
、
不
朽
の
意
味
を
有
す
る
息
想
を
充
分
に
骰
揚
せ
ん
が
為
め
に

は
斯
か
る
披
張
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
観
念
が
現
に
息
惟
せ
ら
れ
る
と
否
ど
に
拘
ら
ず
、
本

=i
ッ
ツ
の
設
は
、
凡
て
の
本
質
を
表
は
す
概
念
が
其
意
識

せ

ら

る

ヽ

作

用

と

獨

立

に

先

験

的

の

妥

賞

性

を

有

す

る

と

い

ふ

意

味

に

於

て

永

遠

の

生

命

を

維

闘

す

る

思

想

も

之

に

由

つ

て

始

め

て

其

深

g
意

味

を

充

分

に

後

揮

す

る

こ

と

が

出

来

る

の

で

あ

と

言

明

し

た

が
(Husserl,Logi~che 

U
 Dt
e
r
s
u
c
l
n
m
g
e
n
,
 I
,
 

S
.
2
1
9
)
‘
宛
も
フ
ッ
サ
，
戸
の
論
理
學
が
終
に
廣

＜
純
粋
現
象
學
の
建
設
を
促
し
た
如
く
‘
ラ
イ
プ

1
-

：
ツ
の
思
想
も
純
粋
本
質
論
或
は
到
象
論
に
披

張
せ
ら
る
べ
含
筈
の
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ら
う
。

斯

く

見

れ

は

現

今

の

獨
塊
派
は
ラ
イ
プ
—
ニ
ジ
を
先
縦
と
し
、
新
カ
ン
ト
派
の
純
粋
論
理
學
に
於
て
カ
ン
ト
の
先
験
論
が

純
化
徹
底
せ
ら
れ
た
如
<
‘
獨
埃
派
の
純
粋
論
理
學
‘
純
粋
現
象
學
或
は
到
象
論
に
於
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ラ

イ

プ

ー

ー

ツ

ッ

哲

學

の

泣

義

持
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

後

に

説

く

所

の

ラ

イ

プ

一
ッ
ツ
の
事
賓
の
其
理
、
現
賓
的
事
賓
の
存
在
に

来

精

紳

に

具

有

せ

ら

れ

る

と

い

ふ

ラ

イ

プ

固

ょ

り

斯

か
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
前
節
に
述
べ
た
如
，
ヽ
観
念
の
本
来
精
紳
に
具
有
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
．
其

集

闊

係

と

し

て

の

異

理

が

初

よ

り

精

誹

の

保

有

す

る

所

な

る

こ

と

を

主

張

す

る

以

上

、

斯

か

る

興

理

の
認
識
を
以
/
し
観
念
の
分
析
に
蹄
し
、
命
題
を
以
て
主
部
た
る
観
念
の
本
質
中
に
登
見
せ
ら
れ
る

衷

部

た

る

孤

念

を

前

者

に

結

合

す

る

、
r

も
の
、
従
っ
て
一
般
に
は
主
部
た
る
観
念
の
本
質
を
陳
述
す

坪
に

1

一
種
を
認
め
、
所
謂
永
久
興
理
な
る
も
の
は
誹
の
悟
性
に
局
す
る
も
の
で
あ
っ

t‘
共

反

到

が

矛

盾

-

乞

含

む

必

然

的

の

も

の

な

る

こ

と

を

主

張

し

つ

ヽ

鬼

他

の

種

類

の

所

謂

事

貨

異

理

な

る

も

の

は

必

然

的

な

ら

ず

偶

然

的

に

し

て

誹

の

自

由

な

る

意

志

に

基

く

も

の

な

る

こ

と

を

設

い

た

の

は
、
其
勁
機
に
於
て
彼
の
思
想
の
深
ぎ
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
其
結
果
に
於
て
観
念
本
有
説
の
正

常

な

る

解

粽

を

再

び

困

難

に

陥

ら

し

む

る

も

の

と

い

は

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

而
上
恐
講
誅
』
十
一

1

一
に
於
て
、
シ

9

ザ
ー
の

一

生

の

行

動

も

初

よ

り

シ

9

ザ

I

な

る

観

念

の

本

質

中

に

含

夜

る

ヽ

賓

部

に

表

は

す

所

と

し

て

、

該

観

念

の

分

析

に

由

り

全

く

先

験

的

に

豫

知

せ

ら

る

べ

る

定

義

よ

り

演

繹

せ

ら

れ

る

も

の

と

解

し

た

の

は

自

然

の

こ

と

で

あ

る

。

ラ
イ
プ

一
ッ
ツ
は
『
形

併

し

な

が

ら

彼

が

其

•一., 一

ツ

の

観

念

本

有

設

が

純

化

後

展

せ

ら

れ

た

と

云

つ

て

も

差

岡

あ

る

ま

い

。

A
9
-
＿-

ー
一
』
易
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5
筈
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
‘
唯
期
か
る
主
部
賓
部
,-VJ
詰
り
合
が
完
・
全
を
求
む
る
稗
の
自
由
意
志

に
由
つ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
反
蜀
も
不
可
能
な
ら
ざ
る
が
故
に
必
然
的
に
あ
ら
ず
し
て

偶
然
的
な
る
こ
と
を
設
く
の
で
あ
る
が
(
]I
.
,
 
p
 2

0
 ,1
2
2
)
、
成
程
観
念
が
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ツ
の
考
へ
る
如
く

潜
在
的
に
精
稗
に
本
来
具
有
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
其
が
紳
の
意
志
に
従
っ
て
結
合
せ
ら
れ

る

凡

て

の

賓

部

を

其

主

部

た

る

観

念

の

中

に

初

よ

b
含

蓄

す

る

こ

と

も

出

来

る

で

あ

ら

う

。

併

し
な
が
ら
若
し
も
観
念
本
有
説
の
衣
味
が
前
節
に
述
べ
た
如
く
唯
本
質
を
表
は
す
観
念
の
、
其
が

意

識

せ

ら

れ

る

作

用

と

獨

立

の

意

味

を

有

す

る

と

い

ふ

こ

と

に

止

ま

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ね

と

す

る
な
ら
ば
、
偶
然
的
な
る
事
宜
興
理
の
賓
部
を
主
部
た
る
観
念
の
分
析
に
由
つ
て
先
瞼
的
に
知
る

こ

と

が

出

来

る

と

い

ふ

の

は

不

可

能

と

な

ら

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

槻

念

の

本

有

を

如

何

な

る

意

味
に
於
て
も
事
賓
の
世
界
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
‘
之
を
純
粋
本
質
の
世
界
に
扁
す
る
も
の
と
解

す
る
限
り
、
北
＾
認
識
の
闊
す
る
所
は

E
s
s
e
n
z
に
止
ま
り
て

E
x
i
s
t
e
n
z

に
及
ぶ
こ
と
は
出
来
な
い
。

本

質

は

必

然

性

普

逼

性

を

有

す

る

も

の

な

る

が

故

に

其

認

識

は

先

職

的

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

け

れ
ど
象
偶
然
的
特
殊
的
な
る
事
宜
の
存
在
は
先
瞼
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
出
来
ね
。

ツ

の

考

で

は

後

に

説

く

如

く

事

賞

を

以

て

可

能

な

る

本

質

的

闊

係

の

同

時

共

立

に

蹄

す

る

の

で

あ
る
が
、
種
々
の
本
質
闘
係
の
如
何
に
結
合
せ
ら
れ
て
事
賓
．
と
な
る
か
は
稗
．
の
．
自
由
な
る
意
志
に

ラ

イ

ブ

ニ

ッ

ツ

哲

學

の

意

義

ラ
イ
プ

’’ 
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ラ

ィ
プ

依

る

も

の

た

る

以

上

之

を

先

験

的

に

知

る

べ

3
道
は
無
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

の

自

由

な

る

意

志

も

最

勝

律

に

従

ふ

inclilling
l'eason

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
賓
の
具
理
も

充

足

理

由

原

理

の

支

配

を

受

け

る

の

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

‘

併

し

打

限

敷

な

る

可

能

の

結

合

か

ら

最

良

完

全

な

る

も

の

を

選

探

す

る

も

の

な

ら

ば

其

現

賓

と

な

る

事

賞

を

先

峨

的

に

知

る

こ

と

が

出

来

る

け

れ

ど

沿

其

可

能

な

る

結

合

の

敷

が

無

限

に

多

く

あ

る

場

合

に

如

何

に

し

て

其

中

の

最

も

勝

れ

る

も

の

を

豫

め

知

る

こ

と

が

出

来

や

う

か

。

求

に

由

つ

て

生

ず

る

か

は

事

宜

の

生

じ

た

後

に

後

天

的

に

知

ら

れ

る

の

み

で

あ

っ

て

先

天

的

に

知

り

得

る

所

で

は

な

い

。

個

證

の

未

末

に

一

旦

る

一

切

の

行

動

を

其

観

念

の

本

質

分

析

に

由

つ

て

豫

知

す

る

こ

と

が

出

来

る

と

い

ふ

の

は

、

観

念

本

有

説

の

形

而

上

學

的

心

理

説

を

離

れ

た

純

粋

論

ー
の
外
に
偶
然
的
な
る
事
賓
異
理
を
認
め
て
、
佃
腔
の
非
合
理
的
な
る
存
在
と
救
ひ
‘
ス
ピ
ノ
、
サ
の
自

然

主

義

的

汎

肺

論

を

免

れ

ん

と

し

た

こ

と

は

其

息

想

の

深

＄

を

示

す

も

の

で

あ

る

け

れ

ど

も

事

宜

其

理

を

も

永

久

興

理

と

同

様

に

観

念

の

分

析

に

由

つ

て

先

瞼

的

に

認

識

共

ら

れ

る

も

の

と

考

へ
た
こ
と
は
、
唯
理
論
の
餘
弊
を
脱
却
し
得
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ご

ッ

自

身

が

認

め

た

や

う

に

事

寓

真

理

は

永

久

興

理
1

と

豫

想

し

て

始

め

て

可

能

と

な

る

狸

主

義

的

の

解

秤

の

是

認

す

る

能

は

ざ

る

所

で

あ

る

。

ラ
イ
プ
ー
ご
ジ
が
必
然
的
な
る
永
久
其
理

如

何

な

る

事

賞

が

誹

の

完

全

を

求

め

る

要

秤

學

研

究

第

三

十

二

琥

一四

成

程

紳



一五

倍

此

場

合

我

々

が

前

節

に

述

べ

た

所

由

る

先

験

的

認

識

の

到

象

た

る

も

の

は

永

久

具

理

の

み

に

限

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

が
『
形
而
上
學
購
説
』
の
摘
要
を
示
し
て
批
評
を
求
め
た
ア
ー
ノ
ー

JV

が

先

づ

第

一

に

其

摘

要

の

第

十

三

に

學

げ

ら

れ

な

個

人

の

観

念

が

其

人

に

起

る

べ

ぎ

未

来

の

出

来

事

一

切

と

時

の

順

序

ま

で

も

定

め

て

其

中

に

含

菩

す

る

と

い

ふ

主

張

に

注

目

し

．

其

が

帥

の

自

由

を

破

壊

す

る

も

の

で

あ

る

と

い

人

理

由

の

下

に

之

に

反

到

し

て

(1¥1.,
p
.
G
?
 
ー

7

芝

雨

者

の

論

争

孵

難

が

先

づ

最

初

此

問

題

か

ら

端
と
開
い
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
之
に
到
し
て
自
設
の
宿
命
論
に
あ
ら
ず
‘
紳

C
自

由

を

破

毀

す

る

も

の

に

あ

ら

ざ

る

所

以

を

縮

じ

た

細

密

な

る

議

論

は

彼

の

優

秀

な

る

息

考

力

を

示

す

最

も

重

要

な

る

も

の

で

あ

る

け

れ

ど

も

之

を

其

儘

承

認

し

て

前

記

の

主

張

を

維

持

す

る

こ

と

は

純

粋

論

狸

主

義

の

立

揚

か

ら

は

許

笞

れ

な

い

。

今

述

べ

た

や

う

な

諄

で

我

々

が

今

日

観

念

本

有

の

論

理

主

義

的

解

秤

か

ら

共

に

欄

す

る

認

識

の

先

駒

性

を

認

め

得

る

の

は

所

謂

永

久

興

理

の

み

に

限

る

。

の

戚

覺

の

本

質

を

表

は

す

も

の

を

も

其

所

謂

観

念

に

包

含

せ

し

め

る

こ

と

は

勿

論

で

あ

る

。

此

様

な

観

念

に

臨

す

る

永

久

其

理

が

先

験

的

に

認

識

せ

ら

れ

る

も

の

な

る

こ

と

は

一

方

に

於

て

．
 

ラ

イ

フ

四
新
カ
ン
ト
派
の
先
駒
論
理
論
と
、
他
方
に
於
て
獨
填
派
の
純
粋
本
質
論
、
到
象
論
の
確
立
せ
ら
れ
た

ー

ー

ツ

ッ

哲

根

の

筵

義

も
の
で
あ
る
か
ら
‘
雨
者
を
同
列
に
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。

ラ
イ
プ

一
ッ
ツ

質

は

其

観

念

分

析

に
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な
ら
ぬ
。

以

て

矛

盾

律

に

支

配

せ

ら

れ

る

自

同

命

題

と

し

(
D
.
,
p
.
3
1
3
)
'

