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カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
第
一
部
に
お
い
て
趣
味
論
お
よ
び
天
才
論
を
展
開
す
る
際
に
、「
範
例
的
（exem

plarisch

）」
お
よ
び
「
模
範
的

（m
usterhaft

）」 

）
1
（

 

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
特
異
な
用
例
で
あ
る 

）
2
（

 

。
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、「
範
例
的
」

な
ら
び
に
「
模
範
的
」
と
い
う
述
語
は
カ
ン
ト
の
美
学
的
思
考
を
特
徴
づ
け
る
鍵
を
な
し
て
い
る
と
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
う
る
。
そ
の
特
徴
と
は

何
か
。
こ
こ
で
本
論
の
結
論
を
多
少
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
範
例
的
と
い
う
術
語
は
、
そ
れ
と
し
て
明
示
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
規
則
を
あ
る
事

例
が
具
現
す
る
と
い
う
事
態
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
し
て
明
示
で
き
な
い
規
則
が
あ
る
事
例
を
と
お
し
て
新
た
な
仕
方
で
継
承
さ
れ
る
と
い
う
事

態
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
。
特
殊
事
例
と
一
般
的
規
則
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
独
自
の
思
考
が
「
範
例
的
」
と
い
う
術
語
に
結
晶
し
て
い
る
。

　
以
下
で
は
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
も
、
ま
ず exem

plarisch 

と
い
う
語
に
つ
い
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
一
八
世
紀
中

葉
ま
で
の
意
味
な
ら
び
に
用
法
の
変
遷
を
、
哲
学
史
的
な
観
点
か
ら
、
主
と
し
て
形
式
的
に
分
析
し
（
第
一
節
）
、
そ
の
上
で
、
カ
ン
ト
の
「
範

例
的
必
然
性
」
お
よ
び
「
範
例
的
独
創
性
」
に
関
す
る
議
論
を
そ
の
内
容
に
立
ち
入
り
つ
つ
検
討
す
る
（
第
二
節
、
第
三
節
）
。
そ
し
て
最
後
に
、

こ
の
カ
ン
ト
の
議
論
が
そ
の
後
二
〇
世
紀
後
半
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
ご
く
簡
単
に
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
四
節
）。

カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
〈
範
例
性
〉
を
め
ぐ
っ
て
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第
一
節
　exem

plarisch 

と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て 

　   

古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
一
八
世
紀
ま
で

　exem
plarisch 

と
い
う
語
は Exem

plar 

と
い
う
名
詞
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
名
詞
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
名
詞 

exem
plar 

は
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の paradeigm

a 

に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
従
っ
て
、exem

plarisch 

と

い
う
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
迂
遠
な
よ
う
で
は
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
の exem

plar 

を
介
し
て
ギ
リ
シ
ア
語
の paradeigm

a 

に
ま
で
遡
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い 
）
3
（

 
。

　paradeigm
a 

な
い
し exem

plar 

の
概
念
史
を
再
構
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
い
く
つ
か
視
点
を
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
「
範

型
―
実
例
」
の
系
譜
を
ギ
リ
シ
ア
な
ら
び
に
中
世
ラ
テ
ン
世
界
の
う
ち
に
た
ど
る
（
一
、
二
）
。
そ
の
上
で
、
カ
ン
ト
に
直
接
先
立
つ
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
、
マ
イ
ア
ー
の
う
ち
に exem

plar 
概
念
の
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
「
範
型
」
か
ら
「
模
範
」
へ
の
平
準
化

の
過
程
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
（
三
）
で
は
倫
理
学
に
即
し
て
、
（
四
）
で
は
詩
学
に
即
し
て
検
討
す
る 

）
4
（

 

。
最
後
に

（
五
）
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
一
七
七
〇
年
代
の
倫
理
学
講
義
に
即
し
て
、
カ
ン
ト
が
い
か
な
る
点
で
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
・
マ
イ
ア
ー
の
「
実
例
」

概
念
を
批
判
的
に
受
け
入
れ
た
の
か
を
示
し
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
範
例
性
の
議
論
へ
の
橋
渡
し
と
す
る
。

（
一
） paradeigm

a 

と
そ
の
二
義
性

　paradeigm
a 

を
哲
学
上
の
述
語
と
し
た
の
は
プ
ラ
ト
ン
（
前
四
二
七
―
三
四
七
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
わ
け paradeigm

a 

と
い
う
語

が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
即
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
見
解
を
押
さ
え
て
お
こ
う 

）
5
（

 

。
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
プ
ラ

ト
ン
は
、
こ
の
世
界
の
諸
事
物
を
「paradeigm

a 

の
模
像
（m

îm
êm

a

）」（Ti. 48E-49A

）
、
な
い
し
「
常
に
あ
る
も
の
（ta onta aei

）
の
模
像
」

（Ti. 50C

）
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、paradeigm

a 

と
は
現
象
す
る
も
の
ど
も
が
模
倣
す
べ
き
イ
デ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
下
で
は
こ
の
意
味
に
お
け
る paradeigm

a 

を
「
範
型
」
と
訳
す
（
英
語
で
は
一
般
に pattern 

と
訳
さ
れ
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
範
型
と
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模
像
の
関
係
を
、「
範
型＞

模
像
」
と
記
す
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
は paradeigm

a 

と
い
う
名
詞
は
（
そ
の
変
化
形
を
含
め
て
）
一
二
回
出
て
く
る
が 

）
6
（

 

、
そ
の
う
ち
一
カ

所
だ
け
、「
範
型
」
と
は
異
な
る
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
節
を
引
用
し
よ
う
。「
あ
な
た
た
ち
の
所
に
か
つ
て
あ
っ
た
法
律
の
多
く
の 

paradeigm
a 

を
、
あ
な
た
は
今
こ
こ
で
見
出
す
で
あ
ろ
う
」（24A

）。
こ
こ
で paradeigm

a 

は
「
類
似
の
事
例
」
を
意
味
す
る
（
英
語
で
は
一
般

に exam
ple 

と
訳
さ
れ
る
。
以
下
で
は
文
脈
に
応
じ
て
「
事
例
」「
実
例
」
と
訳
す
）
。

　paradeigm
a 

と
い
う
語
に
「
範
型
」
と
「
事
例
（
実
例
）」
と
い
う
二
義
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。『
国
家
』
に
お
い
て
も
、paradeigm

a 

と
い
う
語
は
基
本
的
に
は
「
範
型
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
、
幾
何
学
の
場
合
、

実
際
に
描
か
れ
る
「
図
形
」
は
、
数
学
的
真
理
を
捉
え
る
た
め
の paradeigm

a 

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
真
理
を

捉
え
る
た
め
に
、
真
剣
に
眺
め
ら
れ
る
」
べ
き
も
の
で
は
な
い
（529D

-E

）、
と
い
う
一
節
に
お
い
て
、paradeigm

a 

は
「
実
例
」
の
意
味
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
二
義
性
が
生
じ
る
の
は
、paradeigm

a 
と
い
う
語
が para-

（「
脇
に
」
）
と
い
う
接
頭
辞
を
含
む
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、paradeigm

a 

は
比
較
を
前
提
す
る
の
で
あ
っ
て
、
比
較
の
観
点
に
応
じ
て
、
範
型
の
意
味
に
も
な
れ
ば
、
逆
に
個
々
の
実
例
・
事
例

の
意
味
に
も
な
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
範
型
と
実
例
は
、
存
在
論
的
に
全
く
種
を
異
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
範
型
は
時
間
的
・
空
間
的
制
約
を

受
け
な
い
普
遍
的
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
実
例
は
時
間
的
・
空
間
的
制
約
を
受
け
る
個
物
だ
か
ら
で
あ
る
。paradeigm

a 

の
二
義
性
は
議
論
に

無
用
の
混
乱
を
（
少
な
く
と
も
解
釈
の
上
で
）
招
き
か
ね
な
い
。

　
そ
の
例
と
し
て
、『
国
家
』
よ
り
、
あ
る
べ
き
哲
学
者
の
営
み
を
画
家
の
そ
れ
に
擬
え
る
一
節
を
検
討
し
た
い
。
例
え
ば
、
イ
デ
ア
と
し
て
の
「
正

義
・
美
・
節
制
」（R

. 501B

）
等
を
捉
え
つ
つ
そ
れ
に
倣
っ
て
国
家
を
あ
る
べ
き
姿
に
形
作
る
哲
学
者
の
営
み
を
、
『
国
家
』
第
六
巻
の
プ
ラ
ト

ン
は
次
の
よ
う
な
比
喩
を
用
い
て
特
徴
づ
け
る
。「
神
的
な paradeigm

a

〔
範
型
〕
を
用
い
る
画
家
た
ち
（hoi tô theiô paradeigm

ati chrôm
enoi 

zôgraphoi

）
が
国
家
の
輪
郭
を
描
く
の
で
な
け
れ
ば
、
国
家
は
決
し
て
幸
せ
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」（R

. 500E

）。
こ
こ
に
い
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う
比
喩
上
の
「
画
家
」（
す
な
わ
ち
哲
学
者
）
は
、『
国
家
』
第
一
〇
巻
に
い
う
よ
う
に
「
現
象
の
模
倣
」
を
行
う
画
家
で
は
な
い
。
範
型
と
し
て

の
イ
デ
ア
を
捉
え
た
上
で
、
現
実
を
こ
の
イ
デ
ア
に
倣
っ
た
も
の
へ
と
作
り
上
げ
る
哲
学
者
が
、
こ
こ
で
は
比
喩
的
に
「
国
政
の
画
家
」（R

. 

501C
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
哲
学
者
と
し
て
の
「
画
家
」
は
「
現
象
の
模
倣
」
で
は
な
く
「
真
理
の
模
倣
」
を
事
と
す
る

者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
た
し
か
に
プ
ラ
ト
ン
は
「paradeigm

a 

を
用
い
る
画
家
」
の
働
き
を
主
題
的
に
論
じ
て
は
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
比
喩
と
し
て
持
ち
出

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
比
喩
と
は
通
常
よ
り
自
明
な
事
柄
に
よ
っ
て
よ
り
自
明
で
は
な
い
事
柄
を
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
。
と
す

る
な
ら
ば
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
「paradeigm

a 

を
用
い
る
画
家
」
の
存
在
が
あ
る
意
味
で
は
自
明
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も

許
さ
れ
よ
う
。
実
際
、『
国
家
』
第
五
巻
に
は
、
哲
学
者
を
画
家
に
擬
え
る
文
脈
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
出
さ
れ
る
。「
最
も
美
し
い

人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
の
か
、
そ
の paradeigm

a 

を
描
く
画
家
が
、
…
…
そ
の
よ
う
な
人
間
が
〔
現
象
界
に
〕
生
じ
う
る
こ
と
（dynaton 

genesthai

）
を
証
明
で
き
な
い
場
合
、
果
た
し
て
そ
の
画
家
は
能
力
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」（R

. 472D

）
。
恐
ら
く
は
、
大
プ

リ
ニ
ウ
ス
『
博
物
誌
』（X

X
X

X
, 64

）
や
キ
ケ
ロ
『
発
想
論
』（II, 1-4

）
の
伝
え
る
ゼ
ウ
ク
シ
ス
（
前
四
六
四
年
頃
―
？
）
の
逸
話
を
参
照
す
る

の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ゼ
ウ
ク
シ
ス
は
、
五
人
の
娘
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
最
も
美
し
い
部
分
を
選
択
し
、
そ
れ
ら
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヘ
レ
ネ
を
描
い
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で paradeigm

a 

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
解
釈
上
の
論
争
が
あ
る
。
藤
澤
令
夫
（
一
九
二
五
―
二
〇
〇
四
年
）
は
「
形
而

上
学
の
存
在
理
由
」（
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
、「
範
型
」（
藤
沢
は
「
規
範
的
範
型
」
な
い
し
「
原
範
型
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
）
を
「
理

想
像
」
と
「
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
上
で
、
右
に
検
討
し
た
『
国
家
』
の
一
節
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
例
え
ば
、

『
国
家
』（V. 472D

）
で
語
ら
れ
て
い
る
、
す
ぐ
れ
た
画
家
が
描
く
最
美
の
人
間
の
模
範
像
（
同
じ
く
「
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
、

し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
イ
デ
ア
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
イ
デ
ア
を
「
分
有
す
る
」（472 C

2

）
も
の
と
し
て
の
、
特
定
の
想
像
的
知
覚
像
（
Ｆ
）

で
あ
る
」 

）
7
（

 

。「
範
型
」
を
「
理
想
像
」
と
「
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
藤
沢
の
主
張
は
端
的
に
正
し
い
。
と
い
う
の
も
、
時
間
的
・
空
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間
的
限
定
を
受
け
な
い
「
範
型
」
と
、
時
間
的
・
空
間
的
限
定
を
受
け
る
「
理
想
像
」
は
、
存
在
論
的
に
階
層
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
、『
国
家
』
の
右
の
一
節
の
解
釈
に
関
し
て
も
、paradeigm

a 

と
い
う
語
の
用
法
か
ら
し
て
、
た
し
か
に
藤
沢
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
は
な
い
。
だ
が
、
第
五
巻
に
お
け
る
「paradeigm

a 

を
描
く
画
家
」
と
い
う
表
現
が
、
第
六
巻
に
お
け
る
「
神
的
な paradeigm

a 

を
用

い
る
画
家
」
と
い
う
表
現
と
明
ら
か
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
第
七
巻
に
は
、
哲
学
者
に
つ
い
て
「〈
善
〉
そ
の
も
の
〔
す
な
わ
ち
善

の
イ
デ
ア
〕
を
観
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を paradeigm

a 

と
し
て
用
い
て
…
…
」（540A

）
と
い
う
表
現
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
顧

慮
す
る
な
ら
ば
、「paradeigm

a 

を
描
く
画
家
」
と
い
う
表
現
に
観
ら
れ
る paradeigm

a 

は
「
範
型
」
の
意
味
に
と
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
と
す
る
な
ら
ば
、
画
家
の
例
を
と
お
し
て
プ
ラ
ト
ン
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
事
態
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
「
範
型
（paradeigm

a

）」
を
模
倣
し
つ
つ
描
く
芸
術
家
は
、
作
品
の
う
ち
に
描
か
れ
た
よ
う
な
人
物
が
実
際
に
現

象
界
の
内
に
見
出
さ
れ
る
か
否
か
に
関
心
を
寄
せ
な
い
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
哲
学
者
は
自
ら
の
探
究
す
る
（
正
義
に
関
す
る
）「
範
型
」
が
「〔
現

象
界
に
お
い
て
〕
生
じ
う
る
こ
と
（hôs dynata tauta gignesthai

）
を
証
明
す
る
」
（R

. 472D

）
必
要
に
迫
ら
れ
な
い 

）
8
（

 

。
あ
え
て
藤
沢
の
よ

う
に
こ
の
画
家
の
例
の
う
ち
に
「
範
型
」
で
は
な
く
「
理
想
像
」
の
意
味
合
い
を
読
み
取
る
と
す
れ
ば
、
理
想
像
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は