之

を

主

部

た

る

観

念

の

分

析

に

由

つ

て
認
識
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
説
が
果
し
て
正
嘩
因
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
勘
に
の
み
存
す
る
。

彼
は
『
モ
ナ
ッ
ド
論
，
』
舟
三
I
舟

五

に

於

て

永

久

其

理

郎

ち

推

理

の

興

理

は

其

反

到

が

矛

盾

を

含

む

必

然
的
の
も
の
で
あ
っ
て
‘
其
其
珊
の
理
由
は
之
を
定
義
す
べ
か
ら
ざ
る
箪
純
な
る
観
念
と
‘
證
明
す

べ

か

ら

ざ

る

第

一

原

理

と

に

分

析

す

る

こ

と

に

由

つ

ー
1

登
見
せ
ら
る
、
も
の
正
其
所
謂
第
一
原
刑
．

な

る

も

の

が

反

到

は

直

ち

に

矛

盾

た

る

自

同

命

題

た

る

に

由

つ

て

、

之

よ

り

演

繹

せ

ら

れ

る

命

題

が

必

然

的

真

理

と

な

る

の

で

あ

る

と

説

く

(
D
.
,
p
.
3
1
3
)
。

併

し

な

が

ら

永

久

興

理

が

若

し

箪

な

る

同
語
反
覆
に
止
主
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
．
瑕
令
其
が
第
一
原
理
よ
り
演
繹
せ
ら
れ
、

其

賓

部

が

主

部

た

る

親

念

の

分

析

に

由

つ

て

被

見

せ

ら

れ

る

と

し

て

も

、

其

主

部

た

る

観

念

其

物

は

箪

純

な

る

内

容

を

有

す

る

も

の

で

な

く

、

複

雑

な

る

も

の

の

統

一

た

る

概

念

で

な

け

れ

ば

な

ら

ず

所

謂

第

一

原

理

た

る

公

理

は

此

概

念

の

綜

合

的

生

成

を

規

定

す

る

原

理

た

る

の

で

な

け

れ

ば

若

し

然

ら

ず

し

て

第

一

原

理

が

箪

な

る

自

同

命

題

で

あ

り

‘

此

が

凡

て

の

演

繹

の

前

提

た

る

も

の

で

あ

る

な

ら

ば

宜

は

複

雑

な

る

賎

念

の

生

成

も

理

解

す

べ

か

ら

ざ

る

こ

と

と

な

り

‘

凡

て

の

永

久

其

理

は

畢

覚

空

な

る

同

語

反

覆

に

蹄

＄

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

。

第
一
一
一
十
二
塊

今

日

更

に

細

論

す

る

必

要

は

無

い

で

あ

ら

う

。

,‘―
 息

p

芹,r1
 

研

究

複

維

な

る

観

念

問
題
は
唯
ラ
・
4

・
フ
ー
コ
ッ
が
凡
ィ
し
の
永
久
興
狸
を

一六
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る

自

岡

命

題

で

な

く

て

綜

合

の

命

題

で

な

け

れ

ば

な

ら

ね

。

一七

約

言

す

れ

ば

カ

ン

ト

の

一
ッ
ツ
が
永
久

は

分

析

す

れ

ば

最

後

に

は

定

義

す

べ

か

ら

ざ

る

箪

純

観

念

に

到

逹

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

け

れ

ど

も

其

等

の

箪

純

観

念

の

複

合

が

第

一

原

理

の

規

定

に

従

っ

℃

統

一

せ

ら

れ

て

桟

雑

な

る

観

念

が

生
ず
る
か
ら
｀
之
を
分
析
し
て
必
然
的
の
永
久
興
理
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

所

謂

第

一

原

理

な

る
屯
の
は
観
念
の
綜
合
を
規
定
す
、
る
も
の
で
な
け
れ
は
．
之
か
ら
同
語
反
覆
な
ら
ぬ
永
久
其
理
が

若

L
永

久

興

理

な

る

冷

の

を

最

も

根

本

的

な

る

其

理

の

み

に

還

元

し

て

第

一

原

理

の

み

を

考

へ

る

な

ら

ば

｀

永

久

其

理

は

先

緻

的

綜

合
の
根
本
原
理
に
外
な
ら
な
い
。

動

静

止

の

如

合

観

念

が
’
(
l
)

．)
p

2

0
8
)

何

れ

も

更

に

之

を

分

析

す

れ

ば

空

問

闊

時

間

幽

相

等

、

到

應

等

而
し
て
宜
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
鼠
純
観
念
と
す
る
空
間
‘
形
朕
、
運

と

い

ふ

如

9
興

に

箪

純

な

る

観

念

の

綜

合

統

一

に
由
つ
て
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
其
粽

合

を

規

定

す

る

根

本

原

理

が

所

謂

第

一

原

珂

と

し

て

存

す

る

の

で

あ

る

。

・

ラ

イ

プ

其

列

は

矛

盾

律

に

由

つ

て

主

部

た

る

観

念

を

分

析

す

る

と

に

よ

b
賓

部

を

祭

見

す

る

と

の

出

来

る

必

然

の

異

理

で

あ

る

と

主

張

す

る

の

は

正

嘗

で

あ

る

け

れ

ど

も

、

同

語

反

覆

な

ら

ぬ

其

に

知

識

の

搬

張

を

為

す

奨

理

が

得

ら

れ

る

為

に

は

‘

箪

な

る

自

同

命

題

な

ら

ぬ

綜

合

の

原

理

が

所

謂

第

1

原

理

と

し

て

前

提

に

承

認

せ

ら

れ

て

居

る

の

で

な

け

れ

は

な

ら

な

い

。

ー

フ

イ

プ

―

ー

・

ツ

ッ

哲

學

の

窟

義

演

繹

せ

ら

れ

る

と

は

出

来

る

筈

が

無

い

。

巳

ち

第

一

原

理

は

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

が

考

へ

る

如

＜

箪

な
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重

嬰

な

る

意

味

を

有

す

る

こ

と

は

出

来

な

く

な

る

で

あ

ら

う

。

理

た

る

こ

と

は

勿

論

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

認

め

た

所

で

あ

っ

て
(D.,p
:
 197 1
 1
9
8
f
其

等

の

真

理

が

凡

て

論

理

の

概

念

を

以

て

成

る

定

義

と

公

理

と

か

ら

演

繹

せ

ら

れ

る

と

い

ふ

思

想

は

、

ペ

ゲ
か
ら
ラ
ッ
セ
JV

、

ク

ー

ぞ

ラ

ー

に

至

っ

て

大

成

し

た

今

日

の

敷

學

的

論

理

派

の

先

縦

と

な

る

も

の

で

あ

る

が

、

其

定

義

に

含

夜

れ

て

其

自

ら

は

定

義

せ

ら

れ

ざ

る

根

本

概

念

は

公

理

に

由

つ

て

其

綜

合

構

成

の

論

理

的

過

程

が

規

定

せ

ら

れ

る

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

は

、

新

カ

ン

ト

派

の

ナ

ト

戸
。
フ
等
が
現
代
の
敷
學
的
論
理
派
に
針
し

t
批

評

解

明

し

た

如

く

で

あ

る

(
N
a
t
o
r
p
.
V
i
e
 
logi ?
 he
u
 

G
r
n
n
d
-
l
n
g
0
n
 
cfor 
P
x
a
k
t
c
-
n
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
.
 
8
.
8

ー

し

]

1
)
 0

 

に

由

る

為

め

に

（

此

は

凡

て

の

必

然

的

確

賞

の

本

性

上

要

求

せ

ら

れ

る

所

で

あ

る

)
'
!
G
r
u
n
d
s
t
i
'
m

其

物

も

矛

盾

律

に

由

つ

て

論

證

せ

ら

れ

る

と

考

へ

る

の

は

誤

で

あ

る

．

綜

合

命

題

が

賞

際

矛

盾

律

に

由
つ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
‘
其
は
唯
他
の
綜
合
命
題
が
豫
想
せ
ら
れ
．
其
か
ら
推

論
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
，
其
自
身
矛
盾
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
云
つ
て
居
る

(
K且
t,
P
r
o
l
e
g
o
n
w
1
苔．

lt̂
,
c
l
a
m
s
 
Ausg11.b0, S.4.3)
。

プ
ニ
ッ
ツ
の
考
ふ
る
如
く
箪
に
矛
盾
律
に
由
ク
て
成
立
す
る
も
の
で
な
く
、
所
湖
第
一
原
埋
は
矛
盾

我
々
は
之
を
搬
張
し
て
．
凡
て
の
永
久
興
理
が
ラ
イ

力

ン
ト
已
に
「
数
學
者
の
推
論
が
凡
て
矛
盾
律

ア

ノ

｀

フ

レ

，

算
術
‘
幾
何
學
の
其
理
が
永
久
其

綜

合

の

概

念

を

以

て

之

を

補

人

の

で

な

け

れ

ば

ラ

イ

プ

秤

學

研

究

第

三

十

二

駿

ュ
ッ
ツ
の
永
久
興
理
先
殿
的
認
識
の
説
は

一八
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ラ

イ

プ

ー

ー

ツ

ッ

哲

學

の

意

義

の
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

一九

炉
―
一
ク
ス
的
偉
業
に
参
し
て
現
代
的
の
意
味
・
と
有
す
る
も

象

界

構

成

の

ア

プ

リ

オ

リ

に

外

な

ら

ぬ

。

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

な
ら
ね
。

律

に

由

つ

て

保

證

せ

ら

る

斯

く

解

す

る

こ

と

に

由

つ

て

ラ

イ

プ

ッ

論

理

の

ア

プ

リ

オ

リ

よ

り

殴

一
ッ
ツ
が
永
久
異
理
の
主
部
と
し
て
其
本
質
の
分
析
に
由

.
,
9
,
．
'
，
．
＇
、
塁
'
,
9
g
-
h
¢
う
ー
．
＂
と

f

＂
こ
•
-
名
・
J
.で
-
·
‘
、
4
9
-
[
`
＇
,
｀
A
‘
t
-
9
-
’
<
·
,
＇
，

れ

ば

、

ー

自

同

命

題

な

ら

ざ

る

綜

合

の

命

題

な

る

こ

と

を

主

張

し

な

け

カ

ン

ト

の

偉

業

は

賓

に

此

綜

合

の

可

能

を

確

立

し

た

こ

と

に

存

す

る

ラ

イ

プ

永

久

異

理

の

説

は

カ

ン

ト

の

綜

合

の

概

念

に

由

つ

1

の

み

豊

富

な

る

内

容

を

得

る

こ

と

が

出

来

る
の
で
あ
る
。

斯

く

考

へ

る

と

ラ

イ

プ

＝
ッ
ツ
の

b
賓
部
が
登
見
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
‘
精
紳
に
本
来
具
有
せ
ら
れ
る
観
念
は
何
れ
も
闘
‘
係
概
念
で
な

而

し

て

闘

係

概

念

の

先

峨

的

な

る

も

の

は

郎

ち

諸

々

の

到

於

此

第

一

原

理

と

し

て

の

永

久

其

理

は

畢

筵

諧

種

の

ア

プ

リ

オ

リ

の

内

容

を

表

は

す

も

の

で

あ

っ

て

‘

其

主

部

た

る

観

念

は

其

等

の

ア

プ

リ

オ

リ

を

意

味

す

る

先

瞼

闊

係

概

念

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ

と

が

知

ら

れ

る

。

覺

の

ア

プ

リ

オ

リ

に

至

る

ま

で

‘

凡

て

夫

々

の

到

象

界

と

構

成

す

る

本

質

的

闊

係

の

概

念

た

る

も

の
が
先
瞼
的
妥
嘗
の
意
味
を
有
す
る
本
有
観
念
と
な
り
‘
其
瓶
念
の
内
容
た
る
ア
プ
リ
オ
リ
‘
が
永

久

其

理

と

し

て

先

瞼

的

に

認

識

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

ツ

の

本

有

観

念

設

は

カ

ン

ト

の

n

ぺ
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す
る
も
の
で
は
な
い
。

的
に
要
求
す
る
こ
と
は
な
い
。

郎
ち
椴
言
的
必
然
で
あ
っ
て
、
絶
到
的
必
然
で
は
あ
り
得
な
い
。

綜

合

の

本

質

的

闊

係

に

基

く

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

る
が
、
今
述
べ
た
如
く
永
久
具
理
が
輩
な
る
自
同
命
題
に
蹄
す
る
こ
と
能
は
ず
、
其
が
綜
合
を
表
は

す
も
の
で
あ
る
と
す
る
．
な
ら
ば
、
其
所
謂
必
然
は
箪
に
自
同
律
矛
盾
律
に
基
く
も
の
で
な
く

t
●‘

換

言

す

れ

ば

形

式

論

理

的

必

然

で

な

く

し

て

先

験

論

理

的

必

然

乃

至

到

象

論

的

必

然

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

曇

併

し

な

が

ら

此

様

な

必

然

の

永

久

異

理

は

闊

係

概

念

に

闊

す

る

冷

の

で

あ

る

か

ら

‘

其

は

闊

係

の

或

項

の

定

立

は

他

の

項

の

定

立

を

必

然

的

に

要

求

す

る

と

主

張

す

る

の

み

で

あ

っ

て

、

或

特

殊

の

項

其

物

の

定

立

を

絶

到

ラ

イ

プ

ご

ツ

は

事

宜

異

理

が

神

の

自

由

選

探

に

基

く

限

b
-
l
g
e
s
£
t
r
y
e.r 
l
,
y
p
o
U
 ~n.9i

な
る
に
到
し
‘
永

久

異

理

が

凡

て

幾

何

學

の

真

理

の

如

く

反

針

の

矛

盾

を

含

む

絶

到

必

然

な

る

こ

と

を

設

い

て

居

る
が

(M.,
p. 2
 0)
｀
併
し
其
絶
到
必
然
と
い
人
の
は
反
濁
が
思
惟
せ
ら
れ
ぬ
と
い
人
意
味
に
止
ま
り
．

直

ち

に

到

象

の

宜

在

を

主

張

す

る

の

で

は

な

い

か

ら

‘

余

の

所

謂

椴

言

的

必

然

と

い

人

の

に

矛

盾

却

て

永

久

其

理

も

賞

は

自

同

律

矛

盾

律

の

み

に

由

つ

て

成

立

せ

ざ

る

粽

ラ

イ

プ

三

哲

學

研

究

第

三

十

．

二

猿

―
―
ッ
ツ
は
永
久
具
理
が
其
反
到
の
矛
盾
な
る
に
由
り
必
然
的
な
る
こ
と
と
説
く
の
で
あ

四
0
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ラ

イ

観

念

は

を
椴
言
的
に
表
は
す
も
の
で
あ
る
。

四

球
の

其

観

念

の

み

に

よ

り

現

一
ッ
ツ
の
い
ふ
如
く
空
間
は
「
管
に
存
在

其

故

此

は

其

到

象

の

可

能

と

示

す

け

れ

ど

・

も

其

現

宜

的

存

ば
な
ら
な
く
な
る
。

合

命

題

な

る

こ

と

を

認

め

る

な

ら

ば

、

同

時

に

其

瑕

言

的

必

然

に

止

ま

る

こ

と

を

承

認

し

な

け

れ

之

に

到

し

事

賓

其

理

は

義

に

述

べ

た

如

く

意

志

の

営

為

に

基

く

自

由

選

探

の
結
果
と
し
て
望
―
-en
を

含

む

け

れ

ど

も

M
i
i
s
s
翌

帥

も

必

然

と

い

ふ

こ

と

は

出

来

な

い

と

恩

ふ

。

ラ
イ
プ
ご
ッ
自
身
も
視
ぃ
｛
『
悟
性
新
論
』
第
十
一
章
に
於
て
「
永
久
異
理
に
闘
し
て
は
彼
等
が
根
祗
に

•oo 

於
て
は
凡
/
し
條
件
的
な
る
‘
即
ち
某
々
の
も
の
が
定
立
せ
ら
れ
＼
ば
他
の
某
々
の
も
の
が
定
立
せ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

と

い

ふ

こ

と

を

陳

述

す

る

も

の

な

る

を

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

ー

と

云

つ
て
屈
る
(
l
)
.
,
 

J
l
・
2
4
.
8
)
"
 

の
で
あ
ろ
。

0
 6)

。

永

久

興

理

は

観

念

の

本

質

に

闘

し

‘

其

ア

プ

リ

オ

リ

の

内

面

的

必

然

闊

係

在
を
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

(
M
.
9
p
.
1

目

1
(
1
~
)
)
°

ラ
イ
プ

す

る

物

の

み

な

ら

ず

可

能

的

な

る

物

の

秩

序

な

の

で

あ

る

」

D
こJ

.
2
l
4
)
C

宜

な

る

個

物

の

存

在

を

主

張

す

る

こ

と

が

許

1
d

れ

な

い

の

も

之

が

為

で

あ

る

(M.」
p
.
1
0
6
)
。

観

念

は

球

の

本

質

を

数

へ

る

け

れ

ど

も

特

殊

の

球

の

存

在

を

完

全

に

規

定

す

る

も

の

で

は

な

い

従

っ

て

共

意

味

に

於

て

其

は

不

完

桑

に

し

て

抽

象

的

で

あ

る

と

も

い

は

れ

る

(
D
I
.
9
p
.
l

一
般
に
．
特
殊
現
質
の
到
象
を
表
は
す
も
の
で
な
く
し
て
、
普
逼
的
な
る
本
質
の
闘
係

を

表

は

す

も

の

で

あ

っ

て

‘

可

能

な

る

無

限

に

多

く

の

個

的

存

在

を

包

撮

し

得

る

類

概

念

に

外

な

ー

ー

ツ

ツ

一

背

卑

の

意

義
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も

其

が

所

謂

永

久

興

理

の

證

系

だ

か

ら

で

あ

る

。

ば
か
り
で
あ
っ
て
、
事
賓
學
と
形
造
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

敷

學

は

斯

か

る

本

質

學

の

代

表

的

な

瞼

的

普

逼

の

概

念

に

由

つ

て

の

み

可

能

と

な

る

の

で

あ

る

。

併

し

な

が

ら

斯

か

る

本

質

的

普

逼

想
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ら

抽

象

せ

ら

れ

て

成

立

す

る

も

の

で

は

な

い

、

却

て

個

々

の

特

殊

観

念

に

先

だ

っ

て

其

成

立

に

豫

ニ
ッ
ツ
は
箪
に
個
々
の
純
験
と
如
何
に
多
く
集
積
す
る
も
普

逼

の

異

理

に

達

す

る

能

は

ず

‘

此

は

唯

理

性

に

由

る

必

然

興

理

と

し

て

の

み

可

能

な

る

こ

と

を

説

い

て

蹄

納

の

根

握

に

闊

し

鋭

利

な

る

批

評

を

下

し

た

が

(D.,
p. 
1
9
9
)
‘
其
の
蹄
納
は
賓
に
斯
か
る
先

の
観
念
は
其
自
身
で
は
可
能
的
到
象
、
マ
イ
ノ
ン
グ
の
所
謂
O
b
j
e
k
t
i
v
を
表
は
す
に
止
ま
る
か
ら
‘
之

に

由

つ

て

成

立

す

る

永

久

其

理

の

證

系

は

廣

義

に

於

け

る

本

質

學

と

形

成

す

る

こ

と

が

出

来

る

る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
其
特
色
が
椴
言
的
論
證
の
證
系
」
と
し
て
適
切
に
言
表
は
＄
れ
て
居
る
の

前
に
學
げ
た
、
普
通
に
は
経
験
的
事
賓
の
法
則

と

考

へ

ら

れ

て

居

る

心

理

學

者

の

F
a
r
b
e
u
k
e
g
e
l
に

由

つ

て

表

は

＄

ん

と

す

る

色

覺

の

諸

開

係

の

如

る。
(NI.9 

ら
れ
。

郎
ち
フ
ッ
サ
ー
，
炉
の
所
~
謂
W
e
K
e
n
s
a
l
l
g
e
m
e
i
n
h
e
i
t

(
H
u
s
s
e
r
l
,
 I<leen 
&c., S
.
1
4
)
を

表

は

す

観

念

が

そ

れ
で
あ
る
。

p.111)
と

い

ふ

の

は

此

様

な

本

質

的

普

逼

の

立

場

に

於

て

物

と

考

へ

る

こ

と

を

指

す

の

で

あ

斯

か

る

類

概

念

は

固

よ

り

先

瞼

的

に

本

質

を

表

は

す

の

で

あ

る

か

ら

、

個

々

の

特

殊

観

念

か

秤

ラ
イ
プ
・
ニ
ッ
ツ
が
S
u
b
m
t
i
o
u
e
 
lさ
ssiLilitatis(l¥J.,
p. 
1
0
9
)
と
い
び

S
u
b
r:itio
居

g
e
u
e
m
l
i
t
n
.
t
i
s

楳

研

究

ラ

.,f 
プ

第
―
―
―
十
・
ニ
琥

問
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• 
ラ

イ

フ

ッ

ツ

秤

學

の

窓

義

さ

も

賓

は

戚

登

の

本

質

的

闊

係

に

就

い

て

の

永

久

興

理

を

表

は

す

も

の

と

し

て

箪

に

可

能

的

な

右
の
如
く
永
久
奥
理
の
表
は
す
所
が
本
質
の
必
然
的
闊
係
に
、
止
ま
り
、
其
自
身
で
は
可
能
な
る

普

逼

的

対

象

を

規

定

す

る

の

み

で

あ

っ

で

現

賓

に

存

在

す

る

個

々

の

到

象

を

規

定

す

る

能

は

ざ

る

も

の

で

あ

る

と

す

る

な

ら

ば

此

後

の

目

的

を

果

す

も

の

は

何

で

あ

ら

う

か

。

事
賓
其
理
で
あ
る
。

闘

す

る

永

久

其

理

は

各

々

其

範

園

に

於

て

瑕

言

的

必

然

の

闊

係

系

統

を

形

造

る

け

れ

ど

も

そ

れ

的

に

規

定

せ

ら

れ

る

け

れ

ど

も

幾

何

學

の

到

象

と

し

て

の

空

問

は

本

質

と

し

て

の

空

間

で

あ

っ

現

賓

な

る

網

験

的

個

物

の

泄

界

は

斯

か

る

本

質

と

し

て

の

空

間

の

外

に

同

じ

く

本

質

と

し

て

の

時

間

、

本

質

と

し

て

の

威

覺

の

ア

プ

リ

オ

リ

の

系

列

の

共

存

的

統

一

な

る

結

合

の

中

か

ら

選

ば

れ

た

る

或

一

四

つ

が

現

質

に

存

在

す

る

事

賓

の

世

界

を

構

成

す

る

の

で

あ
る
(
D
.
9
p
.
]
07;1¥'I., 
p
.
1
0
9
)
。

而

し

て

斯

か

る

ア

プ

リ

オ

リ

の

永

久

異

理

ヤ

共

立

の

欄

係

に

於

て

統

と

い

ふ

こ

と

に

由

つ

て

始

め

て

成

立

す

る

の

で

あ

る

。

可

能

な

る

ア

プ

リ

オ

リ

の

系

列

の

無

限

て
現
賓
の
空
間
で
は
な
い
。

だ

け

で

は

専

寅

の

存

在

を

規

定

す

る

と

は

出

来

な

い

。

空

間

の

闘

係

は

幾

何

學

に

由

つ

て

必

然

在

と

い

ふ

の

は

種

々

の

可

能

な

る

闊

係

系

列

の

共

存

的

統

一

で

あ

る

。

夫

々
の
ア

プ

') 
才

リ

に

事

賞

真

理

は

個

々

の

到

象

の

存

在

を

規

定

す

る

も

の

に

外

な

ら

な

い

。

存

る
先
駿
真
理
に
止
ま
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

其

は

郎

ち

所

謂
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無

限

に

多

く

の

永

久

異

理

は

凡

て

紳

の

知

性

に

存

す

る

の

で

あ

る

が

其

等

の

無

限

に

多

く

の

可

能

な

る

系

列

の

無

限

に

多

く

の

仕

方

に

於

て

可

能

な

る

結

合

の

中

か

ら

稗

が

共

自

由

の

意

志

に

由

つ

て

選

探

し

た

共

存

的

結

合

が

郎
ち
現
賓
的
事
賞
の
存
在
で
あ
る
。

此

は

其

反

封

た

る

他

の

仕

方

に

於

け

る

永

久

興

理

の

結

合

を
矛
盾
な
ら
し
む
る
如
§
必
然
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
偶
然
的
で
あ
る
。
ラ
イ
ー
ー
ッ
ツ

は
ア

9

ノ

J

J

V

へ
の
書
翰
に
於
て
、
肺
が
無
限
に
多
く
の
可
能
な
る
世
界
の
中
か
ら
其
自
由
な
る

決
意
に
由
つ
イ
し
現
賞
の
世
界
を
創
造
し
た
の
で
あ
っ
て
縦
永
久
真
理
が
デ
カ
戸
卜
派
の
考
へ
る

如

く

紳

の

自

由

意

志

に

支

配

せ

ら

れ

ざ

る

必

然

的

の

も

の

な

る

も

現

質

的

個

物

の

存

在

世

界

は

詩

の

自

由

意

志

に

依

在

す

る

も

の

な

る

こ

と

を

繰

返

へ

し

詳

説

し

て

居

る

。

的

存

在

の

世

界

が

紳

の

意

志

に

依

存

す

る

と

い

ふ

こ

と

は

其

成

立

が

無

理

由

で

あ

る

と

い

ふ

と

如
何
な
る
も
の
も
其
然
る
べ
含
充
分
の
理
由
あ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
あ
る
こ
と
は
出

＜
充
足
理
由
律
は
偶
然
的
其
理
郎
ち
事
賓
の
異
理
の
原
理
で
あ
る
（
『
モ
ナ
ッ
ド
論
』
舟
六
）
。

現

宜

の

世

界

を

存

在

せ

し

め

た

其

決

意

に

も

充

分

な

る

理

由

が

無

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

矛

盾

律

の

場

合

の

如

く

強

制

す

る

も

の

で

は

な

く

し

t
傾

動

せ

し

む

る

も

の
(D̀
I)
.106 ,
 
--107)、
即

末
ぬ
と
い
ふ
の
は
充
足
理
由
律
の
要
求
す
る
所
で
あ
ス
・
。

此

理

由

は

神
が
此

矛

盾

律

が

永

久

興

理

の

原

理

た

る

如

で
は
な
い
。

併

し

な

が

ら

現

賓

ー
す
る
も
の
は
ラ
イ
プ

一
ッ
ツ
に
腺
れ
ば
紳
の
意
志
で
あ
る
。

背

根

研

究

第

1

二

十

二

琥

四
四
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ラ

イ

プ

―

ー

ツ

ッ

哲

駆

の

意

義

ち

其

反

対

を

も

可

能

な

る

も

の

と

し

て

許

す

自

由

の

規

範

で

あ

る

け

れ

ど

も

‘

紳

の

意

志

は

兎

に

ふ
目
標
に
由
つ
と
し
最
良
な
る
世
界
と
創
造
す
る
（
「
モ
ナ
ッ
ド
●
囀
』
四
十
六
）

0

四
五

的

な

る

、

永

久

其

理

に

包

矯

せ

ら

れ

る

無

限

に

多

く

の

特

殊

な

る

闊

係

の

無

限

に

多

く

の

仕

方

に

於

け

る

結

合

の

中

に

就

9
、

出

来

る

限

り

簡

易

の

仕

方

に

於

て

出

来

る

限

り

多

く

の

可

能

な

る

圃

之

を

又

完

全

係

が

寅

現

せ

ら

れ

る

叫

さ

結

合

の

仕

方

を

意

味

す

る

ク

で

あ

る

(D.,
p. 