（paradeigm
a 

で
は
な
く
）paradeigm

a 

に
即
し
て
実
際
に
画
面
の
上
に
描
か
れ
た
人
間
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
解
釈
上
の
問

題
が
生
じ
る
理
由
の
一
つ
は
、paradeigm

a 

と
い
う
語
が
そ
も
そ
も
二
義
的
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
前
三
八
四
―
三
二
二
年
）
が
プ
ラ
ト
ン
の
「
範
型
」
イ
デ
ア
論
を
批
判
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
形
而
上
学
』

第
一
巻
に
お
い
て
彼
は
、「
形
相
は paradeigm

a 

〔
範
型
〕
で
あ
っ
て
他
の
諸
事
物
は
こ
れ
を
分
有
す
る
、
と
語
る
こ
と
は
空
語
す
る
こ
と
で
あ
り
、

詩
的
比
喩
を
語
る
こ
と
で
あ
る
」（M

et. I 9; 991 a20-22

）、
と
述
べ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
範
型
イ
デ
ア
論
を
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
四
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
現
実
に
見
出
さ
れ
る
類
似
性
は
イ
デ
ア
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
、
と
い
う
第
二
の
理

由
に
着
目
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。「
ど
の
よ
う
な
も
の
も
、
あ
る
他
の
何
も
の
か
の
模
像
で
あ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
こ
の
何
も
の
か
に
類
似

し
て
存
在
し
う
る
し
、
ま
た
生
成
し
う
る
」（991 a23-25

）。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
事
物
Ａ
と
事
物
Ｂ
の
間
に
見
ら
れ
る
類
似
性
は
、
両
者
が
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と
も
に
同
一
の
範
型
（
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
）
を
模
倣
し
て
い
る
事
態
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
範
型＞

模
像
」
と
い
う
関
係
が
事
物
Ａ
と
事
物
Ｂ

の
類
似
性
を
支
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
類
似
し
た
人
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
る
も
の
と
い
う
イ
デ
ア
が

存
在
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
で
も
生
じ
う
る
、
と
反
論
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
現
象
世
界
を
範
型
（
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
）
に
よ
る
支
配
か
ら
解
放
す
る
と
と
も
に 

）
9
（

 

、「
範
型＞

模
像
」

に
代
え
て
「
全
体＞
部
分
」
と
い
う
枠
組
み
を
導
入
す
る
。
こ
の
枠
組
み
は
世
界
の
諸
事
物
を
捉
え
る
際
の
論
理
的
な
観
点
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
論
理
学
の
主
題
を
な
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
独
自
な
仕
方
で paradeigm

a 

と
い
う
術
語

を
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
弁
論
術
』
に
お
い
て
、
全
体
か
ら
部
分
を
推
論
す
る
「
論
証
法
（syllogism

os

）
」、
お
よ
び
部
分
か
ら
全
体
を
推
論
す

る
「
帰
納
法
（epagôgê

）」
と
の
対
比
に
お
い
て
、paradeigm

a 

を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「paradeigm

a 

と
は
…
…
部
分
に
対
す
る
部
分
の
、

類
似
す
る
も
の
に
対
す
る
類
似
す
る
も
の
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
両
者
は
同
一
の
類
に
下
属
す
る
が
、
一
方
よ
り
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
部

分
が
〔
も
う
一
方
の
部
分
に
対
す
る
〕paradeigm

a 
で
あ
る
」（R

het. I, 2, 19; 1357 b26, 28-30

） 

）
10
（

 

。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
例
Ｑ
に
つ
い
て
推

論
す
る
た
め
に
、
そ
の
事
例
と
類
似
す
る
事
例
Ｐ
を
持
ち
出
す
こ
と
が paradeigm

a 

で
あ
り
、
こ
れ
は
実
例
に
よ
る
推
論
（
以
下
で
は
「
例
証
」

と
訳
す
）
を
意
味
す
る 

）
11
（

 

。

　
こ
の
推
論
の
特
徴
は
、
事
例
Ｐ
お
よ
び
Ｑ
が
下
属
す
る
「
全
体
」
す
な
わ
ち
「
類
」
な
い
し
「
普
遍
（to katholou

）
」
（1357 b35

）
そ
れ
自

体
を
主
題
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
無
規
定
的
な
ま
ま
に
し
て
お
く
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
推
論
は
け
っ
し
て
必
然
的
で
は
な
い
が
、
ま
さ

に
そ
の
ゆ
え
に
と
り
わ
け
弁
論
術
に
お
い
て
有
効
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
挙
げ
る
の
は
次
の
よ
う
な
推
論
で
あ
る
。
デ
ィ

オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
護
衛
隊
を
要
求
し
た
。
し
か
る
に
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
護
衛
隊
を
要
求
し
た
と
き
、
彼
は
暴
君
に
な
ろ
う
と
い
う
下
心
を
持
っ

て
い
た
（
メ
ガ
ラ
の
テ
ア
ゲ
ネ
ス
も
そ
う
で
あ
っ
た
）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
暴
君
に
な
ろ
う
と
い
う
下
心
を
持
っ
て
い
る
（R

het. 

I, 2, 19; 1357 b30 ff.; cf. R
het. II, 20, 3

）。
例
証
と
し
て
機
能
す
る
事
例
Ｐ
は
明
証
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
他
の
事
例
Ｑ
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に
つ
い
て
推
論
し
う
る
と
い
う
特
権
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
事
例
Ｐ
は
あ
く
ま
で
も
他
の
事
例
と
同
様
に
「
同
一
の
類
に
下
属
す
る
」
の
で

あ
る
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う paradeigm

a 

の
よ
う
に
類
似
す
る
も
の
ど
も
か
ら
次
元
を
異
に
す
る
存
在
と
し
て
の
「
範
型
」
で
は
な
い
。
か
つ
、

例
証
法
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
、
事
例
Ｐ
お
よ
び
Ｑ
が
下
属
す
る
「
類
」
な
い
し
「
普
遍
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

先
の
例
に
即
す
る
な
ら
ば
、
護
衛
隊
を
要
求
す
る
人
は
、
暴
君
に
な
ろ
う
と
い
う
下
心
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
一
般
命
題
の
是
非
は
問
題
と
な

ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
「
範
型
」
と
し
て
の paradeigm

a 

は
模
像
に
対
し
て
垂
直
的
に
関
係
す
る
が
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
例
証
」
と
し
て
の paradeigm

a 

は
類
似
性
を
と
お
し
て
他
の
諸
事
例
と
水
平
的
に
関
係
す
る
。
こ
の
事
態
は
、「〔
類
＝
全

体＞

〕
部
分
＝
事
例
Ｐ
（paradeigm

a

）
＋
事
例
Ｑ
＋
事
例
Ｒ
…
…
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
類
＝
全
体＞

」
を
〔
　
〕
で
括
っ
た
の
は
、

類
な
い
し
普
遍
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
主
題
化
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、paradeigm

a 

と
い
う
語
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
「
範
型
」
と
「
実
例
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
つ
が
、
彼
が
自
ら

の
概
念
と
し
て
積
極
的
に
用
い
る
の
は
後
者
の
意
味
に
お
け
る paradeigm

a 

で
あ
る
。
「
例
証
法
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る paradeigm

a 

は
、
け
っ

し
て
「
普
遍
」
そ
れ
自
体
で
は
な
い
が
、
し
か
し
任
意
の
事
例
で
は
な
く
、
明
証
性
を
帯
び
、
か
つ
他
の
諸
事
例
に
つ
い
て
推
論
す
る
際
の
手
が

か
り
を
与
え
る
よ
う
な
特
権
的
に
し
て
典
型
的
な
事
例
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
個
別
的
で
あ
り
つ
つ
あ
る
種
の
普
遍
性
な
い
し
一
般
性
を
帯

び
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
範
例
」
と
訳
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い 

）
12
（

 

。
多
少
議
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』

は
、「
範
例
」
と
し
て
の paradeigm

a 

の
系
譜
に
属
す
る
。

（
二
） exem

plar 

と exem
plum

　
次
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の paradeigm

a 

が
い
か
に
し
て
ラ
テ
ン
語
圏
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
は
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
（
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
初
頭
）
に
よ
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
ラ
テ
ン
語

へ
の
翻
訳
（53C

 

ま
で
）
な
ら
び
に
註
解
（
以
下
で
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
訳
と
註
解
』
と
記
す
）
を
と
お
し
て
、
中
世
ラ
テ
ン
世
界
へ
と
伝
わ
っ
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た
。
従
っ
て
、paradeigm

a 

と
い
う
概
念
の
系
譜
を
た
ど
る
作
業
に
と
っ
て
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
ラ
テ
ン
語
訳
は

き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

　
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は paradeigm

a 

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
に exem

plar 

と
い
う
ラ
テ
ン
語
を
充
て
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
通
説 

）
13
（

 

は
正
し

く
な
い
。『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
訳
と
註
解
』
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
古
典
学
者
ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
に
よ
っ
て
四
三
六
頁
に
及
ぶ
批
判
的
校
訂
版

が
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
右
の
通
説
は
こ
の
校
訂
版
に
遡
る
。
こ
の
書
の
「
翻
訳
部
分
へ
の
索
引
（Indicis ad translationem

）」
に
お
い
て
、
編

者
ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
原
文
に
お
け
る paradeigm

a 

が
い
か
な
る
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
た
と
え
ば 30.17 

と
あ
る
の
は
、
こ
の
版
本
の
三
〇
頁
一
七
行
目
の
こ
と
で
あ
る
。[ ] 

に
よ
っ
て
、
プ
ラ

ト
ン
の
原
典
箇
所
、
お
よ
び
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
訳
の
一
部
を
補
っ
た
）。

paradeigm
a archetypus 30.17 [=38C

: archetypus quippe om
ni aeuo sem

per existens est, ...] exem
plar (an adj.  -aris?) 46.14 [=48E: 

exem
plaris em

inentiae] exem
plum

 21.1,13 [=28A
: exem

pli sim
ilitudinem

 atque aem
ulationem

 / ad cuius m
odi exem

plum
 

anim
aduerterit ...] 22.1 [=29B

: sunt im
aginis exem

plique naturae] 23.22 [=31A
: quoniam

 iuxta exem
plum

 form
atus est] 29.21 

[=37C
: ad exem

plum
 eius aem

ulae sim
ilitudinis ...] 30.16 indicium

 16.3 [=24A
: fors enim

 m
ulta reperies indicia germ

anitatis] 

(C
alcidius, 372)

す
な
わ
ち
、
ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、paradeigm

a 

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
四
つ
の
ラ
テ
ン
語
が
対
応
し
て
お
り
、archetypus 

と 

exem
plar 

と indicium
 

は
そ
れ
ぞ
れ
一
回
、exem

plum
 

は
五
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
が 

exem
plar 

と
い
う
語
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
と
判
定
し
て
い
る
箇
所
（
プ
ラ
ト
ン
の
原
典
で
は 48E

）
で
あ
る
。
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
、hôs 

paradeigm
atos eidos hypotethen, noêton kai aei kata tauta on

（「
範
型
の
種
と
し
て
仮
定
さ
れ
、
可
知
的
で
あ
っ
て
、
常
に
存
在
す
る
も
の
」）
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と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
を
、
か
な
り
自
由
に perpetuum

 carens generatione exem
plaris em

inentiae 

と
訳
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
は
こ
の 

exem
plaris 

を exem
plar 

の
属
格
と
み
な
し
て
い
る
（
た
だ
し
同
時
に
形
容
詞 exem

plaris 

の
可
能
性
も
あ
る
、
と
し
て
い
る
）
が 

）
14
（

 

、
こ
こ

で exem
plaris 

は em
inentia 

に
係
る
形
容
詞
と
と
り
、exem

plaris em
inentiae 

を
「
記
述
的
属
格
」
と
み
な
さ
な
く
て
は
、
意
味
が
通
じ
な
い 

）
15
（

 

。

従
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
「
永
遠
で
、
生
成
を
欠
き
、
範
型
的
卓
越
性
を
備
え
た
も
の
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る 

）
16
（

 

。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

exem
plar 

と
い
う
名
詞
は
翻
訳
部
分
に
お
い
て
は paradeigm

a 

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
（
そ
も
そ
も exem

plar 

と
い
う
名
詞
形

は
こ
の
翻
訳
部
分
に
は
現
れ
な
い
）。
こ
の
点
で
従
来
の
通
説
は
誤
り
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
へ
の
註
解
部
分
に
お
い
て
は
、

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
自
身
、"ideae et exem

plaria" 

と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
お
り
（C

alcidius, 265,15

）
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
が exem

plaria 

と

い
う
名
詞
形
を
「
範
型
」
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
中
世
ラ
テ
ン
世
界
に
お
い
て
、exem

plar 

と
い
う
名
詞
は exem

plum
 

な
い
し archetypus 

と
い
う
名
詞
と
並
ん
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
の paradeigm

a

（
範
型
）
に
対
応
す
る
術
語
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
こ
こ
で
ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
が paradeigm

a 

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
と
し
て
さ
ら
に indicium

 

に
言
及
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
よ
う
。
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
が paradeigm

a 

と
い
う
語
を
唯
一
「
範
型
」
と
い
う
意
味
に
で
は
な
く
「
事
例
」「
実
例
」
の
意
味
に
用

い
た
箇
所
に
相
当
す
る
（
プ
ラ
ト
ン
の
原
典
で
は 24A
）。「
あ
な
た
た
ち
の
所
に
か
つ
て
あ
っ
た
法
律
の
多
く
の paradeigm

a 

を
、
あ
な
た
は

今
こ
こ
で
見
出
す
で
あ
ろ
う
」（24A

）、
と
い
う
原
文
を
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は fors ... m

ulta reperies indicia germ
anitatis 

と
（
こ
こ
も
か
な

り
自
由
に
）
訳
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は paradeigm

a 

と
い
う
語
を indicium

 germ
anitatis

（「
類
似
す
る
事
例
」
）
と
い
う

二
語
で
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。paradeigm

a 

と
い
う
語
の
二
義
性
は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
の
翻
訳
で
は
回
避
さ
れ
て
い

る
。

　
だ
が
、
こ
の
こ
と
は exem

plar 

な
い
し exem

plum
 

と
い
う
語
そ
れ
自
体
に
二
義
性
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
現
在
の
一
般
的
な
ラ
テ
ン
語
辞
書
の Lew

is Short 

は
、exem

plar 

を
大
き
く I. A transcript, copy  

お
よ
び II. A pattern, m

odel, 

exem
plar, original  

と
い
う
二
つ
の
語
義
に
、
ま
た exem

plum
 

を II. A
. An im

itation, im
age, portrait  taken from

 som
ething 

お
よ
び II. B

. A
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sam
ple for im

itation, instruction, proof, a pattern, m
odel, original  

と
い
う
二
つ
の
語
義
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、exem

plar 

も 

exem
plum

 

も
と
も
に
「
範
型
」
と
「
実
例
」
の
意
味
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
名
詞
は
動
詞 exim

ere 

の
派
生
形
で
あ
っ
て
、
「（
あ
る
母
体
か
ら
）

取
り
出
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
が 

）
17
（

 

、
右
の
二
義
性
が
生
じ
る
の
は
、
こ
の
取
り
出
さ
れ
た
も
の
が
も
と
の
母
体
に
対
し
て
、
果

た
し
て
単
な
る
一
例
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
母
体
を
特
徴
づ
け
、
あ
る
い
は
正
当
化
す
る
特
権
的
な
位
置
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
違
い
に

よ
る
。

　
ス
コ
ラ
哲
学
は
、
こ
の
二
義
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、exem

plar 

と exem
plum

 

を
峻
別
す
る
、
と
い
う
方
途
を
と
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（
一
二
二
五
頃
―
七
四
年
）
の
用
例
に
即
し
て
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、exem

plar 

の
典
型
的
な
用
法
を
『
神
学
大
全
』
か
ら
引
用
す
る
。
も
の
に
内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
「
も
の
そ
れ
自
体
か
ら
離
れ
て
存

在
す
る
」
か
ぎ
り
で
の
「
形
相
」
が
「
理
念
（idea

）」
と
呼
ば
れ
る
が
（S. T. I, qu. 15, art. 1

）、
そ
れ
は
「
も
の
の
認
識
の
原
理
」
と
し
て
理

解
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
「
も
の
の
生
成
の
原
理
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
に
応
じ
て
、
二
義
的
で
あ
る
（qu. 15, art. 3

）
。exem

plar 

と
は
、

こ
の
後
者
の
意
味
に
お
け
る
理
念
を
指
す
（
前
者
の
意
味
に
お
け
る
理
念
は ratio 

と
呼
ば
れ
る
）
。
「
理
念
は
、
も
の
の
創
造
の
原
理
（principium

 

factionis rerum

）
で
あ
る
か
ぎ
り
、exem

plar 

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」（ibid.