107ー

1
0
8
)
。

と

も

い

合

完

全

は

部

ち

存

在

の

原

理

た

る

こ

と

宛

も

可

能

が

本

質

の

原

理

た

る

如

含

も

の

で

誹

の

自

由

な

る

意

志

は

完

全

の

原

理

に

由

つ

て

其

選

探

を

指

導

せ

ら

れ

て

此

今

述

べ

た

所

VJ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
現
賓
的
存
在
の
低
界
に
闊
す
る
思
想
は
我
々
に
封
し
て
最
も

深
さ
衣
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
批
判
哲
學
i

の

立

脚

地

を

徹

底

し

て

終

に

到

逹

す

べ

含

形

而

上

學

の

立

脚

地

も

略

之

に

由

つ

て

指

示

せ

ら

れ

る

と

考

へ

る

こ

と

が

出

来

る

。

は

永

久

真

理

が

論

理

の

ア

プ

リ

オ

リ

よ

り

戚

覺

の

ア

プ

リ

オ

リ

に

至

る

ま

で

凡

て

の

ア

プ

リ

オ

リ
の
本
質
的
普
逼
の
闊
係
を
表
は
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
と
を
述
べ
た
が
、
現
宜
の
世
界
は
斯
か

る

論

理

主

義

的

批

判

論

の

立

場

よ

b
見
る
と
さ
、
正
に
諸
種
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
一
義
的
特
殊
の
結

現
宜
的
存
在
の
批
界
と
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

巽

に

余

あ
る

(
l
)
•
'
p
.
l
!

• 

9
)

。

此

慮

に

最

良

と

は

普

逼

角

此

規

範

に

傾

動

せ

し

め

ら

れ

て

現

賞

の

世

界

を

選

定

す

る

の

で

あ

る

。

郎

ち

紳

は

ま
n
要
と
い
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9

を

認

め

た

こ

と

に

存

す

る

と

恩

ふ

c

ょ
な
ら
む
。

9

/

 

―
つ
は
此
様
な
非
合
理
的
な
る
戚
覺
に
も
，
ア
プ
リ
オ

欧
非
合
理
的
な
る
も
の
必
ず
し
も
直
に
非
先
駿
的
で
は
な
い
。
）

合

と

考

へ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

に

も

無

限

に

多

く

の

仕

方

が

可

能

で

あ

っ

て

‘

其

如

何

な

る

結

合

が

宜

現

せ

ら

れ

る

か

は

之

と

先

現

質

昇

の

事

宜

が

経

験

を

侯

つ

て

始

め

て

知

ら

れ

る

の

カ
ン
ト
派
の
純
粋
論
理
主
義
者
．
は

如

含

布

の

を

認

め

ず

之

を

以

/
L

息

惟

の

範

砧

に

よ

り

合

理

化

せ

ら

る

＼

限

り

認

識

せ

ら

れ

る

所

の

認

識

以

前

の

典

件

と

し

、

稗

緻

は

之

を

豫

想

す

る

が

故

に

非

合

狸

的

に

し

て

先

験

的

概

念

の

み

に
よ

b
構

成

す

る

能

は

ざ

る

も

の

で

あ

る

と

考

へ

る

の

で

あ

る

が

、

威

覺

は

論

雌

的

恩

惟

に

由

つ

て

之

を

先

瞼

的

に

規

定

す

る

こ

と

が

出

来

ぬ

と

い

ふ

意

味

に

於

て

は

非

合

即

的

で

あ

る

け

几

ど

の
で
あ
る
。

純
粋
現
象
學
、
到
象
論
の
立
脚
地

か

ら

考

へ

る

な

ら

ば

威

覺

も

其

本

質

が

先

殿

的

必

然

の

関

係

を

有

す

る

も

の

と

し

て

知

ら

れ

る

従

っ

ィ

し

其

瀾

係

は

非

合

理

的

な

る

屯

先

晦

的

認

誠

を

容

る

ヽ

も

の

と

考

へ

な

け

れ

獨

瑛

派

の

獨

得

な

る

功

績

の

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
～
＞

之

に

由

つ

-

し

先

瞼

的

論

理

主

義

は

始

め

て

完

全

に

徹

底

面

し

て

此

徹

底

せ

ら

れ

た

る

論

理

主

義

に

勁

し

て

は

、

現

賞

的

の

親

瞼

は

は
之
が
為
め
で
あ
る
。

一

般

に

戚

覺

の

ア

プ

リ

オ

リ

と

い

ふ

験

的

に

豫

定

す

る

こ

と

は

出

来

な

い

。

も
の
で
あ
る
か
ら
‘
其
等
の
話
種
が
互
に
結
合
せ
ら
れ
て

一

定

の

ア

プ

リ

オ

リ

の

統

一

を

形

造

る

哲

學

研

究

第

三．

十

二

猿

本

質

的

普

逼

は

中

に

無

限

に

多

く

の

特

殊

を

包

囁

し

得

る

四， 
・'、



l:.lり:1

，
 

ラ

イ

フ

ー

ツ

ッ

前

卑

の

窓

義

自

由

選

探

に

由

つ

て

生

ず

る

と

い

ふ

こ

と

が

出

来

る

。

四
七

此
世
界
の
個
々
の
事
賓
に
．
欄
す
る
其
理

つ

が

選

定

せ

ら

れ

る

か

此

等

諧

種

の

ア

プ

リ

オ

リ

の

結

合

統

一

と

解

せ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

本

質

と

の

闊

係

に

就

い

て

説

く

所

も

(
Hnssorl 
I
d
e
e
u
 ̂
t
e
:
S
8
|
 0)
其
外
に
出
で
な
い
。

か
る
ア
プ
リ
月
リ
の
結
合
統
一

―

つ

が

宜

現

せ

ら

れ

る

か

は

夫

々

の

ア

プ

リ

オ

リ

の

先

瞼

的

認

識

か

ら

は

豫

想

す

る

こ

と

が

出

来
な
い
の
で
あ
る
。

の
仕
方
は
無
限
に
多
く
可
能
で
あ
る
か
ら
‘
其
中
か
ら
如
何
な
る

現

賓

的

事

賓

の

認

識

が

純

瞼

を

侯

つ

て

始

め

て

成

立

す

る

の

は

其

が

戚

覺

戴

覺

の

認

誠

と

雖

も

其

非

合

理

的

な

る

に

拘

ら

ず

,vesenssol1a u
u
 ,
 

品

に

於

て

は

先

瞼

的

た

る

こ

と

が

出

来

る

の

は

疑

無

§

こ

と

で

あ

る

。

唯

此

等

の

凡

て

先

駿

的

に
認
識
せ
ら
れ
る
本
質
的
普
逼
の

t
•
プ
リ
オ
リ
の
、
一
義
的
限
定
結
合
に
於
て
其
等
が
個
性
的
に

特
殊
化
せ
ら
れ
る
仕
方
が
無
限
に
多
く
可
能
で
あ
っ
t
‘
共
如
何
な
る

は

如

何

に

す

る

も

先

瞼

的

の

豫

想

を

容

れ

な

い

肺

秘

の

領

域

に

島

す

る

所

に

‘

斯

か

る

ア

プ

リ

オ

リ

の

結

合

と

し

て

の

視

賞

的

事

貨

の

認

識

が

唯

細

駒

を

侯

つ

て

始

め

て

成

立

す

る

所

以

が

存

す

る

の

で

あ

る
-3

面

し

て

此

様

な

全

然

理

知

の

豫

想

を

容

れ

な

い

ア

プ

リ

オ

1

の

結

合

は

正

に

絶

劉

自

由

の

意

志

の

は

た

ら

3
に
蹄
す
べ
含
も
の
で
あ
っ
て
．
経
院
的
現
宜
の
批
界
は
絶
到
意
志
の

は

‘

詔

種

の

ア

プ

リ

オ

リ

を

共

が

特

定

の

結

合

を

成

す

如

く

に

限

定

特

殊

化

し

た

も

の

で

あ

る

か

を
豫
想
す
る
か
ら
で
は
な
い
。

然

る

に

斯

フ
了
す
，

JV

が

事

宵

と
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ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
ふ
紐
く
必
然
の
永
久
異
理
を
豫
想
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
‘
(
D
.
,
p
.
~
4
9
)
、

而
も
共
限
定
的
結
合
は
先
験
的
必
然
性
を
有
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
共
意
味
に
於
て
ラ
イ
プ

ツ

が

此

現

貨

的

事

賞

存

在

の

批

界

を

永

久

興

理

の

表

は

す

可

能

的

な

る

も

の

の

共

存

的

結

合

と

し
て
紳
の
自
・
旧
慈
志
が
選
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
設
く
の
は
、
今
日
の
徹
底
せ
ら
れ
た
る
‘
論
理
主

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
竺
゜

義
の
立
場
に
＇
一
致
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
末
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
其
深
さ
思
想
を
充
分
に

彼

が

一

方

に

於

て

は

デ

カ

Iv

ト

に

反

到

し

て

永

久

具

理

が

紳

の

意

志
の
左
右
す
る
能
は
ざ
る
永
恒
必
然
の
客
観
的
興
理
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
同
時
に
｀
他
方
ス

ピ
ノ
ず
に
反
到
し
て
紳
の
自
由
意
志
セ
聰
め
、
永
久
異
理
の
限
定
的
結
合
に
於
て
其
は
た
ら
き
を

、
承
認
し
、
以
て
偶
然
的
個
物
の
可
能
を
基
礎
附
け
せ
ん
と
せ
る
試
み
は
、
其
紳
學
的
形
而
・
上
學
の
椴

定
を
離
れ
て
も
不
朽
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併

し

な

が

ら

此

様

な

解
繹
を
一
層
完
全
な
ら
し
む
る
為
め
に
は
ラ
イ
プ
ご
ッ
に
於
け
る
紳
の
観
念
を
批
評
し
て
．
其
が

れ
と
思
ふ
。

如

何

な

る

意

味

に

於

て

批

判

哲

學

の

立

場

か

ら

承

認

せ

ら

れ

得

る

か

を

明

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

次
節
に
此
問
題
を
少
し
く
考
へ
て
見
よ
う
。

一
ッ
ツ
の
如
く
之
を
偶
然
的
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

哲

學

研

究

第

一

―

―

十

二

競

此
様
に
考
へ
る
と
、
ラ
イ
プ

四
八

’ 
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＝
―
ッ
ツ
は
『
悟
性
新
論
』
第
四
篇
第
十
一
章
に
於
て
前
に
述
べ
た
如
く
永
久
異
理
が
條
件
的

必
然
の
具
理
な
る
と
を
設

g
．
其
根
擦
が
観
念
の
結
合
に
存
す
る
と
を
認
む
る
と
同
時
に
、
斯
か
る

観

念

の

結

合

を

可

能

な

ら

し

む

る

寅

在

的

基

礎

と

し

て

至

上

普

逼

の

精

誹

た

る

紳

の

存

在

せ

ざ

見

傲

し

て

居

る
(D.,
p. 
2
4
8
 |
 24
9
J
°
 

閂
九

る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
主
張
し
、
．
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
共
に
紳
の
知
性
を
永
久
異
理
の

紳

の

知

性

が

永

久

興

理

の

存

在

す

る

場

所

で

あ

る

と

い

ふ

考

は
已
に
早
く
ア
＇
ノ

r
l
V
へ
の
書
翰
に
於
て
も
現
れ
て
居
る
が
、
此
は
ラ
イ
プ

ま
で
厘
々
説
く
所
で
あ
っ
て
、
『
モ
ナ
ア
ド
論
』
四
十
三
に
於
て
も
斯
か
る
永
久
異
理
の
可
能
の
賞

在
基
礎
と
し
て
神
の
知
性
を
其

r
,
~
g
i
o
n

と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
言
明
し
て
居
る
。

O
n
t
h
e
 

O
r
i
g
i
,＇｝]＇

1
 of
'
l
'
h
i
n
g
s
の
論
に
於
イ
、
永
久
興
理
は
絶
到
的
形
而
上
的
必
然
な
る
主
證
即
ち
紳

に
於
て
其
存
在
を
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
北
＾
に
由
つ
て
之
無
し
に
は
瑕
想
的
に
止
ま
ら
ん
と
す
る

も
の
が
現
宜
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
も
(
I
V
., 

p. 
109)
同
じ
意
味
に
外
な
ら
な
い
。

て
斯
か
る
永
久
其
理
の
主
證
と
し
て
の
神
は
凡
て
の
存
在
す
る
も
の
の
み
な
ら
ず
‘
可
能
な
る
も

の
（
永
久
真
理
の
到
象
た
る
）
に
も
亦
賓
在
性
を
賦
典
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
此
等
に
先
だ
ち

nltimn.to 

ラ
イ
プ

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

哲

學

の

意

義

四

而
し

一
ッ
ツ
の
後
に
至
る

．
 

只e
g
1
o
n

と
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人
の
が
其
要
旨
で
あ
る
（
西
田
数
授
論
文
参
照
）

0

質
が
可
能
な
ら
は
同
時
に
存
在
を
含
む
と
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
。

此

等

に

優

り

て

賓

在

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

も

の

で

あ

っ

て

(
l
)

与
110)、
賓
に
此
は
其
本
質
が
直
ち

に
存
在
を
含
む
唯
一

3
1
5
)

。

第

三

十

二

輩

の
も
の
で
あ
る
と
ラ
イ
プ
．
『
ジ
は
云
つ
て
居
る
）
『
モ
ナ
ッ
ド
論
」
四
十
五
、
D.9p.