）。
す
な
わ
ち
、exem

plar 

は
プ
ラ
ト
ン
的
な
「
範
型
」
と
い
う

意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、exem

plaris 

と
い
う
語
は
こ
の
「
範
型
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る exem

plar 

の
形
容
詞
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

典
型
的
な
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。「
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
第
一
の
範
型
的
原
因
〔
範
型
因
〕（prim

a causa exem
plaris

）
で
あ
る
」
（qu. 44, 

art. 3

）。

　
他
面
、exem

plum
 

に
関
し
て
は
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
分
析
論
後
書
」
註
解
』
の
う
ち
に
、
次
の
よ
う
な
用
法
が
見
出
さ
れ
る
。
「
普
遍
が

そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
帰
納
（inductio

）
の
代
わ
り
に
、
何
が
し
か
の
例
証
（exem

plum

）
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
別
か
ら
普
遍
に
至

る
の
で
は
な
く
、
個
別
か
ら
個
別
に
至
る
。
…
…
例
証
と
は
不
完
全
な
帰
納
で
あ
る
」
（Thom

as A
quinas, In libros Posteriorum

 A
nalyticorum

, 

Liber 1, lectio 1

）。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
分
析
論
後
書
』
に
お
い
て
「
例
証
（paradeigm

a

）
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
（A

nal. Post. 1; 
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71 a9-10

）
に
対
す
る
註
解
で
あ
る
。

　
ご
く
僅
か
の
例
を
見
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が paradeigm
a 

の
二
義
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、exem

plar 

を
「
範
型
」

の
意
味
に
、exem

plum
 

を
「
実
例
」
の
意
味
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
使
い
分
け
は
そ
の
後
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
後
期
ス
コ
ラ
の
代
表
的
哲
学
事
典
の
一

つ
シ
ョ
ー
ヴ
ァ
ン
『
理
性
的
辞
典
な
い
し
哲
学
的
語
彙
集
』（
一
六
九
二
年
）
の
項
目 exem

plar 

と exem
plum

 

で
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

に
お
け
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
見
出
さ
れ
る 

）
18
（

 

。
だ
が
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る exem

plarisch 

と
い
う
語
に
つ
い
て
の

検
討
を
主
要
課
題
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
本
稿
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
直
接
先

立
つ
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
が
こ
れ
ら
の
概
念
を
い
か
に
捉
え
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
が
自
ら
の
講
義
の
教
科
書
と
し
て
用
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
（
第
四
版
、
一
七
五
七
年
）
で
は
、

次
の
よ
う
に exem

plar 

が
定
義
さ
れ
て
い
る
。

EX
EM

PLA
R

 [das M
uster] est, cui sim

ile intenditur, &
 causa im

pulsiva quum
 sit, est causa, quae exem

plaris dicitur, eiusque 

causatum
 EX

EM
PLATU

M
 [der A

bdruck] (ectypon, copia) vocatur. EX
EM

PLA
R

 quod non habet aliud, est A
R

C
H

ETY
PO

N
 [das 

U
rbild] (originale). (M

et. §  346)

「exem
plar 

（das M
uster

）〔
範
型
〕
と
は
、
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
が
意
図
し
て
作
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
引
き
起
こ

す
原
因
（causa im

pulsiva

） 

）
19
（

 

で
あ
る
の
で
、exem

plaris

〔
範
型
的
〕
と
呼
ば
れ
る
原
因
（causa quae exem

plaris dicitur

）
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
は
、exem

platum

〔
範
型
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
も
の
・
模
型
〕（ectypon, copia, der A

druck

）

と
呼
ば
れ
る
。
他
の exem

plar

〔
範
型
〕
を
持
た
な
い exem

plar

〔
範
型
〕
は
、
原
型
（archetypon, originale, das U

rbild

）
で
あ
る
」
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ス
コ
ラ
哲
学
に
い
う
「
も
の
の
生
成
の
原
理
」
な
い
し
「
も
の
の
創
造
の
原
理
」
と
し
て
の
「
範
型
」
と
い
う
規
定
が
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
っ

て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、exem

plaris 

と
い
う
形
容
詞
を causa 

と
と
も
に
用
い
る
点
に
お
い
て
も
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は

ス
コ
ラ
的
伝
統
に
依
拠
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
い
う
「
範
型
」
が
「
形
相
」
な
い
し
「
理
念
」
の
位
置
に
立
つ
か
否
か
は
、
こ
の
箇
所
か

ら
は
判
然
と
し
な
い
。
本
来
「
範
型
」
と
は
、
そ
れ
に
即
し
て
作
ら
れ
る
個
々
の
事
物
と
、
存
在
論
的
階
梯
を
異
に
す
る
が
、
こ
の
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
論
述
か
ら
は
、exem

plar 

と exem
platum

 

が
果
た
し
て
存
在
論
的
に
階
層
を
異
に
す
る
の
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
を
祖
述
し
た
マ
イ
ア
ー
の
『
形
而
上
学
』
（
第
一
巻
、
存
在
論
）
の
論
述
が
示
唆
す

る
の
は
、exem

plar 

と exem
platum

 

が
存
在
論
的
に
階
層
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。「
目
的
と
手
段
に
関
す
る
教
説
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
、
人
が M

uster 

な
い
し O

riginal 

お
よ
び K

opie 

と
呼
ぶ
も
の
を
説
明
し
う
る
。
…
…
あ
る
事
物
は
、
そ
れ
が
模
倣
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、

あ
る
い
は
正
当
に
も
模
倣
さ
れ
る
べ
き
か
ぎ
り
で
、M

uster 

と
呼
ば
れ
る
。
キ
ケ
ロ
の
文
体
は
美
し
い
ラ
テ
ン
語
の
文
体
に
と
っ
て
の M

uster 

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
単
に
多
く
の
人
が
そ
れ
に
類
似
す
る
文
体
を
得
よ
う
と
試
み
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
正
当
に
も
そ
の
よ
う
に
試
み
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
は Vorbild 

を
残
し
た
、
す
な
わ
ち
継
承
（N

achfolge

）
の
た
め
の M

uster 

を
残
し
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
類
似
す
る
仕
方
で
振
る
舞
う
よ
う
に
、
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（M

eier, I, § 272, S, 439 f.

） 

）
20
（

 

。

同
じ
階
層
に
属
す
る
二
つ
の
事
物
の
間
に M

uster 

と K
opie 

の
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、M

uster 

は
も
は
や
「
範
型
」
と
い
う
意
味

を
持
た
な
い
。
あ
え
て
訳
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
模
範
」
で
あ
る
。「
範
型
」
と
「
模
範
」
と
い
う
訳
し
分
け
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
あ

る
の
は
、
後
者
は
あ
く
ま
で
も
個
物
で
あ
っ
て
、
時
間
的
・
空
間
的
限
定
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
の
『
形

而
上
学
』
は
、「
範
型
」
か
ら
「
模
範
」
へ
の
平
準
化
の
傾
向
を
示
唆
す
る
。

　Exem
pel 

に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
が
論
理
学
講
義
に
お
い
て
教
科
書
と
し
て
用
い
た
マ
イ
ア
ー
『
論
理
学
要
綱
』
で
は
、「Exem

pel 

に
よ
る

推
論
（Exem

pelschlüsse, exem
plum

 in ratiociniis

）」
が
、「
よ
り
下
位
の
概
念
に
関
し
て
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
事
柄
を
、
そ
の
よ
り
上
位
の

概
念
の
ゆ
え
に
、
同
じ
よ
り
高
次
の
概
念
に
属
す
る
他
の
よ
り
下
位
の
概
念
に
関
し
て
肯
定
な
い
し
否
定
す
る
」
場
合
の
推
論
と
し
て
規
定
さ
れ
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て
い
る
（M

eier, A
uszug, § 401

）。
概
念
に
お
け
る
上
位
・
下
位
と
は
、
類
・
種
・
個
の
系
列
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
概
念
を
包
摂

す
る
概
念
が
上
位
、
他
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
が
下
位
と
呼
ば
れ
る
。Exem

pel 

に
よ
る
推
論
と
は
、
あ
る
概
念
Ｐ
に
概
念
Ｑ
と
Ｒ
が
包
摂

さ
れ
る
場
合
、
概
念
Ｑ
に
関
す
る
肯
定
な
い
し
否
定
判
断
か
ら
概
念
Ｒ
に
関
す
る
肯
定
な
い
し
否
定
判
断
を
推
論
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
推
論
が
成
り
立
つ
の
は
、
概
念
Ｑ
と
概
念
Ｒ
に
共
通
の
規
定
、
す
な
わ
ち
概
念
Ｐ
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
マ
イ
ア
ー

が
、「
そ
の
よ
り
上
位
の
概
念
の
ゆ
え
に
」
と
い
う
限
定
を
付
す
の
は
、
こ
の
こ
と
と
か
か
わ
る
。
こ
の
マ
イ
ア
ー
の
規
定
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
「
例
証
」
と
し
て
の paradeigm

a 

に
従
う
。

（
三
） E

xem
pel 

と
し
て
の M

uster  

　  

ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
倫
理
学
の
系
譜 

　  

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
語
の paradeigm

a 

に
は
「
範
型
」
と
「
実
例
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、
ラ
テ
ン
世
界
で
は
、
こ
の

二
義
性
に
応
じ
て paradeigm

a 

と
い
う
語
に exem

plar 

と exem
plum

 

と
い
う
二
つ
の
語
が
充
て
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
形
容
詞
の exem

eplaris 

は
「
範
型
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る exem

plar 
に
か
か
わ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
に
直
接
先
立
つ
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
な
ら
び
に
マ
イ
ア
ー

の
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、exem

plar 

は
「
範
型
」
か
ら
「
模
範
」
へ
と
そ
の
意
味
を
変
え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
に
お
け
る
「
範
型
」
か
ら
「
模
範
」
へ
の
平
準
化
の
傾
向
は
、
二
つ
の
点
で
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
節
（
三
）
で
は
ま
ず
、
倫
理
学
の
文
脈
に
即
し
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
検
討
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
倫
理
学
講
義
の
教
科
書
と
し
て

用
い
た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
哲
学
的
倫
理
学
』（
第
三
版
、
一
七
六
三
年
）、
な
ら
び
に
そ
れ
を
祖
述
し
た
マ
イ
ア
ー
の
『
哲
学
的
倫
理
学
』（
全

五
巻
、
一
七
五
三
―
六
一
年
）
で
あ
る
。

　
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
宗
教
を
広
め
る
敬
虔
な
行
為
を
主
題
と
す
る
『
哲
学
的
倫
理
学
』
第
一
三
三
節
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
他
の
人
々
に exem

plum

〔
実
例
〕
を
指
示
す
る
（
誰
か
に
模
倣
（N

achahm
ung

）
の
た
め
の B

eispiel

〔
実
例
〕
と
し
て
役
立
つ
）
人
は
、
行

為
す
る
こ
れ
ら
の
人
々
の exem

plaris

〔
実
例
的
〕
な
原
因
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
の
人
々
に
敬
虔
な exem

plum

〔
実
例
〕
を
指
示
す
る
（
他
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の
人
々
に
敬
虔
な B

eispiel

〔
実
例
〕
を
与
え
る
）
人
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
べ
き
敬
虔
な
行
為
の exem

plaris

〔
実
例
〕

な
原
因
で
あ
る
」（Ethica philosophica, § 133

） 

）
21
（

 

。
こ
こ
で exem

plum
 

（B
eispiel

） 

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
人
々
が
模
範
と
す
べ
き

あ
る
特
定
の
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
為
が
他
の
人
々
に
と
っ
て
模
範
と
な
る
と
き
、
そ
れ
は
他
の
人
々
の
行
為
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
行
為
は causa exem

plaris 

と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、exem

plaris 

と
い
う
語
が
、
先
に
検
討
し

た
『
形
而
上
学
』（
第
三
四
六
節
）
に
お
け
る
よ
う
に exem

plar

〔
範
型
〕
の
形
容
詞
形
と
し
て
で
は
な
く
、exem

plum

〔
実
例
〕
の
形
容
詞
形

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な causa exem

plaris 

の
意
味
か
ら
逸
脱
す
る
が
、
そ
れ
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
議
論

を
特
徴
づ
け
る
範
型
の
平
準
化
と
い
う
事
態
に
正
確
に
対
応
す
る
。

　
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
哲
学
的
倫
理
学
』
第
一
三
三
節
を
祖
述
す
る
マ
イ
ア
ー
の
『
哲
学
的
倫
理