彼
が
デ
カ

JV

ト

の

本

閥

論

的

證

明

を

以

て

不

備

な

9
と
し
｀
「
必
然
な
る
も
の
が
可
能
な
ら

は
其
は
存
在
す
」
と
い
ふ
思
想
を
以
て
之
を
補
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
、
デ
カ

JV

ト
の
證
朋
の

中

心

た

る

完

全

者

と

い

ふ

概

念

も

共

が

可

能

な

る

必

然

者

と

意

味

す

る

に

由

つ

て

始

め

て

其

證

朋

に

敦

力

を

典

へ

得

る

と

を

説

い

た

の

も

(D.9l)・
1401
'
1
4
6
)

紳

が

必

然

的

な

る

も

の

と

し

て

其

本

ス
ピ
ノ
ザ
と
會
談
し
て
論
じ

た
と
い
ふ
「
完
全
な
る
も
の
は
存
在
す
」
と
い
ふ
命
題
の
解
繹
に
於
マ
し
も
‘
亦
専
ら
完
全
な
る
も
の
と

い
ふ
概
念
が
本
質
上
矛
盾
を
含
ま
ず
可
能
な
る
こ
と
を
示
す
の
に
力
を
集
中
し
て
居
る
。

的
‘
絶
到
的
で
あ
っ
て
無
限
に
其
到
象
、
と
表
は
す
凡
て
の
輩
一
な
る
性
質
が
完
全
で
あ
る
が
、
斯
か

る

性

質

は

分

解

し

て

考

へ

る

こ

と

が

出

来

な

い

か

ら

従

つ

て

共

二

つ

を

比

較

し

て

其

雨

立

せ

ざ

る
こ
と
と
證
明
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
さ
り
と
て
之
を
分
解
せ
ず
し
て
直
覺
的
に
雨
立
せ
ず
と
知

つ
の
主
證
に
結
合
せ
ら
れ
、
完
全
な

る
こ
と
も
出
来
な
い
か
ら
、
凡
て
・
斯
か
る
完
全
な
る
性
質
は
一

る
性
質
の
統
一
主
憫
と
し
て
の
紳
が
可
能
で
あ
る
、
従
っ
て
其
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い

倍

今

此

思

想

を

紳

が

永

久

其

理

の

統
1

主
髄
で

哲

學

研

究

五
0

積
極
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ぬ。 こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

五

賞
為
は
己
自
身
に
依
つ
て
立
つ
力
で
あ
る
か
ら
、
ラ
イ
プ

而

し

て

斯

か

る

ア

プ

リ

オ

リ

の

統

一

主

證

は

凡

て

の

封

象

的

存

在

あ
る
と
い
ふ
主
張
と
併
せ
考
へ
て
見
る
な
ら
ば
、
永
久
其
理
も
所
謂
完
全
な
る
も
の
と
し
て
積
極

油
絶
到
的
で
あ
り
、
無
限
の
到
象
を
表
は
す
輩
一
な
る
性
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
此

は
西
田
数
授
が
解
せ
ら
れ
た
如
＜
、
他
か
ら
限
定
す
る
能
は
ず
、
其
れ
自
身
に
依
つ
て
立
ち
、
共
種
類

．
｀
に
於
て
無
限
な
る
、
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
正
に
此
要
求
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
。

ら
れ
た
も
の
は
已
に
他
に
由
つ
て
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

全
な
る
も
の
は
到
象
化
せ
ら
れ
ざ
る
到
象
構
成
の
ア
プ
リ
オ
リ
其
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
っ

に

述

べ

た

如

く

永

久

真

理

を

到

象

構

成

の

ア

プ

リ

オ

リ

と

解

す

る

な

ら

は

其

等

は

正

に

ラ

イ

プ

―
―
ッ
ツ
の
所
謂
完
全
な
る
も
の
と
し
て
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
一

つ
の
主
饒
に
統
一
せ
ら
れ
る

の
豫
想
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ラ
イ
プ
＝
ニ
ツ
の
い
ふ
如
く
必
然
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

勿
論
共
存
在
と
い
ふ
の
は
到
象
的
に
存
在
す
る
と
い
ふ
と
で
は
な
く
‘
営
為
と
し
て
の
存
在

で

あ

る

が

存

在

の

前

に

嘗

為

が

無

け

れ

ば

な

ら

ず

到

象

的

存

在

は

ア

プ

ヅ

オ

リ

に

由

つ

て

可

能

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
帝
国
為
と
し
て
の
存
在
は
到
象
と
し
マ
し
の
存
在

I

に
先
だ
ち
て
之
よ
り
も
優

れ
る
」
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

=
-
；
ツ
の
云
ふ
所
に
従
つ
て
．
可
能
が
、
直
ち
に
宜
在
な
の
で
あ
っ
て
｀
絶
到
的
に
存
在
し
‘
而
し
て
其
等

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ゥ

哲

學

の

窓

義

前

他

か

ら

限

定

せ

ら

れ

な

い

完

荀
も
到
象
化
せ
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第

一

二

十

二

琥

―

つ

の

力

と

し

て

互

に

他

に

到

し

て

自

己

を

維

持

す

る

と

い

ふ

こ

と

は

此

等

を

凡

て

相

闘
係
せ
し
む
る
統
一
の
主
證
に
於
て
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
結
合
統
一
す
る
主
證
も
亦
必

然
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ラ
イ
プ
ー
コ
ジ
が
永
久
興
理
の
統
一
主
證
と
し
た
肺
は
論
理
主
義

の
立
場
か
ら
嘗
為
と
し
て
存
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
の
統
一
主
證
と
解
し
て
、
共
存
在
を
主
張
す
る
こ

然
ら
ば
斯
か
る
ア
プ

1

オ

リ

の

統

一

主

證

と

し

て

存

在

す

る

紳

は

果

し

て

如

何

な

る

も

の

で

あ

ら

う

か
C

之
を
ラ
イ
プ

の
賓
膿
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
其
賓
證
と
し
て
の
存
在
に
特
定
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
要
す
る
も
の
と
な

る
か
ら
ア
．
フ
リ
オ
リ
の
統
一
主
證
た
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
明
で
あ
る
。

接
の
證
瞼
其
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ア
プ
リ
オ
リ
＇
の
統
一
主

證
た
る
稗
は
凡
て
の
ア
プ
9
オ
リ
に
由
る
到
象
的
構
成
を
微
想
せ
ざ
る
、
一
切
反
省
に
先
だ
っ
直

腔
瞼
に
於
て
は
凡
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
が
統
一
せ
ら
れ
、
而

し
て
営
為
即
．
賓
在
た
る
に
由
り
證
瞼
は
直
ち
に
貿
在
す
る
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。

ッ
自
身
が
純
粋
活
動
a
c
t
n
s
p
u
r
u
s

で

あ

る

と

云

っ

た

紳

は

(D.,
p. 2
8
1
)
嘗
為
帥
宜
在
た
る
フ
ィ
ヒ
テ
の

―
―
ッ
ツ
の
観
念
本

有
は
個
人
精
誹
に
観
念
が
無
意
識
的
に
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
‘
斯
く
解
す

る

の

は

観

念

本

有

の

問

題

に

伴

ふ

困

難

と

意

識

の

範

園

か

ら

無

意

識

の

範

園

に

移

動

せ

し

め

た

純
粋
事
行
と
し
て
の
證
験
其
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

或

は

詭

に

余

が

ラ

イ

プ

ラ
イ
プ

ッ

一
ッ
ツ
の
如
く
現
賓
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
絶
到
的

と
が
出
束
る
。

が
夫
々

哲

學

研

究

五
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に
止
ま
る
．
徹
底
せ
ら
れ
た
論
理
主
義
の
精
紳
か
ら
い
へ
ば
、
唯
先
瞼
的
に
意
味
と
し
て
妥
嘗
す
る

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ
た
の
を
引
い
て
、
永
久
興
理
が
紳
の
知
性
に
宜
在
す
る
と
い
ふ

の
を
純
粋
事
行
の
滋
志
憫
験
に
於
て
嘗
為
が
貿
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
の
は
、
再
び
意
味

を
存
在
の
範
園
に
引
戻
し
、
嘗
為
を
事
賓
に
由
つ
て
基
礎
附
け
せ
ん
と
す
る
心
理
主
義
の
獨
断
論

に
陥
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
疑
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
合
併
し
な
が
ら
純
粋
事
行
た
る
證

験
に
於
て
ア
プ
リ
オ
リ
が
貿
在
す
る
と
い
ふ
の
は
‘
到
象
と
し
て
の
罷
瞼
な
る
も
の
の
中
に
其
が

質
在
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
、
嘗
偽
郎
賓
在
と
し
/
し
‘
雷
為
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
其
統
一

い
ふ
心
理
主
義
の
獨
断
論
に
陥
る
も
の
で
は
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
彎
象
の
認
誠
」
を
説
合
得
る
為
め
に
は
何
等
か
の
鮎
に
於

t
到

象

と

作

朋

或

は

嘗

為

と
存
在
と
が
一
つ
に
結
合
せ
ら
れ
る
事
宜
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
‘
之
を
論
理

主
義
本
来
の
立
場
に
矛
盾
せ
ざ
る
方
法
に
於
て
可
能
な
ら
し
む
る
に
は
唯
営
為
郎
賞
在
た
る
＇
證

駿
に
於
て
す
る
外
無
い
の
で
あ
る
。

が
ラ
イ
プ
ご
ジ
の
永
久
其
理
の
統
一
主
罷
と
考
へ
た
肺
で
あ
る
。

五

此
様
な
純
粋
事
行
と
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
の
統
一
た
る
證
験

若

し

此

様

な

證

殿

を

離

れ

て

到

象

と

し

て

質

在

す

る

紳

を

説

ー

な

ら

ば

其

は

狡

断

的

な

る

形

而

上

學

の

主

張

と

な

る

こ

と

と

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ゥ

哲

學

の

窓

義

と
が
同
時
に
貨
在
す
る
こ
と
を
謂
ふ
の
で
あ
る
。

而
‘
し
て
論
理
主
義
も
「
認
識
の
到
象
」
と
設
＜

裳

為

の

詢

に

到

象

と

し

て

の

存

在

が

あ

る

と

た

る

證

瞼
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免
れ
な
い
。

第

三

十

二

聾

到
象
と
し
て
の
存
在
は
握
に
事
賓
真
理
に
就
い
て
述
べ
た
や
う
に
、
唯
種
々
の
ア
プ

9

オ

リ

の

本

質

的

普

逼

が

其

結

合

に

由

つ

て

競

象

化

せ

ら

れ

て

個

性

的

に

限

定

せ

ら

れ

た

と

さ

始

め

て

可

能

と

な

る

の

で

あ

る

。

箪

に

嘗

為

と

し

て

其

可

能

的

な

る

普

逼

的

結

合

に

於

て

存

す

る

ア

プ

リ

オ

リ

は

此

限

定

的

結

合

に

於

て

始

め

て

現

賞

の

到

象

的

存

在

を

構

成

す

る

。

す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
は
唯
裳
為
と
し
て
賓
在
す
る
に
止
ま

9
限

定

的

に

賓

現

せ

ら

れ

嘗

為

と

し

て

證

験

に

於

て

賓

在

す

る

と

い

ふ

こ

と

は

必

然

ア

プ

リ

オ

リ

の

結

合

が

夫

々

本
質
的
普
逼
に
於
て
統
一
せ
ら
れ
．
1

未

だ

限

定

的

に

賓

現

せ

ら

れ

ざ

る

も

の

で

あ

'9‘

其

限

定

的

・
結
合
は
唯
順
次
に
賓
現
せ
ら
れ
行
く
も
の
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ツ
が
永
久
興
理
の
到
象
は
可
能
者
で
あ
っ
て
、
而
も
「
其
本
質
は
≫
自
ら
存
在
に
向
ふ
」
(D.,
p. 
1
0
7
)

と
い

人

の

は

正

に

ア

プ

リ

オ

リ

が

嘗

為

と

し

て

其

賓

現

に

向

ふ

も

の

な

る

こ

と

を

意

味

す

る

と

解

し

得
ら
れ
、
る
が
併
し
永
久
異
理
が
謄
験
に
於
て
結
合
統
一
せ
ら
れ
る
と
い
人
こ
と
は
唯
営
為
と
し

て
其
が
凡
て
縄
粋
事
行
た
る
我
の
主
證
に
統
一
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、
共
本
質
の
存

在
と
な
り
、
嘗
為
の
限
定
的
に
賓
現
せ
ら
れ
る
の
は
唯
事
賞
異
理
の
結
合
黙
に
於
て
勁
象
的
事
賞

～
な
る
。

た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

ラ

イ

プ

ッ

若

し

賓

現

せ

ら

れ

た

な

ら

ば

其

は

最

早

嘗

為

で

は

な

く

理
は
之
を
表
は
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

夫

々

の

ア

プ

リ

オ

リ

は

證

瞼

に

於

て

統

一

的

に

宜

在

事

賞

異

哲

學

研

究

五
四
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稗

観

に

一

致

す

る

如

く

解

憲

せ

ら

れ

る

こ

と

と

な

る

。

五
五

彼

は

何

慮

ま

で

も

基

督

数

の

超

越

稗

論

賓

興

理

の

意

味

す

る

所

な

の

で

あ

る

。

従

っ

て

事

賞

の

泄

界

を

創

造

す

る

と

い

ふ

の

は

、

意

志

が

本

来

規

範

に

従

っ

て

債

値

を

賓

現

せ

ん

と

す

る

は

た

ら

合

で

あ

っ

て

、

永

久

異

理

の

ア

プ

リ

オ

リ

を

営

為

と

し

て

其

賓

現

に

向

ふ

と

い

ふ

こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

此
様
に
解
す
る
と
同
時
に
ラ
イ
。
フ
ニ
ッ
ツ
の
神
の
観
念
も
亦
批
判
哲
學
の
理
想
主
義
に
於
け
る

に
従
っ
て
．
紳
は
其
自
．
由
の
意
志
に
由
つ
て
宇
宙
を
創
造
心
之
を
超
越
し
て
存
在
す
る
も
の
と
考
‘

ラ

イ

ヴ

ニ

ッ

ツ

哲

學

の

意

義

其
故
完
全
が
存
在
の
原
理
で
あ
っ
て
｀
紳
の
意
志
が
、
之
に

ら
れ
て

一
義
的
に
限
定
せ
ら
れ
、
之
に
由
つ
て
現
賓
と
な
る
。

共

結

合

的

限

定

の

如

何

が

帥

ち

事

が
出
来
る
。

と

し

て

順

次

過

程

的

に

の

み

起

る

こ

と

で

あ

る

と

考

へ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

事

宜

興

理

を

以

て

紳

の

意

志

に

基

く

も

の

と

し

、

紳

は

可

能

な

る

闘

係

の

結

合

の

中

か

ら

出

来

得

る

限

り

其

関

係

の

多

く

が

同

時

に

賓

現

せ

ら

れ

る

や

う

な

結

合

を

其

完

全

の

原

理

に

従

っ

て

選

捧
し
、
之
を
現
宜
と
な
す
の
で
あ
る
と
説
く
●
と
已
に
前
節
に
述
べ
た
如
＜
で
あ
る
が
、
此
は
帥
ち

永

久

奥

理

の

ア

プ

リ

オ

リ

を

嘗

為

と

し

て

、

出

末

得

る

限

り

多

く

之

と

同

時

に

結

合

統

一

し

て

賓

現

せ

ん

と

す

る

證

瞼

的

自

我

の

意

志

活

動

と

解

し

亀

以

て

其

論

理

主

義

的

意

義

を

後

揮

す

る

こ

と

永

久

具

理

の

ア

プ

リ

オ

リ

は

純

粋

自

我

の

意

志

の

は

た

ら

さ

に

由

り

結

合

統

一

せ

ラ
イ
プ

ッ

ヅ

は
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へ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
紳
論
に
反
到
す
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
彼
が
已
に
デ
カ

JV

ト
と
異
り
稗
の
意
志
、

と
以
て
左
右
す
る
能
は
ざ
る
永
久
真
理
を
認
め
、
紳
の
意
志
は
唯
其
可
能
を
統
一
的
に
宜
＿
現
す
る

内
の
で
あ
っ
て
而
も
其
際
に
於
て
も
完
全
の
原
理
に
従
ふ
も
の
な
る
こ
と
を
設
い
た
酷
に
於
‘
て

は
、
ア
＇
、
ノ
，

JV

の

語

に

由

つ

て

も

想

像

せ

ら

る

ヽ

如

く

正

統

的

基

督

数

の

紳

載

を

距

る

こ

と

少

く
な
い
の
で
あ
ら
う
。
殊
に
彼
は
紳
が
一
度
世
界
を
創
造
す
る
や
其
意
志
．
に
由
つ
て
個
證
に
起

る
べ
含
＾
一
切
の
存
在
と
可
能
と
の
賓
在
的
基
礎
た
る
超
越
的
絶
到
者
と
し
て
存
す
る
こ
と
を
説

く
の
で
あ
る
が
、
今
述
べ
た
如
く
永
久
具
理
は
ア
プ
リ
オ

9

の
證
瞼
に
於
て
賞
在
し
、
其
統
一
主
罷

た
る
紳
は
純
粋
事
行
と
し
て
の
自
我
に
外
な
・
ら
ず
、
永
久
具
理
の
到
象
的
賓
現
は
唯
事
寅
真
理
＇
に

於
て
＇
過
程
的
に
起
る
外
無
含
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
永
久
其
理
の
統
一
主
證
と
し
て
の
紳

も
到
象
と
し
て
は
債
値
賀
現
の
過
程
に
於
て
存
す
る
も
の
と
し
て
の
み
息
惟
せ
ら
れ
＂
現
賓
世
界

の
外
に
之
を
超
越
し
て
到
象
的
に
賓
在
す
る
も
の
と
考
へ
る
と
は
出
来
な
い
繹
で
あ
る
。

意
志
の
證
験
に
於
て
直
接
に
味
得
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
北
＾
は
到
象
と
し
て
．
思
惟
せ
ら
れ
る
の
で

な
く
‘
唯
営
為
に
於
て
信
ぜ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
之
を
到
象
と
．
し
て
思
惟
し
や
う
と
す
れ
ば
現

賓
界
の
外
に
之
を
超
越
し
て
存
在
す
る
も
の
で
な
く
唯
現
賓
界
の
内
在
的
基
礎
と
な
り
、
同
時
に

其
賓
現
の
目
標
と
な
る
理
念
と
し
て
恩
惟
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

哲

學

研

究

第
一
＝
十
二
臨

此

場

合

に

肺

を

超

越

的
紳
は

五
六
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ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

背

學

の

窓

義

意
味
を
有
す
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。

ラ
イ
プ

五
七

一
ッ
ツ
の
観
念
本
有
設
に
現
れ
た
論
理

斯

か

る

意

味

以

外

に

於

て

超

越

的

な

る

誹

の

如
含
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
(
W
i
n
d
e
l
b
a
n
d
,
)
!
j
i
u
l
e
i
t
u
n
瓦
i
n
d
i
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
,
 S
.
 3
9
2
)
、
ラ
イ
プ
＝
ご
ッ

の
稗
は
共
哲
學
を
論
理
主
義
の
立
場
か
ら
純
化
し
て
解
繹
す
る
と
含
、
正
に
ヴ
ィ
ン
デ

JV

バ
ン
ト
の

設
く
如
き
紳
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

到
象
的
存
在
を
設
く
の
は
形
而
上
學
の
獨
断
説
で
あ
っ
て
、
批
判
主
義
の
哲
學
に
到
し
切
賓
な
る

主
義
の
精
紳
は
之
を
純
化
螢
展
す
る
と
さ
、
永
久
其
理
、
事
賓
興
理
の
解
繹
に
於
て
今
ま
で
述
べ
た

る

債

値

生

活

に

於

て

質

現

せ

ら

れ

つ

＼

其

理

念

に

止

ま

る

所

の

到
象
と
し
て
は
軸
は
郎
ち
此
無
限
な
る
債
値
的
意
志
の
理
念
．
と
し
て
息
惟
せ
ら
れ
る
外

ラ
イ
プ
ー
コ
ッ
も
紳
は
無
限
に
し
て
全
證
と
し
て
之
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
云

っ
て
居
る
が
(D.,
p. 
3
0
7
)
‘

此

は

誹

が

絶

到

無

限

の

意

志

と

し

て

唯

部

分

的

に

の

み

自

己

を

賓

現

す

る
か
ら
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
現
時
ヴ
ィ
ン
デ

JV

バ
ン
ト
の
設
い
た
所
の
肺
も
人
文
の
過
程
だ

な
い
。

あ
る
。

と
い
ふ
の
は
理
念
と
し
て
永
久
其
理
の
完
全
な
る
賓
現
の
統
一
的
主
證
と
考
へ
ら
れ
た
紳
が
、
現

賓

な

る

債

値

賓

現

の

事

賓

的

存

在

の

抵

界

に

封

し

て

宛

も

敷

學

の

極

限

概

念

に

相

嘗

す

る

位

懺

と
占
め
、
永
久
に
接
近
の
到
象
と
な
る
も
終
に
到
逹
せ
ら
る
ヽ
と
な
合
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
意
味

に

於

て

超

越

的

と

い

は

れ

る

に

止

ま

る

。

其

の

欄

係

は

無

限

の

全

餞

に

到

す

る

部

分

の

闊

係

で

一
切
債
値
の
統
一
主
證
と
い
ふ
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五

1

層
明
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

第
一
―
―
十
二
鵠

如
く
獨
澳
涙
の
思
想
に
近
さ
も
の
に
な
る
と
思
は
れ
る
が
、
其
に
基
く
紳
観
は
正
に
ヴ
ィ
ン
デ

J
V
.＾

ン

ト

が

批

判

哲

學

の

立

場

か

ら

主

張

す

る

如

き

も

の

に

純

化

せ

ら

れ

て

新

し

さ

意

味

を

我

々

に

論
に
就
て
』
と
題
す
る
論
文
（
哲
學
雑
誌
第
三
五
八
琥
所
載
）
に
於
て
ラ
イ
プ
ご
ジ
が
個
燈
の
存
在
を

ン

ト

の

歴

史

に

到

す

る

解

繹

と

相

呼

應

す

る

も

偶

然

的

と

解

し

た

こ

と

は

今

日

の

ヴ
j

ン
デ
だ
べ

の
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ら
れ
た
が
、
余
は
個
鐙
的
事
賓
存
在
の
世
界
と
永
久
異
理
と
の
闊
係
を
論

理
主
義
的
に
解
繹
す
る
な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
誹
観
は
ゲ
ィ
ン
デ
J
V
.＾
ン
ト
の
人
文
生
活
と
紳
と

固
よ
り
ラ
イ
プ
．
―
―
ツ

ツ
の
も
と
の
思
想
が
此
の
、
如
き
方
向
に
登
展
せ
ら
る
べ

g
で

あ

っ

た

と

い

ふ

の

で

は

な

5

が
、
其

哲

學

を

現

代

に

意

味

あ

ら

し

む

る

如

さ

斯

か

る

解

繹

も

其

思

想

の
1

面

を

純

化

登

展

す

る

と

き

生

じ

得

べ

ぎ

も

の

で

あ

る

と

思

ふ

の

で

あ

る

。

此

紳

と

現

賓

的

存

在

の

枇

界

と

の

闊

係

は

次

節

＇
に
述
ぶ
る
如
く
、
更
に
紳
と
個
證
精
紳
と
の
闊
係
に
於
て

ラ
イ
プ
ニ
；
ツ
が
紳
の
意
志
に
由
つ
て
創
造
せ
ら
れ
た
と
考
へ
る
泄
界
を
形
成
す
る
所
の
個
證

の
闊
係
に
閥
す
る
思
想
の
如
含
も
の
に
至
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。

到
し
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

桑
木
数
授
は
嘗
て
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
充
足
理
由
之
原
理

哲

楳

研

究

五
八
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ラ

イ

プ

ー

ー

ツ

ッ

哲

學

の

意

義

五
九

は
箪
純
な
る
賓
證
も
モ
ナ
ッ
ド
で
あ
っ
て
、
此
は
表
象
の
一
の
朕
態
よ
り
他
の
朕
態
に
傾
動
す
る
活

動
を
其
属
性
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
モ
ナ
ッ
ド
中
其
表
象
が
分
明
に
し
て
記
憶
を
有
す
る
も
の
は

特
に
精
紳

ooonl

と
呼
ば
れ
、
更
に
其
上
に
必
然
の
永
久
異
理
を
認
識
し
て
自
覺
と
稗
の
認
識
と
と

．
有
す
る
も
の
が
理
性
的
精
紳
oopirit
と
．
稽
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
・
人
間
の
精
稗
は
之
に
外
な
ら

意
志
は
郎
ち
其
が
一
の
表
象
朕
態
か
ら
他
の
表
象
朕
態
に
移
ら
ん
と
す
る
傾
動
を
意
味

其
傾
動
は
已
に
紳
の
意
志
に
由
つ
て
豫
め
決
定
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
併

し
稗
は
其
傾
動
が
強
制
的
に
必
然
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
唯
傾
向
せ
し
む
る
所
の
理
由
を
有