学
』
第
三
五
二
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は exem

plum
 

に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
と
し
て
、B

eispiel 

の
み
な
ら
ず Exem

pel 

お
よ
び M

uster der 

N
achfolge

〔
継
承
の
た
め
の
模
範
〕
と
い
っ
た
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
、nachahm

en

〔
模
倣
す
る
〕
と
い
う
動
詞
も N

achfolge 

と

同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
）。M

uster 

と Exem
pel / B

eispiel 

が
同
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、M

uster 

が
そ
の
意
味
を
「
範
型
」
か
ら
「
実
例
」

（
模
範
と
し
て
の
）
へ
と
変
え
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。

　
『
哲
学
的
倫
理
学
』
第
三
五
二
節
（「
敬
虔
な
実
例
」）
と
密
接
に
連
関
す
る
第
一
九
七
節
（「
神
の
模
倣
」） 

）
22
（

  

　  

こ
れ
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

の
『
哲
学
的
倫
理
学
』
第
九
二
節
を
祖
述
す
る
も
の
で
あ
る 

　   
に
目
を
向
け
る
と
き
、
マ
イ
ア
ー
の
思
考
の
特
徴
が
よ
り
明
瞭
と
な
る
。
こ
こ

で
は
、「
神
の
模
倣
」
が
「
文
体
に
お
い
て
キ
ケ
ロ
を
模
倣
す
る
こ
と
」
と
同
一
の
文
脈
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
（§ 197

）、
神
の
模
倣

と
キ
ケ
ロ
の
文
体
の
模
倣
は
と
も
に
、
先
に
本
節
（
二
）
に
お
い
て
検
討
し
た
マ
イ
ア
ー
の
『
形
而
上
学
』
「
存
在
論
」
第
二
七
二
節
に
お
い
て
、

M
uster 

と K
opie 

の
関
係
を
論
じ
る
際
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
マ
イ
ア
ー
が
神
を
原
点

と
す
る
〈
原
像
―
模
像
〉
関
係
と
し
て
世
界
を
捉
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
存
在
論
的
な
枠
組
み
の
う
ち
に
、
倫
理
学
上
の
「
神
の
模
倣
」
や
、
詩

学
上
の
「
キ
ケ
ロ
の
模
倣
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
神
は
最
も
完
全
な M

uster

〔
模
範
〕
に
し
て B

eispiel

〔
実
例
〕
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で
あ
る
」（§ 197

）、
と
い
う
一
節
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
は
け
っ
し
て
「
範
型
」
と
し
て
そ
の
他
の
存
在
者
と
階
層
を
異
に
す
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
神
は
そ
の
他
の
存
在
者
と
同
一
平
面
上
に
位
置
し
つ
つ
、〈
原
像
―
模
像
〉
関
係
の
原
点
に
立
つ
。
こ
れ
こ
そ
、
先
に
範
型
か

ら
模
範
へ
の
平
準
化
と
呼
ん
だ
事
態
の
内
実
で
あ
る
。

（
四
）
古
典
的
詩
学
の
系
譜
に
お
け
る exem

plar

　
と
こ
ろ
で
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
美
学
』（
一
七
五
〇
／
五
八
年
）
を
繙
く
と
き
、exem

plar 

を
め
ぐ
っ
て
、
以
上
に
検
討
し
た
哲
学
的
思

考
の
系
譜
と
は
異
な
る
（
そ
し
て
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
）
系
譜
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
詩
学
の
系
譜
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
美
学
』
か
ら
、
典
型
的
な
用
例
の
見
ら
れ
る
二
つ
の
節
を
引
用
し

よ
う
（
特
に
留
意
す
べ
き
箇
所
に
は
下
線
を
引
く
）。

H
inc exercitium

 aestheticum
 m

ajus est, ac plerum
que videtur, exem

plaria belissim
orum

 auctorum

 
N

octurna versare m
anu, versare diurna , H

or. 

）
23
（

  

（§ 56

）

「
従
っ
て
、
一
般
に
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
以
上
に
よ
り
大
き
な
美
的
訓
練
と
は
、
見
事
な
作
者
の exem

plaria

〔
模
範
〕
を
『
夜
も
昼
も
手

に
取
る 

）
24
（

 

こ
と
で
あ
る
』（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
）」

Q
uae dives vena de cogitando, sibi jam

 probe perspecto, didicit olim
 et ipsa secum

 est m
editata, veluti provisionaliter, nunc potius 

ipsa secundum
 naturales pulcritudinis regulas cogitet, disponat, exprim

at, quam
 ut caecus im

itator sequatur archetypon. Tunc enim
, 

non inepta, quae fiat aliquibus m
inorum

 gentium
 ingeniis exem

plar et originale, ... N
on vitae hum

anae picturas jam
 arte factas, non 

exem
pla saeculi cujusdam

 pristini ham
 expressa nescio cujus penicillo potissim

um
, sed ipsam

 rerum
 naturam

, suique, quod vivit, 
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saeculi

 
Respicere exem

plar vitae m
orum

que iubebo

 
D

octum
 im

itatorem
, ac veras hinc ducere voces.  

）
25
（

  

（§ 827

）

　
「
豊
か
な
素
質
〔
の
持
ち
主
〕
が
、
思
惟
さ
れ
る
べ
き
、
そ
し
て
自
ら
が
す
で
に
正
し
く
観
察
し
た
事
柄
に
つ
い
て
、
か
つ
て
学
び
、
自
ら
い

わ
ば
先
を
見
通
す
よ
う
な
仕
方
で
省
察
し
た
〔
と
し
よ
う
〕。
今
や
こ
の
者
は
、
盲
目
の
模
倣
者
が archetypon

〔
聖
典
の
ご
と
き
模
範
〕
に

従
う
よ
う
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
ら
が
学
び
省
察
し
た
も
の
ど
も
を
、
美
の
自
然
本
性
的
〔
＝
生
得
的
〕
諸
規
則
に
即
し
て
思
考
し
、
配

列
し
、
表
現
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
時
に
は
、
こ
の
豊
か
な
素
質
〔
の
持
ち
主
〕
は
的
確
さ
を
欠
く
こ
と
が
な
く
、
ま
た
よ
り

小
さ
な
種
族
の
天
分
〔
の
持
ち
主
〕
に
と
っ
て exem

plar

〔
模
範
〕
に
し
て originale

〔
源
泉
〕
と
な
る
か
ら
で
あ
る 

）
26
（

 

。
…
…
技
術
に
よ
っ

て
す
で
に
作
ら
れ
た
人
間
生
活
の
絵
画
〔
を
眺
め
る
の
〕
で
も
な
く
、
ま
た
と
り
わ
け
誰
か
の
筆
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
た
か
つ
て
の
世
紀
の 

exem
pla

〔
実
例
〕〔
を
眺
め
る
の
〕
で
も
な
く
、
諸
事
物
の
自
然
本
性
と
、
自
分
の
生
き
て
い
る
世
紀
の
『
生
活
と
風
習
の exem

plar

〔
模
範
〕

を
眺
め
、
そ
こ
か
ら
真
の
声
を
引
き
出
す
よ
う
に
と
、
私
は
学
識
あ
る
〔
訓
練
を
積
ん
だ
〕
模
倣
者
に
命
じ
る
』」

　
最
初
の
引
用
文
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
模
範
（exem

plaria G
raeca

）」
を
称
揚
す
る
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
古
典
主
義
を
継
承
す
る
も
の

で
あ
る
（
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
そ
れ
を
よ
り
一
般
化
し
つ
つ
、
こ
こ
で
は
「
見
事
な
作
者
の
模
範
」
と
呼
ぶ
が
、
彼
が
具
体
的
に
念
頭
に
置
い
て

い
る
の
は
、「
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
模
範
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
の
作
品
で
あ
る
） 

）
27
（

 

。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
つ
目
の
引
用
文
は
、

こ
う
し
た
古
典
主
義
的
訓
練
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
い
か
に
し
て
「
新
し
さ
の
光
（lux novitatis

）
」
（A

es. § 808

）
が
可
能
と
な
る
の
か
を
論

じ
る
箇
所
に
属
す
る
。
古
典
的
な
訓
練
を
受
け
た
者
は
、
も
は
や
先
行
す
る
芸
術
家
の
目
を
通
し
て
作
品
を
作
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
態

度
は
、「
盲
目
の
模
倣
者
」
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。「
盲
目
の
模
倣
者
」
は
先
行
す
る
作
品
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
事
実
（
す
な
わ
ち
「
実

例
（exem

plum

）」）
を
超
え
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
け
っ
し
て
「
新
し
さ
」
を
実
現
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
古
典
的
な
訓
練
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を
受
け
た
も
の
は
、
自
ら
の
「
豊
か
な
素
質
」
に
従
い
な
が
ら
、
自
ら
の
生
き
る
世
界
の
真
の
姿
（
す
な
わ
ち
「
模
範
（exem

plar

）」
）
を
自
ら

の
目
で
眺
め
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
者
が
後
続
の
芸
術
家
に
と
っ
て
「
模
範
（exem

plar

）」
で
あ

る
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
こ
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
て
い
る
。

　
原
文
に
下
線
を
引
い
た
箇
所
（
特
に
第
八
二
七
節
）
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
『
形
而
上
学
』
第
三
四
六
節
に
お

け
る exem

plar 
論
を
め
ぐ
る
述
語
を
駆
使
し
、
ま
た
範
型
と
実
例
と
の
区
別
に
も
留
意
し
つ
つ
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
学
に
出
て
く
る 

exem
plar(ia) 

と
い
う
語
を
自
ら
の
文
脈
に
置
き
入
れ
て
い
る 

）
28
（

 

。
こ
こ
に
い
う exem

plar 

な
い
し exem

plum
 

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
詩
人
な
い
し
芸
術
家
を
「
学
識
あ
る
〔
訓
練
を
積
ん
だ
〕
模
倣
者
（doctus im

itator

）
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
示
す
よ

う
に
、
芸
術
（
家
）
の
営
み
は
「
模
倣
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
連
関
し
、exem

plar 

と
は
ま
ず
も
っ
て
模
倣
に
値
す
る
も
の
を
意
味

す
る
。
従
っ
て
、exem

plar 

と
は
、
第
五
六
節
で
は
古
典
的
作
品
（
具
体
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
の
作
品
）
を
、
第
八
二
七
節
の
一
つ
目
の

用
例
で
は
後
続
の
芸
術
家
が
範
と
す
べ
き
芸
術
家
を
、
同
節
の
二
つ
目
の
用
例
で
は
（
先
行
す
る
芸
術
家
の
目
を
通
す
こ
と
の
な
い
）
世
界
の
真

の
在
り
方
（
自
然
本
性
）
を
指
す
。
模
倣
さ
れ
る
も
の
が
こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
古
典
的
作
品
（
な
い
し
範
と
す
べ
き
芸
術
家
）、
他
方
で
世
界

の
自
然
本
性
で
あ
る
の
は
、
古
典
主
義
的
芸
術
理
論
に
お
い
て
模
倣
が
、
一
方
で
〈
古
代
人
の
模
倣
〉、
他
方
で
〈
自
然
の
模
倣
〉
と
し
て
、
二

重
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
そ
し
て
、
第
一
の
〈
古
代
人
の
模
倣
〉
は
、
第
二
の
〈
自
然
の
模
倣
〉
と
い
う
よ
り
困
難
な
課
題

に
至
る
手
段
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、exem

plum
 

と
は
、
模
倣
に
値
し
な
い
個
々
の
実
例
を
意
味
す
る
。
事
実
の
水
準
に
と

ど
ま
る exem
plum

 

と
、
あ
り
う
べ
き
姿
、
す
な
わ
ち
一
種
の
理
想
像
を
示
す exem

plar 

と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。

　
先
に
本
節
（
一
）
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、「
範
型
」
と
「
模
範
」
は
存
在
論
的
に
階
層
を
異
に
す
る
。「
範
型
」
と
「
模
範
」
の
区
別
に
即

す
る
な
ら
ば
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
伝
統
に
則
し
て exem

plar 
と
い
う
語
を
用
い
る
と
き
、
そ
こ
に
「
範
型
」
の
意
味
は
な
い
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
＝
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
と
っ
て
の exem

plar 

と
は
、
理
想
像
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
模
範
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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先
に
本
節
（
二
）
の
末
尾
に
お
い
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
形
而
上
学
』
に
見
ら
れ
る
用
法
が
「
範
型
」
か
ら
「
模
範
」
へ
の
平
準
化
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、『
美
学
』
の
用
例
は
こ
う
し
た
平
準
化
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
い
る
と
い
え
る
。

（
五
）
三
批
判
書
公
刊
前
の
カ
ン
ト

　
次
節
以
降
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る exem

plarisch 

と
い
う
語
の
詳
細
な
検
討
に
移
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
本
節
の
議
論
と

接
続
す
る
仕
方
で
三
批
判
書
を
公
刊
す
る
以
前
の
カ
ン
ト
の
用
例
に
つ
い
て
一
瞥
を
与
え
て
お
こ
う
。

　
カ
ン
ト
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
哲
学
的
倫
理
学
』
を
教
科
書
と
し
て
倫
理
学
講
義
を
行
っ
た
が
、
一
七
七
四
／
七
五
年
な
い
し
七
六
／
七
七

年
の
講
義
に
関
し
て
は
聴
講
者
の
比
較
的
良
質
の
ノ
ー
ト
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
リ
ン
ズ
に
よ
る
ノ
ー
ト
に
即
し
て
検
討
を

加
え
る
。
カ
ン
ト
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
『
哲
学
的
倫
理
学
』
第
一
三
三
節
に
対
応
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「〔
宗
教

に
お
い
て
〕
実
例
（B

eispiel

）
は
、
わ
れ
わ
れ
を
鼓
舞
し
（A

ufm
unterung

）、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
継
承
す
る
（N

achfolge

）
の
に
役
立
つ
が
、

模
範
（M

uster

）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
実
例
は
模
倣
（N

achahm
ung

）
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
継
承
の
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
行
為
の
根
拠
は
、
実
例
か
ら
導
出
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
規
則
か
ら
導
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
も
し
も
他
人
が
、
こ
う
し

た
実
例
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
他
人
の
示
す
実
例
を
継
承
し
（ihrem

 B
eispiel nachfolgen

）、

こ
う
し
た
道
徳
的
行
為
を
実
践
し
よ
う
と
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（K

ant, X
X

V
II, 333, 334

）
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
が
バ

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
（
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
）
と
は
異
な
っ
て
、
実
例
を
模
範
と
し
て
見
な
し
て
そ
れ
を
模
倣
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
点
で
あ
る
。
な
ぜ

そ
の
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
実
例
と
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
規
則
な
い
し
根
拠
を
そ
の
普
遍
性
に
お
い
て
示
す

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
例
と
し
て
の
あ
る
行
為
を
模
倣
す
る
者
は
、
な
ぜ
そ
の
行
為
が
善
い
の
か
洞
察
す
る
こ
と
な
く
、
す

な
わ
ち
善
い
行
為
の
満
た
す
べ
き
規
則
そ
れ
自
体
を
顧
慮
せ
ず
に
、
た
だ
他
人
の
行
っ
た
行
為
を
そ
の
個
別
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
実
例
の
意
義
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
実
例
は
、
一
般
的
な
規
則
が
実
行
可
能
で
あ
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る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
例
を
目
に
す
る
と
き
、
人
は
も
は
や
、
そ
の
よ
う
な
善
い
行
為
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
自
分
に
は

で
き
な
い
、
な
ど
と
言
い
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
は
む
し
ろ
、
眼
の
前
の
実
例
に
よ
っ
て
、
同
様
の
善
い
行
為
を
行
う
よ
う
に
鼓
舞
さ
れ

る
。
そ
の
際
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
個
別
的
実
例
か
ら
一
般
的
規
則
へ
と
遡
り
、
こ
の
一
般
的
規
則
に
則
し
て
自
ら
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
事
態
が
、「
実
例
を
継
承
」
す
る
こ
と
と
呼
ば
れ
る
。「
実
例
を
模
倣
」
す
る
こ
と
が
個
別
的
な
次
元
を
離
れ
な
い
の
と
は
異
な
り
、「
実

例
を
継
承
」
す
る
に
は
、
実
例
か
ら
規
則
へ
、
規
則
か
ら
新
た
な
行
為
（
実
例
）
へ
、
と
い
う
個
別
と
普
遍
と
の
間
の
往
還
運
動
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
（
お
よ
び
マ
イ
ア
ー
）
と
は
異
な
る
独
自
な
仕
方
で
「
実
例
」
を
捉
え
る
い

た
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
一
節
の
重
要
性
は
、「
模
倣
」
と
「
継
承
」
と
を
区
別
す
る
点
で
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
範
例
的
独
創
性
」
の
議
論
を
あ
る
意
味

で
先
取
り
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
三
節
で
立
ち
返
っ
て
論
じ
る
。

　
次
節
以
降
で
は
『
判
断
力
批
判
』
に
目
を
移
す
こ
と
に
す
る
。『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
「
範
例
的
」
と
い
う
術
語
は
、
個
別
的
事
例
と
普

遍
的
規
則
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
帯
び
た
個
別
的
事
例
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
用
語
法
は
、
ご
く
一
般
的

に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
例
証
、
な
い
し
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
・
マ
イ
ア
ー
の
模
範
の
系
譜
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、『
判
断

力
批
判
』
に
固
有
な
側
面
を
捨
象
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
以
下
二
節
の
課
題
で
あ
る
。

第
二
節
　
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
範
例
的
必
然
性
」

　
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
第
一
部
に
お
い
て
「
範
例
的
」
と
い
う
術
語
を
用
い
る
の
は
、「
美
し
い
も
の
の
分
析
論
」
の
第
四
契
機
、
な
ら

び
に
天
才
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
節
で
は
前
者
に
即
し
て
検
討
を
加
え
る
。
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（
一
）
共
通
感
官
に
よ
る
判
断
の
実
例
と
し
て
の
趣
味
判
断

　
趣
味
判
断
の
様
相
を
扱
う
「
第
四
契
機
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。

「
美
し
い
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
適
意
と
必
然
的
関
係
を
有
す
る
、
と
人
々
は
考
え
る
。
こ
の
必
然
性
は
特
別
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
。

…
…
こ
の
必
然
性
は
、
美
的
判
断
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
必
然
性
と
し
て
、
単
に
範
例
的
（exem

plarisch

）
と
呼
ば
れ
う
る
の
み
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
必
然
性
は
、〔
そ
れ
と
し
て
〕
告
知
す
る
（angeben

）
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
普
遍
的
な
規
則
の
実
例
（B

eispiel

）
と

し
て
見
な
さ
れ
る
判
断
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
が
賛
同
す
る
こ
と
の
必
然
性
で
あ
る
。
美
的
判
断
は
客
観
的
な
認
識
判
断
で
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
必
然
性
は
規
定
さ
れ
た
概
念
か
ら
導
出
さ
れ
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
確
然
的
（apodiktisch

）
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
こ
の
必

然
性
は
経
験
の
一
般
性
（
あ
る
種
の
対
象
の
美
に
つ
い
て
判
断
が
あ
ま
ね
く
一
致
す
る
と
い
う
）
か
ら
推
論
す
る
こ
と
は
な
お
さ
ら
で
き
な

い
」（§ 18, V, 237

）

こ
の
引
用
文
の
後
半
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
必
然
性
は
、
概
念
に
基
づ
く
必
然
性
（
こ
れ
を
カ
ン
ト
は apodiktish 

と
呼
ぶ
）
で

も
な
け
れ
ば
、
経
験
の
一
般
性
に
基
づ
く
も
の
（
こ
れ
は
け
っ
し
て
必
然
性
を
与
え
な
い
）
で
も
な
い
、
と
主
張
す
る
。
確
然
性
と
は
概
念
的
に

規
定
さ
れ
た
普
遍
的
な
原
理
に
基
づ
く
必
然
性
で
あ
り
、
こ
う
し
た
普
遍
的
な
原
理
が
個
別
的
事
例
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
経
験
の
一
般

性
は
個
々
の
事
例
の
積
み
重
ね
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
意
味
に
お
け
る
普
遍
的
原
理
は
生
じ
え
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
趣
味
判
断
と
は
い
か
な
る
必
然
性
を
示
す
の
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
趣
味
判
断
は
あ
る
普
遍
的
規
則
の
実
例
と
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
人
が
賛
同
す
べ
き
も
の
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
は
決
し
て
概
念
的
に
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
規
則
は

そ
れ
自
体
と
し
て
は
明
示
で
き
ず
、
た
だ
そ
の
実
例
が
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
事
態
を
指
す
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
「
範
例
的
」
と

い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
々
の
実
例
が
そ
れ
と
し
て
は
明
示
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
規
則
を
具
現
す
る
、
と
い
う
事
態
で
あ
る 

）
29
（

 

。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
概
念
的
に
規
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
普
遍
的
規
則
」
と
は
何
か
。「
概
念
を
通
し
て
で
は
な
く
た
だ
感
情
を
通
し
て
、

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
普
遍
妥
当
的
に
、
何
が
気
に
入
り
、
何
が
気
に
入
ら
な
い
か
、
を
規
定
す
る
」
原
理
を
カ
ン
ト
は
「
共
通
感
官
」

と
呼
ぶ
（§ 20, V, 237 f.

）。「
共
通
感
官
（G

em
einsinn

）」
と
い
う
述
語
に
含
ま
れ
る
「
感
官
（Sinn

）」
と
い
う
語
は
、
通
常
理
解
さ
れ
る
よ

う
な
五
感
（
と
し
て
の
「
外
官
」）
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
感
情
を
意
味
す
る
。

　
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

「
共
通
感
官
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
わ
れ
わ
れ
の
判
断
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
語
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
わ
れ
わ
れ
の
判
断
と

一
致
す
べ
き
で
あ
る
（sollen
）、
と
語
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
私
の
趣
味
判
断
を
共
通
感
官
に
よ
る
判
断
の
実
例
と
し
て
告
知
し
（angeben

）、

ま
た
私
は
共
通
感
官
の
ゆ
え
に
私
の
趣
味
判
断
に
範
例
的
妥
当
性
（exem

plarische G
ültigkeit

）
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

共
通
感
官
は
単
な
る
理
想
的
規
範
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
、
こ
の
規
範
と
合
致
す
る
判
断
と
、
こ
の
判
断
に
お

い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
あ
る
対
象
へ
の
適
意
と
を
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
正
当
に
も
規
則
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」（§ 22, V, 

239

）

　
共
通
感
官
は
、
先
の
第
一
八
節
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「〔
そ
れ
と
し
て
〕
告
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
普
遍
的
な
規
則
」
と
し
て
、「
理
想
的
規

範
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
個
々
人
が
下
す
個
々
の
趣
味
判
断
は
、「
共
通
感
官
に
よ
る
判
断
〔
と
い
う
規
範
的
判
断
〕
の
実
例
」
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
個
々
の
趣
味
判
断
は
「
範
例
的
」
と
呼
ば
れ
る
。
人
は
「
共
通
感
官
」
と
い
う
規
範
的
原
理
を
い
わ
ば
参
照
軸
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
で
（
い
わ
ば
反
省
的
に
）
自
ら
の
趣
味
判
断
を
下
す
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
趣
味
判
断
は
決
し
て
個
別
性
の
次

元
に
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
な
い
（
そ
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
た
判
断
は
「
快
適
な
も
の
」
に
か
か
わ
る
に
す
ぎ
い
な
い
）。「
美
し
い
も
の
」
に
か
か

わ
る
限
り
、
個
々
の
趣
味
判
断
は
普
遍
的
な
原
理
な
い
し
規
則
を
参
照
し
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
下
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
は
先



178

に
七
〇
年
代
の
倫
理
学
講
義
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
の
と
同
種
の
往
還
構
造
な
い
し
反
省
構
造
と
も
い
う
べ
き
事
態
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

（
二
）
包
摂
の
規
則
の
不
在
を
め
ぐ
っ
て

　
た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
は
趣
味
判
断
に
固
有
の
困
難
が
帰
結
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
規
則
が
「〔
そ
れ
と
し
て
〕
告
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」（§ 

18, V, 237

）
も
の
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
る
。
通
常
の
認
識
判
断
で
あ
れ
ば
、
規
則
が
概
念
的
に
明
示
さ
れ
る
た
め
に
、
個
々
の
認
識
判
断
が

こ
の
規
則
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
を
容
易
に
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
共
通
感
官
と
は
あ
く
ま
で
も
「
〔
そ
れ
と
し
て
〕
告
知

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
普
遍
的
な
規
則
」（§ 18, V, 237

）
で
あ
っ
て
、「
無
規
定
的
な
理
念
」（§ 22, V, 239

）
に
と
ど
ま
る
た
め
に
、
仮

に
実
際
に
下
さ
れ
る
趣
味
判
断
が
こ
の
規
則
を
参
照
し
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
趣
味
判
断
が
実
際
に
こ
の
規
則
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
客
観
的
な

保
証
は
な
く
、
従
っ
て
個
々
の
判
断
は
相
互
に
対
立
し
た
も
の
で
あ
り
う
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
論
理
的
判
断
力
に
お
い
て
は
概
念
の
も
と
に
〔
所

与
の
対
象
を
〕
包
摂
す
る
の
に
対
し
、
美
的
判
断
力
に
お
い
て
は
、
客
観
の
表
象
さ
れ
た
形
式
に
関
し
て
相
互
に
調
和
す
る
構
想
力
と
悟
性
と
の

単
に
感
覚
可
能
な
〔
つ
ま
り
、
共
通
感
官
に
基
づ
く
た
め
に
、
概
念
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
〕
関
係
の
も
と
に
〔
所
与
の
対
象
を
〕
包
摂

す
る
た
め
に
、
包
摂
は
こ
の
場
合
容
易
に
誤
り
う
る
」（§ 38 A

nm
., V, 290 f.

）。

　
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
展
開
し
て
い
る
議
論
の
背
景
と
し
て
想
起
す
べ
き
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
判
断
力
と
規
則
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ

る
（
ち
な
み
に
、『
判
断
力
批
判
』
序
文
に
も
同
様
の
議
論
が
認
め
ら
れ
る
。cf. V, 169

）
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。「
一
般
論
理
学
」

に
従
え
ば
、「
悟
性
一
般
が
規
則
の
能
力
と
し
て
説
明
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
判
断
力
は
規
則
の
下
に
包
摂
す
る
能
力
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
あ
る
も

の
が
所
与
の
規
則
の
下
に
立
つ
か
否
か
を
区
別
す
る
能
力
で
あ
る
」（K

rV, A
 132 / B

 171

）
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
判
断
力
の
包
摂
作

用
を
律
す
る
規
則
は
存
在
し
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
も
包
摂
に
関
す
る
規
則
が
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
適
用
す
る
た
め
に
さ

ら
に
判
断
力
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
具
合
に
無
限
後
退
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
判
断
力
は
生
得
的
な
才
能
と
呼
ば
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れ
る
。「
判
断
力
は
ま
た
い
わ
ゆ
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
機
知
と
い
う
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
欠
如
は
い
か
な
る
学
校
も
補
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
…
…
規
則
を
正
し
く
用
い
る
能
力
は
生
徒
自
身
に
属
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
人
が
生
徒
に
正
し
く
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
規

則
を
指
令
し
よ
う
と
も
、
い
か
な
る
規
則
も
、
生
徒
が
こ
う
し
た
自
然
の
才
能
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
は
、
誤
用
の
危
険
か
ら
自
由
で
は
な
い
」

（A
 133 / B

 172
）。
だ
が
、
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
第
三
八
節
で
示
し
て
い
る
区
別
、
す
な
わ
ち
、
判
断
力

が
所
与
の
対
象
を
「
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
」
の
か
、
そ
れ
と
も
「
構
想
力
と
悟
性
と
の
単
に
感
覚
可
能
な
関
係
の
も
と
に
包
摂
す
る
」
の
か
、

と
い
う
区
別
は
、
本
質
的
な
区
別
た
り
え
ず
、
判
断
力
は
い
ず
れ
の
場
合
も
「
誤
り
う
る
」
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
議
論
そ
れ
自
体
が
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
。
カ
ン
ト
が
判
断
力
の
生
得
性
を
強
調

す
る
の
は
彼
の
最
終
的
な
立
場
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
一
般
論
理
学
」
の
限
界
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る 

）
30
（

 

。「
超
越
論
的
哲
学
の
独
自
性
は
、

そ
れ
が
純
粋
悟
性
概
念
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
規
則
（
な
い
し
む
し
ろ
規
則
の
た
め
の
普
遍
的
条
件
）
の
ほ
か
に
、
同
時
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
こ

の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
例
を
示
し
う
る
点
に
あ
る
」（A

 135 / B
 174

）。
純
粋
悟
性
概
念
が
、
単
な
る
規
則
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同

時
に
「
こ
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
例
を
示
し
う
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
図
式
論
で
あ
る
。
規
則
の
適
用
さ
れ
る
事

例
そ
れ
自
体
が
純
粋
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
第
三
八
節
に
お
い
て
、
判
断
力
が
所
与
の
対

象
を
「
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
」
場
合
と
、「
構
想
力
と
悟
性
と
の
単
に
感
覚
可
能
な
関
係
の
も
と
に
包
摂
す
る
」
場
合
と
を
峻
別
す
る
こ
と

に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
、
後
者
、
す
な
わ
ち
趣
味
判
断
の
場
合
、
人
は
容
易
に
包
摂
に
関
し
て
誤
り
う
る
、
す
な
わ
ち
、
人
は
自
ら
の
趣
味
判
断
を
「
こ
の
〔
共

通
感
官
の
〕
理
念
に
関
係
づ
け
る
（darauf beziehen

）」
に
し
て
も
、
果
た
し
て
「
実
際
に
こ
の
理
念
に
即
し
て
判
断
し
て
い
る
（dieser Idee 

gem
äß urteilen

）
か
ど
う
か
は
、
不
確
実
で
あ
り
う
る
」（§ 8, V, 216

）。
そ
の
た
め
、
「
反
省
趣
味
は
、〔
事
実
問
題
に
関
し
て
は
〕
経
験
の
教

え
る
と
お
り
、
自
ら
の
判
断
（
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
）
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
へ
の
自
ら
の
要
求
に
関
し
て
、

〔
快
適
な
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
に
お
け
る
の
と
〕
同
様
に
極
め
て
し
ば
し
ば
却
下
さ
れ
る
」
（§ 8, V, 214

）
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
こ
う
し
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た
問
題
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
い
か
に
対
処
す
る
の
か
。

　
カ
ン
ト
は
答
え
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
人
が
自
ら
の
趣
味
判
断
を
「
こ
の
〔
共
通
感
官
の
〕
理
念
に
関
係
づ
け
る
（darauf beziehen

）」
と

い
う
〈
権
利
問
題
〉
は
、
人
が
「
実
際
に
こ
の
理
念
に
即
し
て
判
断
し
て
い
る
（dieser Idee gem

äß urteilen

）
か
ど
う
か
」
と
い
う
〈
事
実
問
題
〉

か
ら
独
立
で
あ
っ
て
、
後
者
に
お
け
る
過
誤
は
前
者
の
妥
当
性
を
何
ら
損
な
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
者
と
後
者
の
関
係
は
「
原
理
」（
な
い
し
「
規

則
」「
法
則
」）
と
そ
の
「
適
用
」
の
関
係
に
相
当
し
、
適
用
の
誤
り
は
原
理
の
正
し
さ
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
解
決
で

あ
る
（§ 8, V, 214; § 38, V, 290 A

nm
.; § 38 A

nm
., V, 290 f.