す
る
に
止
ま
る
如
く
之
と
豫
定
し
て
居
る
。

も
誤
無
く
導
か
る
ヽ
如
く
、
人
澗
も
亦
非
強
制
的
に
而
も
誤
無
く
、
最
も
其
心
を
動
か
す
も
の
に
従

人
」
と
い
ふ
意
味
に
於
て
自
由
を
有
し
て
居
る
（
D.,
p. 
261)。
而
し
て
人
間
の
精
稗
は
他
の
凡
て
の

精
紳
と
異

9
自
覺
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
自
ら
其
自
由
を
知
り
、
永
久
異
理
と
稗
と
に
到
す

る
自
己
の
闊
係
を
知
つ
て
居
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

即
ち
其
は
自
己
の
現
賓
な
る
表
象
朕
態
が

稗
の
意
志
を
充
足
理
由
と
す
る
永
久
興
理
の
結
合
交
叉
と
し
て
の
事
寅
異
理
に
到
嘗
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
唯
之
と
r

自
己
の
視
酷
に
従
っ
て
」
表
象
す
る
も
，
の
、
其
表
象
の
推
移
は
稗
の
意
志
に
由
つ

て
非
強
制
的
に
豫
定
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

な
い
。

．
 

す
る
。

凡
て
の
モ
ナ
ッ
ド
は
紳
が
其
の
意

其
故
r

宛
も
稗
が
最
良
な
る
も
の
に
非
強
制
的
に
而
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第

三

十

二

鱗

我
々
は
此

證
験
其
物

志
ー
に
由
8

つ

て

永

久

異

理

の

一

義

的

限

定

結

合

と

し

て

生

ず

る

事

賞

存

在

の

世

界

を

表

象

す

る

の

、
で
あ
る
か
ら
、
其
表
象
内
容
は
同
一
で
あ
っ
て
、
唯
其
覗
謡
を
異
に
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
人
間
の
精

紳
は
今
述
べ
た
如
く
自
己
の
蔵
勘
よ
り
最
も
分
明
に
自
覺
的
に
之
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
．
個
々

の
モ
ナ
ッ
ド
は
何
れ
も

r

宇
宙
の
生
け
る
鏡
」
で
あ
る
が
、
人
間
の
精
紳
は
管
に
生
け
る
鏡
た
る
の
み
な

ら
ず
、
r

紳
の
似
姿
」
で
あ
っ
て
,r
紳
の
事
業
の
知
覺
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
｀
小
規
模
な

9
と
は
い
へ
之

に
似
た
る
も
の
を
産
出
す
る
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
」
(
D
:p. 3
 0
 5

)
。
宇
宙
は
紳
を
主
宰
と
し
、
人
間

精
帥
以
下
凡
て
の
モ
ナ
ッ
ド
が
共
表
象
の
度
の
比
較
的
完
全
な
る
伶
の
よ
り
不
完
全
な
る
も
の
に

至
る
ま
で
順
次
に
排
列
せ
ら
れ
た
稗
の
國
に
外
な
ら
ね
。

今
此
説
を
前
節
に
述
べ
た
紳
と
泄
界
と
の
闘
係
の
解
繹
に
照
し
て
考
へ
る
と
、
義
に
も
云
．
っ
た

や

う

に

現

貨

の

世

界

は

鴬

為

と

し

て

橙

瞼

せ

ら

れ

る

永

久

奥

理

の

ア

プ

リ

オ

リ

が

純

粋

事

行

た

る
絶
到
意
志
に
由
つ
て
限
定
的
に
結
合
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
‘
此
意
志
の
賓
現
の
外
に
調
象
り

と

し

て

の

肺

を

求

め

る

こ

と

は

出

来

な

い

の

で

あ

る

が

個

人

精

紳

と

い

ム

の

は

此

意

志

證

験

を

反
省
し
て
自
我
の
中
心
に
於
け
る
統
一
を
限
定
函
で
象
化
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

は
未
だ
何
等
到
象
と
し
て
の
限
定
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
は
絶
鶉
的
で
あ
っ
て
超
．
個

人
的
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
フ
ィ
ヒ
ー
プ
の
純
粋
自
我
に
於
け
る
如
く
で
あ
る
。

哲

學

研

究

六

0
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ラ

イ

プ

一

ー

ツ

ッ

哲

學

の

意

義

．
 

れ
な
い
普
逼
的
自
我
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
普
逼
的
自
我
は

六

批

判

哲

學

の

立

場

か

ら

一
度
自
我
を
自
己
に
封
す
る

く
意
志
の
腔
験
に
於
て
、
我
々
人
間
は
絶
到
者
の
裡
に
生
さ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

ヴ
ィ
ン
デ

9
.^

ン

ト

も

債

値

生

活

に

於

て

我

々

は

紳

の

裡

に

生

き

る

の

で

あ

る

と

云

つ

て

居

る

が

(Wピ
d
e
l
b
,
 

and, O
p
.
 cit. 
S
.
 3
9
2
)
、
批
判
哲
學
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
賓
に
此
債
値
の
質
現
に
向
ふ
営
為
に
従
っ
て

は

た

ら

く

意

志

の

證

験

よ

り

外

に

神

に

於

け

る

生

活

と

い

ふ

ぺ

き

も

の

は

あ

り

得

な

い

。

此

證

瞼

は

今

述

べ

た

如

く

其

自

身

に

於

て

は

個

人

的

と

い

ふ

限

定

を

有

せ

ざ

る

超

個

人

的

普

逼

的
の
ふ
の
で
あ
る
が
、
併
し
其
普
逼
的
と
い
ふ
の
は
a
n

sic}
こ
に
然
る
の
み
に
止
ま
り
‘
反
省
す
れ
ば

個

人

的

と

規

定

せ

ら

る

べ

含

我

の

中

心

に

統

一

せ

ら

れ

て

居

る

の

で

あ

る

。

自

我

も

反

省

の

到

象

と

し

て

は

現

賓

的

到

象

界

の

一

員

と

考

へ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

併

し

此

様

に

自

我

を

到

象

と

し

て

個

人

的

自

栽

と

思

惟

す

る

こ

と

は

更

に

之

を

嘗

為

の

結

合

勁

と

し

て

限

定

す

る

統

一

主
證
と
し
て
の
普
逼
的
自
我
の
背
殻
に
於
て
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
其
背
後
に
は
未
だ
限
定
せ
ら

到
象
と
し
再
び
之
を
自
己
に
撮
取
す
る
も
の
と
し
て
の
み
思
惟
せ
ら
れ
る
。

は

輩

に

證

殿

的

自

我

の

如

く

如

何

に

し

て

も

到

象

化

す

る

こ

と

が

出

来

な

い

と

い

ふ

ば

か

り

で

な
く
‘
到
象
を
自
己
に
撮
取
す
る
此
普
逼
的
自
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

其

の

普

逼

的

自

我 借

證

瞼

に

於

て

施

粋

自

我

の

刷

到

意

志

に

参

す

る

の

で

あ

1
占

ど

を

或

は

嘗

為

に

従

っ

て

は

た

ら
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な
い
。

精
紳
は
．
紳
の
精
神
の

一
部
に
外
な
ら
な
い
。

ラ
イ
。
フ

紳

-
；
ツ
が
人
間
の
理
性
は
誹
の
似
姿
で
あ
っ

此

意

味

に

於

て

我

々

の

第

三

十

二

．

裁

客

観

界

構

成

の

主

観

と

認

め

ら

れ

る

意

識

一

般

、

先

験

的

自

我

は

9
"
ヵ

，

卜

の

明

に

し

た

如

く

唯

限

界

概

念

に

止

ま

る

も

の

で

あ

る

が

、

此

は

理

念

と

し

て

今

述

べ

た

如

さ

普

逼

的

自

我

と

息

惟

せ

之

こ

そ

其

に

こ

こ

rncl
for s

i

全

に

普

逼

的

超

個

人

的

な

る

自

我

と

い

ふ

べ

き

も

の

で

あ

っ

て

、

之

を

凡

て

の

債

値

寅

現

の

主

證

と

し

て

考

へ

れ

は

理

念

と

し

て

の

紳

に

蹄

す

る

の

で

あ

る

。

個

人

的

自

我

は

證

瞼

的

自

我

と

此

普

逼

的

自

我

と

の

間

の

I
i
i
i
;
s
i

合

の

段

階

に

於

て

定

立

せ

ら

れ

る
の
で
あ
る
。

我
々
は
．
自
己
の
腔
験
に
於
て
凡
て
の
ア
。
フ
リ
オ
リ
の
主
證
と
し
て
の
絶
到
意
志

に

参

し

、

其

精

紳

は

夫

々

の

立

場

か

ら

此

等

の

ア

プ

リ

オ

リ

の

統

一

的

賓

現

の

主

證

と

し

て

の

普

逼

的

自

我

の

理

念

或

は

誹

の

理

念

を

部

分

的

に

賓

現

す

る

の

で

あ

る

。

マ
し
｀
小
規
模
と
は
い
へ
紳
の
事
業
に
似
た
る
も
の
を
賓
現
す
る
と
い
ふ
の
は
此
意
味
に
解
す
る
こ

と
が
出
来
る
。

併

し

我

々

が

凡

て

の

債

値

を

賞

現

し

盛

し

ィ

）

自

ら

紳

と

な

る

こ

と

は

勿

論

出

末

箪

に

認

識

の

範

園

に

の

み

就

い

て

い

ふ

欧

凡

て

の

事

貨

具

理

が

知

り

盛

し

得

ら

れ

ざ

る

こ

と

は

勿

論

な

る

の

み

な

ら

ず

‘

純

粋

の

ア

プ

9

オ

リ

た

る

敷

理

や

空

間

に

覇

す

る

永

久

真

理

と

雖
も
全
證
と
し
て
は
知
ら
れ
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
っ
て
旺
此
等
の
興
理
を
知
り
盛
し
、
凡
て
の
債

値

を

賓

現

し

て

肺

と

な

る

と

い

ふ

こ

と

は

有

限

な

る

も

の

に

許

＄

れ

ざ

る

所

な

の

で

あ

る

。

ら
れ
る
。

弁

口

學

研

究

~ 

rヽ
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定
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。

六

其

故

全

陸

と

部

分

と

の

闊

係

は

外

延

量

的

に

思

惟

す

べ

と
い
ふ
意
味
で
は
勿
論
無
い
。

凡
マ
し
精
肺
的
な
る
も
の
の
特
徴
は
部
分
の
総
和
に
由
つ
て
全
韓

其

超

越

的

と

は

世

界

の

外

に

到

象

と

し

て

存

在

す

る

と

い

ふ
意
味
で
な
く
し
て
．
部
分
た
る
現
寅
世
界
に
於
て
宜
現
し
盛
＄
れ
ざ
る
債
値
の
全
髄
的
統
一
と

右
の
如
く
我
々
の
理
性
が
紳
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
個
人
の
自
我
は
普
逼
的
絶
到
自
我
の
部
分

に
外
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
、
個
人
の
理
性
的
自
我
を
集
積
じ
た
も
の
が
紳
の
絶
到
自
我
と
な
る

が
成
立
す
る
の
で
な
く
‘
部
分
に
先
だ
っ
一
し
全
膿
が
賓
在
し
‘
部
分
は
全
髄
の
中
に
於
て
其
限
定
と

し
て
の
み
考
へ
ら
れ
る
ど
に
存
す
る
。

か
ら
ず
し
て
唯
内
包
量
的
に
の
み
息
惟
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
外
延
量
的
全
證

は
其
が
全
罷
と
し
て
思
惟
せ
ら
れ
る
限
り
有
限
で
あ
っ
て
、
之
を
無
限
な
ら
し
め
ん
と
す
れ
ば
唯

不
定
な
る
可
能
的
無
限
た
る
こ
と
を
得
る
に
止
ま
り
、
具
の
現
賓
的
無
限
と
し
て
思
惟
す
る
と
は

出
来
な
い
の
に
到
し
、
具
の
無
限
は
唯
内
包
最
的
全
罷
に
の
み
可
能
で
あ
る
。

は
全
證
に
先
だ
っ
亡
存
在
し
‘
其
穂
和
に
由
つ
て
全
腔
を
成
す
如
合
も
の
で
な
く
、
全
證
の
自
己
限

今

個

人

の

理

性

が

肺

の

絶

到

自

我

の

部

分

で

あ

る

と
い
ふ
の
は
紳
が
自
己
を
制
限
し
て
部
分
的
に
現
れ
た
忍
の
が
、
個
人
の
理
性
で
あ
る
と
い
ふ
慈

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

哲

學

の

意

義

其
部
分
と
い
ふ
の

し
て
現
賓
存
在
の
泄
界
を
超
越
す
る
と
い
ふ
意
味
に
外
な
ら
な
い
。

は
此
意
味
に
於
て
超
越
的
で
あ
る
。
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ロ
イ
ス
の
所
謂
自
己
表
現
橙
系
を
成
す
内
が
無
限
の
特
徴
で
あ
る
。

稗
の
部
分
と
し
て
は
個
人
の
理
性
が
全
證
た
る
紳
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ツ
が
人
間
の
理
性
を
以
て
紳
の
似
姿
と
し
、
稗
を
表
現
す
る
こ
と
も
:
共
特
樅
と
し
た
の
も
正
に
之

稗

は

到

る

鹿

に

中

心

あ

っ

て

何

鹿

に

も

周

な

き

園

で

あ

る

と

い

ふ

の

も

(
l
)

も・

の
で
あ
っ
て
、
其
嘗
為
の
賞
現
た
る
客
観
的
債
値
が
所
謂
普
逼
妥
営
性
を
有
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