）。

（
三
）
原
理
と
適
用
の
関
係

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
原
理
」
と
そ
の
「
適
用
」
の
関
係
が
、
趣
味
判
断
に
あ
っ
て
は
あ
る
独
自
な
あ
り
方
を
示
す
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
認
識
判
断
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
人
は
「
原
理
」
を
概
念
的
に
明
示
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
原
理
」
と
そ
の
「
適
用
」
を
事
柄

と
し
て
分
け
て
、「
適
用
」
に
先
立
っ
て
「
原
理
」
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
趣
味
判
断
の
場
合
に
は
、
こ
の
「
原

理
」
は
「〔
そ
れ
と
し
て
〕
告
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
も
の
、
つ
ま
り
「
無
規
定
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、「
原
理
」
そ
れ
自
体
を

主
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
え
て
「
原
理
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
趣
味
判
断
に
よ
る
ほ
か
は
な
く
、「
適
用
」

を
措
い
て
「
原
理
」
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
が
趣
味
判
断
に
関
し
て
「
範
例
的
」
と
い
う
術
語
を
用
い
る
の
は
こ
の
意
味
に
お
い

て
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
個
々
の
趣
味
判
断
（
と
い
う
〈
事
実
問
題
〉）
と
原
理
（
と
い
う
〈
権
利
問
題
〉）

と
を
峻
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
人
は
誰
も
み
な
自
分
の
趣
味
判
断
を
共
通
感
官
の
理
念
に
「
関
係
づ

け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
ら
の
判
断
が
「
範
例
的
」
で
あ
る
と
見
な
す
（
思
い
な
す
）
が
、
「
実
際
に
こ
の
理
念
に
即
し
て
判
断
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
、
不
確
実
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
に
下
さ
れ
る
趣
味
判
断
が
実
際
に
は
「
範
例
的
」
と
呼
ば
れ
る
に
値
し
な
い
も
の
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で
あ
り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
現
実
に
下
さ
れ
る
趣
味
判
断
は
そ
も
そ
も
「
範
例
的
」
で
は
な
い
、
と
さ

え
い
い
う
る
。
と
い
う
の
も
、
共
通
感
官
と
は
「
理
想
的
規
範
」（§ 22, V, 239

）
で
あ
っ
て
、
誰
も
自
ら
の
判
断
を
こ
の
「
理
想
的
規
範
」
と

完
全
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
実
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
判
断
者
自
身
に
よ
っ
て
「
範
例
的
」
と
思
い
な
さ

れ
た
個
々
の
趣
味
判
断
が
実
際
に
は
「
範
例
的
」
で
は
な
く
、
相
互
に
対
立
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
実
際
に
下
さ
れ
る

個
々
の
趣
味
判
断
（〈
事
実
問
題
〉）
は
、「
理
想
的
規
範
」
と
し
て
の
原
理
（〈
権
利
問
題
〉
）
か
ら
峻
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
ら
の
判
断
（
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
）
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
こ
と
へ
の
自
ら
の
要
求

に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
却
下
さ
れ
る
」（§ 8, V, 214

）
の
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
事
態
は
わ
れ
わ
れ
に
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
判

断
に
関
し
て
疑
念
を
抱
か
せ
る
（bedenklich m

achen

）」
こ
と
と
な
ろ
う
（§ 33, V, 284

）。
む
ろ
ん
そ
の
場
合
も
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
趣
味

判
断
に
徒
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
趣
味
判
断
の
他
律
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
自
分
の
判
断
と
異
な
る
他
者
の
判
断
と
の
出

会
い
は
、
自
ら
の
判
断
力
を
鋭
く
す
る
よ
う
訓
練
す
る
機
縁
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
自
身
、「
〔
人
は
〕
訓
練
（A

usübung

）
を
通
し
て
判

断
力
が
よ
り
鋭
く
な
っ
た
と
き
…
…
、
か
つ
て
の
〔
誤
っ
た
趣
味
〕
判
断
か
ら
自
発
的
に
離
れ
る
」
（§ 32, V, 282

）、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
訓

練 

　   

そ
れ
は
、
第
三
八
節
註
、
お
よ
び
第
四
〇
節
の
議
論
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
「
表
象
状
態
に
お
い
て
質
料
〔
実
質
〕、
す
な
わ
ち
感
覚
で
あ

る
も
の
を
人
が
可
能
な
限
り
除
去
し
、
た
だ
た
だ
自
己
の
表
象
な
い
し
表
象
状
態
の
形
式
的
特
質
に
の
み
注
意
を
向
け
る
こ
と
」
を
と
お
し
て
、

「
人
が
自
ら
の
判
定
に
偶
然
的
な
仕
方
で
付
随
す
る
制
約
を
捨
象
す
る
こ
と
」
の
う
ち
に
存
す
る
（§ 40, V, 294; cf. § 38, V, 290 A

nm
.

） 

　   

は
、
「
原
理
」
を
正
し
く
（
あ
る
い
は
よ
り
正
し
く
）
「
適
用
」
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
同
時
に
「
原
理
」
を
正
し
く
（
あ

る
い
は
よ
り
正
し
く
）
捉
え
る
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
原
理
」
を
正
し
く
（
あ
る
い
は
よ
り
正
し
く
）
捉
え
る
こ
と
と
「
原
理
」
を
正

し
く
（
あ
る
い
は
よ
り
正
し
く
）「
適
用
」
す
る
こ
と
と
は
、
表
裏
一
体
の
事
態
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
々
は
原
理
を
よ
り
正
し
く
適
用
す
る
過

程
を
通
し
て
、
原
理
を
よ
り
正
し
く
具
現
化
し
、
共
通
感
官
と
い
う
「
理
想
的
規
範
」
に
一
歩
一
歩
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
カ
ン
ト
の
趣
味
論
に
見
ら
れ
る
「
範
例
的
」
と
い
う
述
語
は
、「
原
理
」
と
「
適
用
」
と
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
つ
つ
、
同
時
に
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原
理
の
規
範
性
を
確
保
す
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
独
自
な
理
論
構
成
の
要
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
範
例
的
独
創
性
」

　
カ
ン
ト
の
趣
味
論
の
中
核
に
「
範
例
的
必
然
性
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
天
才
論
な
い
し
芸
術
論
の
中
核
に
位
置
す
る
の

は
「
範
例
的
独
創
性
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
（
天
才
論
に
お
い
て exem

plarisch 

と m
usterhaft 

と
い
う
二
つ
の
語
は
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

訳
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
範
例
的
」「
模
範
的
」
と
訳
し
分
け
る
が
、
本
文
で
は
「
範
例
的
」
に
統
一
す
る
） 

）
31
（

 

。

　
『
判
断
力
批
判
』
が
範
例
的
独
創
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
五
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
が 

）
32
（

 

、
範
例
的
独
創
性
の
概
念
の
理
解
が
容

易
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
は
、
こ
の
概
念
が
い
く
つ
も
の
次
元
を
含
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
自
身
、
そ
れ
ら
を
明
確
に
分
節
化
し

て
論
じ
て
は
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
多
少
迂
遠
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
こ
れ
ら
五
つ
の
箇
所
を
（
『
判
断
力
批
判
』
の
議
論
の
順
序
に
即

し
て
）
す
べ
て
列
挙
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

①
「
人
々
が
古
代
人
の
作
品
を
正
当
に
も
模
範
〔
範
例
〕（M

uster

）
と
し
て
称
賛
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
著
者
を
、
民
衆
に
対
し
て
自
ら
の
先

例
（Vorgang

）
を
通
し
て
法
則
を
与
え
る
作
家
た
ち
の
中
で
の
貴
族
の
よ
う
に
み
な
し
て
、
古
典
的
（klassisch

）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
、

趣
味
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
源
泉
を
示
し
、
い
か
な
る
主
観
に
お
い
て
も
趣
味
の
自
律
を
否
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
…
…
だ
が
、
こ
の
よ
う

に
他
の
人
々
が
個
々
の
主
観
に
先
行
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
後
続
の
人
々
を
単
な
る
模
倣
者
（N

achahm
er

）
に
す
る
た
め
で
は
な
く
、

先
行
す
る
人
々
が
自
ら
の
や
り
方
を
通
し
て
〔
後
続
す
る
〕
他
の
人
々
に
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
で
、
〔
後
続
す
る
〕
他
の
人
々
が
諸
原
理

を
自
己
自
身
の
う
ち
に
求
め
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
己
自
身
の
、
し
ば
し
ば
よ
り
良
き
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
…
…
範
例
的

な
作
者
（ein exem

plarischer U
rheber

）
の
所
産
が
他
の
人
々
に
及
ぼ
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
影
響
を
正
し
く
表
現
す
る
言
葉
は
、
先
例
に
か
か
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わ
る
継
承
（N

achfolge

）
で
あ
っ
て
、
模
倣
（N

achahm
ung

）
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
〔
す
な
わ
ち
継
承
と
い
う
事
態
〕
が
意
味
す
る
の
は
、

範
例
的
な
作
者
自
身
が
汲
ん
だ
の
と
同
じ
源
泉
（dieselben Q

uellen

）
か
ら
汲
み
、
そ
の
際
の
振
る
舞
い
方
だ
け
を
自
ら
の
先
行
者
（Vorgänger

）

か
ら
学
び
取
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（§ 32, V, 282, 283

）

②
「
独
創
性
（O

riginalität

）
が
天
才
の
第
一
の
特
性
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。〔
し
か
る
に
〕
第
二
に
、
独
創
的
な
無
意
味
（originaler 

U
nsinn

）
と
い
う
も
の
も
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
才
の
所
産
は
同
時
に
模
範
（M

uster

）
、
つ
ま
り
範
例
的
（exem

plarisch

）
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
天
才
の
所
産
は
、
そ
れ
自
体
が
模
倣
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
は
い
え
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
は
模
倣

の
役
に
立
つ
、
す
な
わ
ち
〔
自
分
の
作
品
の
〕
判
定
の
た
め
の
基
準
な
い
し
規
則
の
役
に
立
つ
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（§ 46, V, 308

）

③
「〔
芸
術
に
お
け
る
〕
伎
倆
（G

eschicklichkeit

）
は
〔
あ
る
天
才
か
ら
別
の
天
才
へ
と
〕
伝
達
（m

itteilen

）
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
個
々
の

人
に
自
然
の
手
に
よ
っ
て
直
接
与
え
ら
れ
（erteilen

）
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
に
、
そ
の
人
と
と
も
に
滅
び
る
が
、
や
が
て
自
然
が
再
び
別

の
人
に
天
賦
の
才
能
を
与
え
（begaben
）、
そ
の
人
は
、
自
ら
が
意
識
し
て
い
る
才
能
を
同
様
の
仕
方
で
働
か
せ
る
た
め
に
た
だ
実
例
（B

eispiel

）

〔
＝
範
例
的
な
芸
術
作
品
〕
の
み
を
必
要
と
す
る
」（§ 47, V, 309

）

④
「
自
然
の
才
が
技
術
（
美
し
い
技
術
〔
＝
芸
術
〕
と
し
て
の
）
に
規
則
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
は
一
体
こ
の
規

則
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
、
決
し
て
あ
る
公
式
（Form

el

）
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
指
令
（Vorschrift

）
と
し
て
役
立
つ
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
い
と
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
判
断
は
概
念
に
よ
っ
て
規
定
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
で
は
な
く
、
こ
の
〔
自
然
の
才
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
〕
規
則
は
〔
先
行
す
る
天
才
の
〕
所
為
（Tat

）
か
ら
、
す
な
わ
ち
所
産
（Produkt

）

〔
＝
芸
術
作
品
〕
か
ら
引
き
出
さ
れ
（abstrahieren

）
な
く
て
は
な
ら
ず
、
他
の
〔
す
な
わ
ち
後
続
す
る
〕
人
々
は
こ
の
〔
先
行
す
る
〕
所
産

に
即
し
て
自
己
自
身
の
才
能
を
試
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
か
の
所
産
を
模
倣
の
た
め
の
模
範
と
し
て
で
は
な
く
、
継
承
の
た

め
の
模
範
（M

uster nicht der N
achahm

ung, sondern der N
achfolge

）
と
し
て
役
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
〔
＝
天
才
の
所
産
を

継
承
の
た
め
の
模
範
と
し
て
役
立
た
せ
る
こ
と
〕
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
〔
が
、
次
の
よ
う
に
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考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
〕。
芸
術
家
の
諸
理
念
〔
＝
芸
術
家
が
作
り
出
す
諸
理
念
〕
は
、
も
し
も
自
然
が
こ
の
芸
術
家
の
弟
子
に
対
し
て
〔
師

で
あ
る
芸
術
家
の
心
の
諸
力
の
釣
り
合
い
と
〕
同
様
の
心
の
諸
力
の
釣
り
合
い
を
与
え
た
の
で
あ
れ
ば
、〔
そ
の
所
産
を
介
し
て
〕
か
の
弟
子

に
同
様
の
諸
理
念
を
喚
起
す
る
。
従
っ
て
、
美
し
い
技
術
〔
＝
芸
術
〕
の
模
範
は
、
美
し
い
技
術
〔
＝
芸
術
〕
を
後
代
に
伝
え
る
た
め
の
唯
一

の
伝
導
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
〔
す
な
わ
ち
、
芸
術
を
後
代
に
伝
え
る
こ
と
〕
は
単
な
る
記
述
に
よ
っ
て
は
生
じ
え
な
い
（
と
り
わ
け
言
語
芸

術
の
分
野
に
お
い
て
）。
さ
ら
に
ま
た
後
者
〔
す
な
わ
ち
言
語
芸
術
〕
に
お
い
て
も
、
現
在
は
た
だ
学
術
語
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
死
せ
る

古
代
語
に
お
い
て
書
か
れ
た
模
範
の
み
が
古
典
的
と
な
り
う
る
」（§ 47, V, 309-10

）

⑤
「
天
才
と
は
、
自
ら
の
認
識
諸
能
力
を
自
由
に
使
用
す
る
際
の
主
観
の
自
然
の
才
の
模
範
的
独
創
性
（m

usterhafte O
riginalität

）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
天
才
の
所
産
は
（
こ
の
所
産
に
お
い
て
、
可
能
な
習
得
や
習
練
に
で
は
な
く
、
天
才
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
関
し
て
）

他
の
天
才
に
と
っ
て
、
模
倣
の
た
め
の
実
例
で
は
な
く
（
と
い
う
の
も
、
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
所
産
に
お
い
て
ま
さ
に
天
才

で
あ
っ
て
、
作
品
の
精
神
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
）
、
継
承
の
た
め
の
実
例
（B

eispiel nicht der 

N
achahm

ung ..., sondern der N
achfolge

）
で
あ
っ
て
、
他
の
天
才
は
こ
れ
〔
す
な
わ
ち
先
行
す
る
天
才
の
所
産
〕
を
通
し
て
、
自
ら
に
固
有

の
独
創
性
の
感
情
へ
と
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
技
術
に
お
い
て
規
則
か
ら
の
自
由
を
実
践
す
る
が
、
そ
の
結
果
、
技
術
は
そ
の
こ
と
を
通
し
て
自
ら

新
た
な
規
則
を
獲
得
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
才
能
は
模
範
的
と
し
て
示
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
天
才
は
自
然
の
寵
児
で
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
も
の
は
稀
な
る
現
象
と
み
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
に
、
天
才
の
〔
作
り
出
し
た
〕
実
例
〔
と
し
て
の
芸
術
作
品
〕
は
他
の
立
派

な
頭
脳
の
持
ち
主
に
対
し
て
は
流
派
（Schule

）
を
生
み
出
す
、
す
な
わ
ち
こ
の
精
神
の
所
産
（G

eistesprodukt

）
と
そ
の
所
産
の
独
自
性
と

か
ら
引
き
出
し
え
た
限
り
で
の
規
則
に
従
う
方
法
的
指
導
（m

ethodische U
nterw

eisung

）
を
生
み
出
す
。
そ
の
限
り
で
、
立
派
な
頭
脳
の
持

ち
主
に
と
っ
て
、〔
こ
う
し
た
持
ち
主
の
実
践
す
る
〕
美
し
い
技
術
〔
＝
芸
術
〕
は
〔
継
承
で
は
な
く
〕
、
自
然
が
天
才
を
通
し
て
規
則
を
与
え

た
模
倣 

）
33
（

 

で
あ
る
」（§ 49, V, 318

）
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と
り
わ
け
①
、
④
、
⑤
が
明
確
に
示
す
よ
う
に
、『
判
断
力
批
判
』
の
カ
ン
ト
は
「
継
承
」
と
「
模
倣
」
と
を
区
別
す
る
が
、
こ
の
区
別
は
先

に
第
一
節
（
五
）
で
検
討
し
た
カ
ン
ト
の
倫
理
学
講
義
（
一
七
七
四
／
七
五
年
な
い
し
七
六
／
七
七
年
）
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
の
範
例
性
の
議
論
の
淵
源
が
七
〇
年
代
の
倫
理
学
講
義
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、

『
判
断
力
批
判
』
に
固
有
な
点
も
捨
象
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
「
規
則
」
の
在
り
方
に
か
か
わ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後

に
立
ち
返
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る 

）
34
（

 

。

　
範
例
的
な
い
し
模
範
的
（
以
下
本
文
で
は
「
模
範
的
」
に
統
一
す
る
）
と
い
う
形
容
詞
は
、
①
で
は
「
作
者
」
（
す
な
わ
ち
芸
術
家
）
に
、
⑤

で
は
「
独
創
性
」
な
い
し
「
才
能
」
に
、
さ
ら
に
②
で
は
「
天
才
の
所
産
」
に
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
が
、
③
と
⑤
に
お
け
る
「
実
例
」
と
い
う
語

が
「
天
才
の
所
産
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
範
例
的
・
模
範
的
で
あ
る
の
は
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
、
こ
の
範

例
的
な
芸
術
作
品
を
介
し
て
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
「
作
者
」（
芸
術
家
）
な
い
し
そ
の
「
才
能
」
も
ま
た
範
例
的
と
呼
ば
れ
る
。
カ
ン
ト
が
範

例
的
独
創
性
と
い
う
概
念
を
と
お
し
て
主
題
と
す
る
の
は
、
芸
術
作
品
を
介
し
て
の
芸
術
家
同
士
の
関
係
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
範
例
的
」
な
い
し
「
模
範
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
芸
術
作
品
に
付
さ
れ
る
の
は
、
天
才
の
創
作
が
天
才
の
「
自
然
」
に
由
来
す

る
「
規
則
」
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
芸
術
家
相
互
の
関
係
に
お
い
て
こ
の
「
規
則
」
の
働
き
方
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
と
り
わ

け
⑤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
「
規
則
」
の
働
き
方
の
相
違
に
応
じ
て
、
芸
術
作
品
の
範
例
性
を
次
の
二
つ
の
場
合
に
区
別
し
て
い
る
。

（
一
）
天
才
同
士
の
関
係

　
第
一
は
、
天
才
同
士
の
関
係
に
か
か
わ
る
。
こ
の
点
が
最
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
④
と
⑤
に
お
い
て
で
あ
る
（
そ
し
て
②
で
は
、

「
模
倣
」
と
い
う
語
の
み
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
継
承
」
と
か
か
わ
る
天
才
同
士
の
関
係
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
範
例
的
独
創
性

と
い
う
概
念
が
初
め
て
提
起
さ
れ
る
こ
の
箇
所
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
範
例
的
独
創
性
の
ご
く
一
部
し
か
論
じ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
概
念
の
正
当

な
理
解
を
困
難
に
し
て
き
た
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
る
）。
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カ
ン
ト
は
④
に
お
い
て
、「
芸
術
作
品
」
は
芸
術
が
あ
る
芸
術
家
Ａ
か
ら
別
の
芸
術
家
Ｂ
へ
と
「
継
承
」
さ
れ
る
た
め
の
「
模
範
」
で
あ
る
、

と
明
言
す
る
。
こ
う
し
た
継
承
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
自
身
、「
こ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
は
説
明
す
る
の
が
難
し
い
」（§ 47, V, 

318

）、
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
天
才
は
「
稀
な
る
現
象
」（
⑤
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
才
能
は
「
自
然
の
手
に
よ
っ
て
直
接
与
え
ら
れ
」
（
③
）
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
と
い

う
「
同
一
の
源
泉
」（
①
）
に
よ
る
「
自
然
の
才
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
芸
術
家
に
ふ
さ
わ
し
い
「
心
の
諸
力
の
釣
り
合
い
」
（
④
）
の
こ
と
で

あ
り
、「
心
の
諸
力
の
自
由
な
躍
動
（ein freier Schw

ung der G
em

ütskräfte

）」（§ 48, V, 312

）
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
う
し
た
「
自
然
の
才
」

を
生
ま
れ
つ
き
持
た
な
い
な
ら
ば
、
人
は
け
っ
し
て
天
才
的
な
芸
術
家
に
は
な
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
重
要
な
点
は
、
こ
の
「
自
然
の
才
」
が
け
っ

し
て
独
り
で
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
家
は
そ
の
よ
う
な
才
能
を
生
ま
れ
つ
き
有
し
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
直
ち
に
天
才
的
な
独
創
的
芸
術
家
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
。
天
才
的
な
芸
術
家
が
誕
生
す
る
た
め
に
は
、
他
の
芸
術
家
に
よ
る
あ
る
種

の
影
響
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
芸
術
家
Ａ
が
後
続
の
芸
術
家
Ｂ
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
芸
術
家
Ｂ
が
先
行
す
る
芸
術
家
Ａ
か
ら
「
一
定
の
規
則
」

を
受
け
取
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
規
則
は
、
い
わ
ば
個
々
の
作
品
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
規
定
し
う
る
も

の
、
学
習
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
、
芸
術
に
と
っ
て
の
十
分
条
件
を
な
す
「
規
則
」
は
、
決
し
て
個
々
の
作
品
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
規
定

し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
芸
術
に
と
っ
て
の
十
分
条
件
を
な
す
規
則
と
は
、
そ
の
都
度
「
自
然
の
才
」
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
作
品
の
う
ち
に
い
わ
ば
具
現
化
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
あ
る
芸
術
家
Ａ
か
ら
別
の
芸
術
家
Ｂ
へ
の
影
響
関
係
は
、
普
遍

的
規
則
を
通
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
前
者
の
創
作
し
た
作
品
α
そ
れ
自
体
を
通
し
て
生
じ
る
ほ
か
は
な
い
。

　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
影
響
関
係
は
後
続
の
芸
術
家
Ｂ
が
先
行
す
る
芸
術
家
Ａ
の
芸
術
作
品
α
を
介
し
て
「
自
ら
に
固
有
の
独
創
性
の

感
情
へ
と
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
」（
⑤
）
と
こ
ろ
に
あ
る
。
芸
術
家
Ａ
の
手
に
な
る
芸
術
作
品
α
は
、
そ
れ
が
他
の
芸
術
家
Ｂ
の
独
創
的
才
能
を
目

覚
め
さ
せ
る
た
め
の
「
模
範
と
し
て
役
立
」
つ
限
り
に
お
い
て
（
④
）、「
範
例
的
」
と
呼
ば
れ
る
。
従
っ
て
、
範
例
的
作
品
を
と
お
し
て
の
芸
術
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の
継
承
は
、
後
続
の
芸
術
家
Ｂ
が
先
行
す
る
芸
術
家
Ａ
の
創
作
し
た
芸
術
作
品
α
の
う
ち
に
、
一
定
の
規
則
か
ら
自
由
な
制
作
実
践
を
見
て
取
り
、

こ
う
し
た
自
由
の
可
能
性
を
自
ら
自
覚
つ
つ
、
自
ら
も
ま
た
「
技
術
に
お
い
て
〔
一
定
の
〕
規
則
か
ら
の
自
由
を
実
践
」（
④
）
し
て
芸
術
作
品

β
を
作
る
、
す
る
と
ま
た
、
芸
術
家
Ｂ
は
そ
の
芸
術
作
品
β
を
と
お
し
て
他
の
芸
術
家
Ｃ
の
独
創
的
才
能
を
目
覚
め
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
過
程
を

と
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
過
程
を
と
お
し
て
「
技
術
」
が
そ
の
都
度
「
自
ら
新
た
な
規
則
を
獲
得
」
（
⑤
）
す
る
点
で
あ
る
。
前

節
で
見
た
よ
う
に
、
趣
味
判
断
を
特
徴
づ
け
る
「
範
例
的
必
然
性
」
は
、
個
々
の
趣
味
判
断
が
「〔
そ
れ
と
し
て
〕
告
知
す
る
（angeben

）
こ
と

の
で
き
な
い
あ
る
普
遍
的
な
規
則
の
実
例
（B

eispiel

）」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
（§ 18, V, 237

）、
趣
味
判
断
を
可
能
と
す
る
「
あ
る

普
遍
的
な
規
則
」
は
、
変
化
を
免
れ
た
「
理
想
的
規
範
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（§ 22, V, 239

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
範
例
的
独
創
性
」
を
特
徴

と
す
る
芸
術
に
お
い
て
、
そ
の
継
承
は
そ
の
都
度
「
新
た
な
規
則
」
を
生
み
出
す
と
い
う
仕
方
で
断
続
性
を
帯
び
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
芸
術
論

を
趣
味
論
か
ら
区
別
す
る
大
き
な
要
因
が
あ
る 

）
35
（

 

。

　
な
お
、
こ
う
し
た
独
創
性
の
伝
播
は
、
作
品
が
存
続
す
る
限
り
に
お
い
て
、
決
し
て
Ａ
→
Ｂ
→
Ｃ
…
…
（
な
い
し
α
→
β
→
γ
…
…
）
と
い
っ

た
仕
方
で
歴
史
的
に
順
序
だ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
遠
い
過
去
の
作
品
が
時
を
超
え
て
新
た
に
独
創
的
才
能
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
も
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
過
去
も
ま
た
現
在
の
一
員
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
流
派
の
成
立

　
今
検
討
し
た
芸
術
の
継
承
の
あ
り
方
は
、
独
創
的
な
天
才
を
も
っ
た
芸
術
家
間
に
の
み
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
が
認
め
る
よ
う

に
、
独
創
的
な
天
才
を
も
っ
た
芸
術
家
と
は
「
稀
な
る
現
象
」（
⑤
）
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
独
創
的
な
芸
術
家
Ａ
の

影
響
は
、
そ
の
作
品
を
と
お
し
て
別
の
独
創
的
芸
術
家
Ｂ
の
才
能
を
呼
び
覚
ま
す
点
に
で
は
な
く
、
流
派
の
成
立
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
の
が
②
、
お
よ
び
⑤
の
後
半
で
あ
る
（
ち
な
み
に
②
に
お
い
て
は
独
創
的
な
天
才
相
互
の
関
係
は
主
題
と
さ
れ
て

い
な
い
）。
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流
派
と
は
、
一
人
の
範
例
的
独
創
性
を
有
す
る
芸
術
家
の
周
り
に
で
き
あ
が
る
が
、
こ
れ
が
先
の
独
創
的
な
芸
術
家
間
の
芸
術
の
継
承
と
異
な

る
の
は
、
こ
の
流
派
の
創
始
者
の
周
り
に
集
ま
る
芸
術
家
に
独
創
性
が
欠
け
て
い
る
点
に
あ
る
。
流
派
に
属
す
る
芸
術
家
は
、
自
己
の
独
創
性
に

目
覚
め
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
独
創
的
な
芸
術
家
の
作
品
か
ら
「
規
則
」
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
「
方
法
的
指
導
」
に
ま
で
方
法
化
す
る
（
⑤
）。

む
ろ
ん
、
本
来
的
に
は
、
芸
術
は
こ
の
よ
う
な
規
則
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
は
「
引
き
出
す
こ
と
が
で
き

た
限
り
で
の
（sow

eit ... hat ziehen können

）」
と
い
う
慎
重
な
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
流
派
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
「
継
承
」
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
単
に
「
模
倣
」
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
カ
ン
ト
は
独
創
的
芸
術
家
の
数
の
少
な
さ
の
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
流
派
の
存
在
を
決
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
際
彼
は
次
の