き
5
)

亦
之
に
由
つ
て
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

本
来
其
営
為
の
同
一
な
る
こ
と
を
含
蓄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
ゎ
の
個
人
の

證
瞼
内
容
は
之
を
其
要
素
た
る
永
久
其
理
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
分
ち
て
考
へ
れ
ば
’
全
く
同
一
な
る

も
の
で
あ
っ
て
唯
其
限
定
結
合
の
仕
方
が
異
9
‘
而
し
て
其
等
が
過
程
的
に
推
移
す
る
為
め
に
事

賓
上
相
違
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

亡
ジ
が
凡
て
の
精
軸
の

表
象
内
容
は
同
一
で
あ
っ
て
唯
其
分
明
の
度
を
異
に
す
る
に
止
ま
ダ
、
極
傲
知
覺
ま
で
併
せ
考
へ

是
れ
ラ
イ
プ

我

々

の

騰

畷

は

同

一

な

る

嘗

為

を

結

合

す

る

も

に
相
営
す
る
。

無
限
の

へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。

と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
四

味
で
あ
っ
て
‘
個
人
の
理
性
を
集
積
し
た
も
の
が
蒋
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。

紳
の
部
分
と
し
て
個
人
の
心
も
無
限
に
多
く
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
集
積
し
て
其
全
證
を
考

唯

全

證

と

し

て

の

紳

の

限

定

と

し

て

個

々

の

精

稗

が

其

部

分

併

し

な

が

ら

無

限

な

る

も

の

に

於

て

は

部

分

が

全

證

を

表

現

し

な

哲

學

研

究

第
一
―
―
十
二
猿

ラ
イ
プ
ニ
ッ

無
限
な
る
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六
五

る

な

ら

は

全

く

同

一

の

表

象

内

容

を

有

す

る

と

い

ふ

こ

と

ヴ

意

味

で

あ

る

。

若

し

彼

の

極

微

知

覺

な

る

も

の

を

形

而

上

的

の

意

味

を

離

れ

て

唯

妥

常

な

る

ア

プ

リ

オ

リ

の

可

能

的

結

合

を

意

味

す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
其
主
張
は
論
理
主
義
の
立
揚
か
ら
も
正
営
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

此

様

な

極

徴

知

覺

と

し

て

は

個

々

の

人

間

理

性

が

何

れ

も

紳

の

表

象

内

容

た

る

凡

て

の

永

久
具
理
の
凡
て
の
可
能
的
結
合
を
含
蓄
す
る
か
ら
、
個
人
の
理
性
が
部
分
と
し
て
全
證
た
る
紳
を

表
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
正
に
紳
の
無
限
性
が
此
虞
に
現
れ
て
居
る
。

『
モ
ナ
ッ
ド
論
』

い
ふ
の
は
、
今
述
べ
た
内
包
量
的
部
分
と
し
て
表
象
の
分
朋
の
度
(
G
r
a
d
)
の

制

限

に

基

か

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

所

以

も

亦

理

解

せ

ら

れ

る

。

に

於

て

説

く

所

は

斯

く

解

し
て
論
理
主
義
の
立
場
か
ら
も
充
分
批
判
的
の
意
味
を
賦
典
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

此
様
に
人
間
精
肺
の
相
違
を
表
象
の
分
明
の
度
に
あ
り
と
し
｀
之
と
何
れ
も
紳
の
精
紳
の
部
分
的

制
限
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
下
つ
て
人
間
理
性
以
下
の
精
稗
或
は
凡
て
の
モ
ナ
ッ
ド
に
も
亦
同

ー
表
象
内
容
を
典
へ
‘
唯
其
表
象
の
分
朋
の
度
が
非
常
に
低
い
も
の
と
見
る
こ
と
も
必
ず
し
も
獨

断
的
な
る
形
而
上
學
説
と
の
み
貶
し
去
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

―
―
ッ
ツ
の
如
く
精
軸
的
な
る
モ
ナ
ッ
ド
寅
證
の
現
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
は
な

い
と
思
ふ
。
古
く
は
ロ
ッ
ツ
ェ
の
形
而
上
學
よ
り
新
し
く
は

9
ッ
プ
ス
が
其
N
n
.
t
n
r
p
h
i
lC
 s
o
p
h
i
e
Q
論

文

に

ラ

イ

プ

―

ー

ツ

ッ

背

學

の

窓

義

ぬ。

ラ
イ
。
フ
ー
コ
ッ
．
の

物

質

的

な

る

物

證

も

凡

ラ

イ

プ

其

部

分

と
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第

三

十

二

蹟

於

て

終

に

逹

し

だ

批

界

観

」

に

至

る

吐

て

充

分

自

然

科

學

を

顧

慮

す

る

形

而

上

學

が

多

く

ラ

イ

ブ

=
-
ッ
ツ
の
モ
ナ
ッ
ド
論
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
居
る
の
は
注
意
す
べ
含
こ
と
で
あ
る
。
賓
際
ラ
イ
プ

=
-
ッ
ツ
が
物
聘
の
本
質
を
デ
カ

JV

ト

に

反

到

し

て

延

長

に

あ

り

と

せ

ず

、

作

用

或

は

力

に

あ

り

と

し

而

し

て

之

を

原

子

論

的

に

考

へ

て

力

的

原

子

論

を

唱

へ

た

の

は

(
L
e
t
t
e
r
o
u
 t
h
e
 q
u
e
s
t
i
o
n
 w
h
e
t
h
e
r
 l
h
e
 

e
s
s
e
n
c
e
 o
f
 b
o
d
y
 cousist:-1 
i
u
 e
x
t
e
n
s
i
o
n
.
 D
・・
1
>

．4
2ー
ー

46;'.l'he
P
l
'
i
n
c
i
p
!
e
s
 o
f
 N
a
t
u
r
e
 a
n
d
 o
f
 Gl'aee, 
D., 
p. 
2
9
9
;
 

}
L
o
l
苔
l-｝

｝

'b.ご
魯

.
1
|
 H
 ;
 D
i
s
c
o
u
r
s
e
,
 1
2
 M
 ` 
,
 
p. 
1
8ー

19)
今

日

の

ニ

ネ

JV

ギ

1

量

子

論

の

如

含

も

の

と

甚

だ
よ
く
一
致
す
る
所
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
更
に
之
を
我
々
の
精
紳
生
活
の
内
的
事
賞
に
由
つ
/
し

解

繹

す

る

な

ら

ば

共

世

界

観

は

モ

ナ

ッ

ド

論

に

最

も

近

含

も

の

と

な

る

の

は

自

然

の

こ

と

と

思

は

モ
ナ
ッ

F

論

は

今

日

形

而

上

學

的

世

界

観

を

建

て

ん

と

す

る

も

の

に

と

つ

て

古

来

の

哲

學

中

最

も

有

力

な

る

指

針

と

典

へ

る

も

の

た

る

こ

と

否

定

出

来

な

い

で

あ

ら

今

余

は

前

述

の

如

§

批

判

哲

學

の

立

揚

か

ら

計

芯

れ

る

限

り

の

形

而

上

學

的

構

想

に

鯛

れ

る

の

み

で

あ

っ

て

所

謂

世

界

観

の

建

設

を

試

み

る

の

で

は

な

い

か

ら

‘

此

問

題

に

深

く

立

入

る

こ

＝
ご
ツ
の
精
紳
的
賓
燈
説
が
論
理
・
上
不
可
能
な
ら
ざ
る
も
の
な

同
一

る
こ
と
は
認
め
得
る
と
息
ふ
。

ア
プ
リ
オ

9
の

凡

て

の

可

虚

的

結

合

の

主

證

と

し

て

の

紳

の

と
は
し
な
い
が
、
と
に
か
く
ラ
イ
プ

゜
U

、 し
る
。

t
 

ラ
イ
"r

哲

學

=
-
ッ
ツ
の

訊

究

一

部

で

あ

り

同

一

内

容

を

連

斯

く

て

宇

宙

は

無

限

に

多

く

の

モ

ナ

ッ

ド

よ

り

成

り

其

は

何

れ

も

六
六
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，
、
道
函
的
に
推
移

tむ
種
乞
．

4

の
A
盆
四
の
年
度
に
．
於
で
表
象
ず
る
，
甜

A
2ヽ
ー
で
あ
る
と
解
し
‘
而
も
紳
を
斯
様
に
｀

内
在
的
に
解
す
る
こ
と
に
由
つ
て
”
ッ
ツ
ェ
．
や

9
ッ
プ
ス
も
試
み
た
如
く
．
多
元
的
宇
宙
に
一
元
的
統

一

を

典

へ

る

こ

と

が

出

来

る

と

思

ふ

。

其

の

何

故

に

本

来

絶

到

完

全

の

債

値

主

證

た

る

紳

が

自

己
を
制
限
し
て
多
敷
の
個
證
に
部
分
的
に
現
れ
る
か
は
ヴ
ィ
ン
デ
だ
や
＾

|
 43
2
)
 

設
朋
を
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。

値

の

二

元

性

に

就

い

て

共

説

明

す

べ

か

ら

ざ

る

こ

と

を

認

め

た

如

く

(
W
i
n
d
e
l
b
a
n
d
,
O
p
.
 cit, S
.
 4
3
1
 

絶

到

自

由

の

意

志

た

る

紳

の

活

，

動

を

知

識

の

立

場

か

ら

規

定

し

盛

す

能

は

ざ

る

こ

と

は

固

ょ

9
嘗

然

の

事

と

断

念

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

の

稗

が

制

限

的

に

の

み

賓

現

せ

ら

れ

る

と

い

ふ

こ

と

は

個

腟

存

在

の

條

件

な

の

で

あ

っ

て

‘

之

無

し

に

は

個

橙

存

在

の

世

界

は

不

可

能

で

あ

る

と

い

ふ

こ

と

は

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(1¥fonado

l,1gy 
,~. 

4:3. 
D
,
 p. 3
1
-
1
J

。

我

々

は

自

己

の

存

在

を

認

め

る

と

共

に

必

然

其

制

限

を

も

承

認

す

る

こ

と

を
要
す
る
。

併

し

な

が

ら

此

我

々

の

存

在

す

る

現

賓

の

世

界

は

部

分

的

と

雖

も

紳

の

完

全

性

の

賞
現
せ
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。

賓
現
す
る
生
活
で
あ
る
。

最

良

な

る

も

の

に

向

ふ

意

志

の

創

造

た

る

所

以

も

之

を

措

い

て

外

に

は

無

い

。

六
七

ラ

イ

プ
唯

絶

到

完

全

我

々

の

意

志

生

活

は

制

限

的

で

は

あ

お

け

れ

ど

も

絶

到

債

値

を

、

此

庭

に

此

世

界

と

我

々

の

生

活

と

の

光

榮

が

あ

る

。

此

世

界

が

紳

の
二

＇ ッ
は

個

證

を

以

て

絶

ぇ

ず

肺

よ

り

流

出

(
e
m
a
n
a
t
e
)
す

る

も

の

で

あ

る

と

云

つ

て

居

る

が

(D.,
p. 
110 ;M., p
・

ラ

イ

プ

ー

ー

ツ

ッ

哲

學

の

窓

義

ン

ト

も

現

賞

に

於

け

る

債
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3
れ
た
所
が
あ
る
な
ら
ば
余
の
幸
之
に
過
ぐ
る
も
の
は
無
い
。

第

一

二

十

二

猿

器
;
2
5
)

併
し
此
流
出
と
い
ふ
の
は
普
通
に
所
謂
流
出
説
の
模
範
と
認
め
ら
れ
る
新
．
フ
ラ
ト
ー
ン

派
に
於
け
る
如
く
唯
誹
の
本
質
の
無
意
的
な
る
流
出
で
は
な
く
‘
稗
の
意
志
に
よ
る
創
造
ヽ
と
意
味

す
る
も
の
た
る
こ
と
は
彼
の
哲
學
か
ら
見
て
疑
も
無
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
唯
此
個
燈
的
存
在
の
世

界

が

宛

も

流

出

説

に

於

け

る

如

く

絶

到

完

全

の

稗

の

本

質

の

部

分

的

祭

現

た

る

こ

と

を

表

は

す

之
を
紳
が
凡
て
の
債
値
寅
現
の
統
一
的
・
王
證
た
る

理
念
で
あ
っ
/
し
．
現
賀
の
世
界
は
之
を
部
分
的
に
賓
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
．
ラ
イ

、
プ
ニ
ツ
の
最
良
観
は
批
判
哲
學
の
理
想
主
義
に
轄
秤
す
る
こ
と
が
、
出
来
や
う
。

學
は
哲
卑
史
上
普
通
に
獨
断
論
の
模
範
的
な
る
も
の
と
目
せ
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
‘
宜
は
其
認

誠
論
よ
り
宇
宙
観
、
人
生
観
に
至
る
ま
で
、
今
日
の
理
想
主
義
的
批
判
哲
學
の
精
軸
に
由
つ
て
生
け

る
意
味
を
典
へ
得
べ
§
甚
だ
多
く
の
も
の
を
含
み
、
我
々
に
到
し
非
常
に
切
賓
な
る
意
義
を
薇
揮

す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
イ
：
あ
る
と
恩
は
れ
る
。
若
し
其
一
端
な
り
と
も
此
小
篇
に
由
つ
て
示

為
め
に
流
出
の
語
を
用
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

哲

學

研

究

ラ
イ
プ

六
八

コ
ッ
哲