よ
う
な
警
告
を
発
し
て
い
る
。

「
だ
が
、
も
し
も
弟
子
が
す
べ
て
を
模
作
（nachm

achen

）
す
る
、
す
な
わ
ち
天
才
が
、
理
念
を
弱
め
る
こ
と
な
く
し
て
は
取
り
去
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
畸
形
と
し
て
許
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
に
い
た
る
ま
で
模
作
す
る
な
ら
ば
、
模
倣
は
猿
真

似
（N

achäffung

）
と
な
る
。〔
こ
う
し
た
畸
形
を
許
す
〕
勇
気
は
、
た
だ
天
才
に
と
っ
て
の
み
功
績
で
あ
る
。
表
現
に
お
け
る
あ
る
種
の

大
胆
さ
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
一
般
的
規
則
（gem

iene R
egel

）
か
ら
の
幾
多
の
逸
脱
は
、
な
る
ほ
ど
天
才
に
は
相
応
し
い
と
は
い
え
、
し

か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
模
倣
に
値
す
る
も
の
（nachahm

ungsw
ürdig

）
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
取
り
除
く
よ
う
に
努
力
す
べ
き

誤
り
に
と
ど
ま
る
。
こ
う
し
た
誤
り
を
犯
す
こ
と
は
天
才
に
の
み
に
い
わ
ば
許
さ
れ
た
特
権
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
天
才
の
精
神
の
躍
動

（G
eistesschw

ung

）
の
模
倣
し
難
い
も
の
は
、
び
く
び
く
し
た
慎
重
さ
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」（§ 49, V, 318

）

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
独
創
的
芸
術
家
は
一
定
の
規
則
に
縛
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
作
品
は
「
一
般
的
規
則
か
ら
の
幾
多
の
逸
脱
」

を
含
む
。
こ
れ
は
、
芸
術
家
が
自
己
の
独
創
性
を
完
全
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
許
さ
れ
る
べ
き
事
態
で
あ
り
、
一
般
に
〈
詩
的
許
容
（poetic 
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licence

）〉
と
呼
ば
れ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
独
創
性
を
欠
い
た
人
が
独
創
的
な
作
品
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
、
こ
う
し
た
逸
脱
ま
で
模
倣
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
「
逸
脱
」
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
一
般
的
規
則
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
誤
り
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
逸
脱
が
許
容
さ
れ
る

の
は
、
独
創
的
な
芸
術
家
が
自
ら
の
「
精
神
の
飛
躍
」（
創
造
的
衝
動
）
に
よ
っ
て
逸
脱
し
た
創
作
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
場
合
に
す
ぎ
な
い
。

独
創
性
を
欠
い
た
人
は
む
し
ろ
流
派
に
お
け
る
「
方
法
的
指
導
」（
⑤
）
に
従
っ
て
創
作
す
べ
き
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
誤
り
か
ら
は
さ
ら
に
別
の
誤
り
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

「
わ
ざ
と
ら
し
い
技
巧
〔
気
取
り
〕（M

anierieren

）
は
、
別
の
種
類
の
猿
真
似
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
同
時
に
模
範
的
（m

usterhaft

）
で

あ
る
よ
う
な
才
能
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
模
倣
者
た
ち
か
ら
可
能
な
限
り
自
ら
を
遠
ざ
け
る
た
め
の
、
単
な
る
独
自
性
（
独
創
性
）

（Eigentüm
lichkeit, O

riginalität

）
の
猿
真
似
で
あ
る
」（§ 49, V, 318

）

　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
誤
り
は
、
独
創
性
を
欠
い
た
人
が
規
則
か
ら
の
逸
脱
を
そ
の
ま
ま
是
と
し
、
あ
え
て
規
則
か
ら
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
に

成
り
立
つ
。
こ
れ
は
真
の
独
創
性
の
気
取
り
に
す
ぎ
な
い
。
模
倣
と
対
比
さ
れ
る
独
創
性
は
、「
独
創
的
無
意
味
」
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
芸

術
家
の
自
然
の
才
に
由
来
す
る
一
種
の
規
則
に
基
づ
い
て
範
例
的
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
範
例
性
を
欠
い
た
ま
ま
独
創
性
を

追
求
す
る
こ
と
の
誤
り
が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
、
カ
ン
ト
の
「
範
例
的
独
創
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
要
点
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
芸
術
論
＝
天
才
論
に
お
い
て
は
、
新
た
な
規
則
の
創
出
と
い
う
趣
味
論
に
は
認
め
ら
れ
な
い
論
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
じ
く
「
範

例
的
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
趣
味
論
に
お
け
る
規
範
は
共
通
感
官
と
い
う
一
な
る
も
の
に
収
斂
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

芸
術
論
に
お
い
て
範
例
性
は
多
数
化
す
る
。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
規
則
は
、
一
方
で
、
個
々
の
天
才
に
よ
っ
て
い
わ
ば
断
続
し
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つ
つ
展
開
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
あ
る
天
才
の
周
り
に
で
き
あ
が
る
流
派
を
と
お
し
て
固
定
化
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
芸
術
論
は
、
単
に
天
才

に
の
み
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
流
派
の
存
在
に
も
目
を
配
る
点
で
、
重
層
性
を
備
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
演
繹
論
に
お
い
て
範
例
的
作
者
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
直
後
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
①
に
続
く
一
節
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
る
に
、
あ
ら
ゆ
る
能
力
と
才
能
の
う
ち
で
趣
味
こ
そ
は
、
文
化
の
進
展
を
通
じ
て
最
も
長
い
間
称
賛
の
う
ち
に
維
持
さ
れ
て
き
た
も

の
の
実
例
を
必
要
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
趣
味
の
判
断
は
概
念
や
指
令
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

趣
味
は
こ
う
し
た
実
例
を
通
し
て
、
再
び
粗
野
と
な
っ
て
野
蛮
な
最
初
の
試
み
の
う
ち
に
逆
戻
る
こ
と
か
ら
免
れ
る
の
で
あ
る
」（§ 32, V, 

283

）

趣
味
も
ま
た
古
典
的
作
品
と
い
う
「
実
例
」（
な
い
し
範
例
）
を
必
要
と
す
る
と
い
う
主
張
は
、
「
美
し
い
も
の
の
分
析
論
」
に
は
認
め
ら
れ
ず
、

演
繹
論
に
お
い
て
初
め
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
美
し
い
も
の
の
分
析
論
」
は
、
趣
味
を
可
能
に
す
る
原
理
が
共
通
感
官
（
こ
れ
は
判
断

力
の
形
式
的
・
主
観
的
条
件
に
基
づ
く
）
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
演
繹
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
古
典
的
作
品
に
言
及
す
る
の
は
、
趣

味
の
主
観
的
な
原
理
を
い
わ
ば
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
補
強
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
な
基
準
は
、
趣
味
の
原
理
の
代
わ
り
と
な
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
趣
味
の
原
理
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
補
助
的
原
理
と
し
て
機
能
す
る
。
客
観
性
を
要
求
し
な
い
と
い

う
趣
味
判
断
の
特
質
が
、
古
典
的
作
品
と
い
う
補
助
的
原
理
を
要
請
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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第
四
節
　
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
展
開

　
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
範
例
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
二
〇
世

紀
後
半
に
目
を
移
し
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
一
九
三
〇
―
二
〇
〇
四
年
）
お
よ
び
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
（
一
九
二
九
年
―
）
と
い
う

一
見
す
る
と
対
照
的
な
二
人
の
思
想
家
の
う
ち
に
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
行
方
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
）
デ
リ
ダ
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
け
る
「
事
例
」
と
「
法
則
」

　
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
を
主
題
と
す
る
論
考
「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」（
一
九
七
八
年
）
に
お
い
て
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
「
事

例
（exem

ple

）」
の
位
置
に
つ
い
て
独
自
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

　
デ
リ
ダ
が
ま
ず
指
摘
す
る
の
は
、
書
物
あ
る
い
は
芸
術
作
品
に
認
め
ら
れ
る
独
自
な exem

plarité 

の
構
造
で
あ
る
。「
書
物
は
、
そ
れ
の
現
存

す
る
部
（exem

plaire

）〔
印
刷
さ
れ
た
個
々
の
書
物
〕
の
感
性
的
多
様
性
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
書
物
と
い
う
対
象
は
、
そ
の

も
の
と
し
て
、
そ
の
内
的
構
造
に
即
し
て
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
写
し
（copies

）
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
、
自
ら
を
呈
示
す
る
。
だ
が
、
そ
の

場
合
に
書
物
の
理
念
性
（idealité

）
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
純
粋
で
は
な
い
。
高
度
に
区
別
立
て
を
す
る
分
析
が
、
書
物
の
理
念
性
を
理

念
性
一
般
か
ら
、
ま
た
そ
の
他
の
型
の
対
象
の
理
念
性
か
ら
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
芸
術
に
関
し
て
い
え
ば
、
他
の
種
類
の
書
物

（
小
説
、
詩
、
そ
の
他
）
の
理
念
性
か
ら
、
あ
る
い
は
非
言
語
的
な
い
し
非
書
物
的
な
芸
術
対
象
（
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
、
そ
の
他
）
の
理
念
性

か
ら
、
書
物
の
理
念
性
を
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、（
唯
一
の
、
あ
る
い
は
多
様
の
）exem

plarité 

の
構
造

は
独
自
で
あ
る
」（D

errida, 57

）。exem
plarité 

と
は
、
あ
る
理
念
的
な
も
の
の
事
例
が
事
例
と
し
て
存
在
す
る
様
態
の
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
に

関
し
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
「
芸
術
の
存
在
論
」
と
呼
ば
れ
る
理
論
が
「
志
向
的
対
象
」、
あ
る
い
は
「
タ
イ
プ
―
ト
ー
ク
ン
」

と
い
っ
た
述
語
を
と
お
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
論
じ
て
き
た
事
柄
で
あ
る
が
、
デ
リ
ダ
は
個
々
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る exem

plarité 

の
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構
造
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、『
判
断
力
批
判
』
の
検
討
へ
と
移
る
。

　
デ
リ
ダ
は
、
カ
ン
ト
の
「
反
省
的
判
断
力
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
反
省
的
判
断
力
は
特
殊
な
も
の
の
み
を
手
に
し
て
お
り
、

普
遍
性
へ
と
遡
り
、
戻
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
事
例
（
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
）
が
法
則
に
先
取
っ
て

与
え
ら
れ
て
お
り
、
事
例
は
、
そ
の
事
例
と
し
て
の
単
一
性
そ
れ
自
体
に
お
い
て
（dans son unicité m

êm
e d'exem

ple

）
、
法
則
を
発
見
す
る
こ

と
を
可
能
に
す
る
。
…
…
芸
術
や
人
生
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
反
省
的
判
断
力
に
取
り
か
か
り
、
そ
の
概
念

を
わ
れ
わ
れ
が
持
っ
て
は
い
な
い
合
目
的
性
〔
＝
い
わ
ゆ
る
目
的
な
き
合
目
的
性
〕
を
想
定
す
べ
き
（
芸
術
と
の
類
推
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

後
に
な
っ
て
こ
の
規
則
に
辿
り
着
く
で
あ
ろ
う
が
）
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
事
例
が
先
行
す
る
」（60

）
。
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
序
論
第
四

節
に
お
い
て
、「
特
殊
の
み
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
判
断
力
が
普
遍
を
見
出
す
べ
き
場
合
に
は
、
判
断
力
は
単
に
反
省
的
で
あ
る
」

（K
ant, 179

）、
と
述
べ
て
お
り
、
デ
リ
ダ
は
こ
の
一
節
を
踏
ま
え
て
右
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
「
事
例
」
と
い
う
語
を
用
い

て
は
い
な
い
が
、
デ
リ
ダ
の
解
釈
は
的
確
で
あ
る
。
事
例
が
そ
の
単
一
性
に
お
い
て
法
則
の
発
見
に
寄
与
す
る
と
は
、
事
例
が
範
例
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
の
範
例
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
反
省
的
判
断
力
一
般
の
問
題
圏
へ
と
引
き
戻
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
上
で
デ
リ
ダ
は
、
事
例
が
法
則
に
先
立
つ
と
い
う
言
葉
を
『
判
断
力
批
判
』
の
解
釈
そ
れ
自
体
に
適
用
し
つ
つ
、
「
私
は
い
く
つ
か
の
事

例
か
ら
始
め
る
」（D

errida, 60

）、
と
述
べ
て
、
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
の
理
論
か
ら
す
る
と
周
辺
的
と
も
い
え
る
第
一
四
節
「
い
く
つ
か
の

実
例
（B

eispiele

）
に
よ
る
解
明
」
の
読
解
に
取
り
か
か
る
。
デ
リ
ダ
の
戦
略
は
明
快
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
自
ら
の
挙
げ
る
「
実
例
」（
た

と
え
ば
作
品
（
エ
ル
ゴ
ン
）
に
「
装
飾
（
付
属
物
〔
パ
レ
ル
ゴ
ン
〕）」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
内
的
に
」
で
は
な
く
単
に
「
外
的
に
」
属
す
る
「
絵

画
の
額
縁
、
彫
刻
の
衣
服
〔
の
部
分
〕、
あ
る
い
は
宮
殿
を
囲
む
柱
廊
」
な
ど
）
は
自
ら
の
理
論
（
す
な
わ
ち
、
形
式
と
質
料
、
な
い
し
内
と
外

と
を
峻
別
す
る
批
判
哲
学
に
基
づ
く
趣
味
論
）
を
例
証
し
補
強
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
理
論
は
こ
う
し
た
実
例

に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
、「
い
わ
ば
歩
行
器
（roulette

）
に
乗
っ
て
進
む
よ
う
な
理
論
」（62

）
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
デ
リ
ダ
が
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こ
こ
で
「
歩
行
器
」（
す
な
わ
ち
幼
児
が
歩
く
練
習
を
す
る
た
め
に
用
い
る
車
）
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

け
る
次
の
一
節
、
す
な
わ
ち
、「
実
例
は
判
断
力
に
と
っ
て
の
歩
行
器
（G

ängelw
agen

）
で
あ
っ
て
、
判
断
力
と
い
う
生
来
の
才
能
が
欠
け
て
い

る
者
は
こ
の
歩
行
器
な
し
で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（K

ant, K
rV, A

134 / B
173 f.

）、
と
い
う
箇
所
を
踏
ま
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
リ

ダ
は
、
そ
の
微
に
入
り
細
を
穿
つ
解
釈
を
と
お
し
て
、
カ
ン
ト
の
挙
げ
る
「
実
例
」
が
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
（
た
と
え
ば
、

彫
刻
の
衣
服
の
部
分
を
確
定
す
る
こ
と
が
実
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
）
を
指
摘
す
る
。
「
事
例
的
歩
行
器
〔
判
断
力
に
対
し
て
歩
行
器
の
役

を
果
た
す
事
例
〕（les roulettes exem

plaires

）
は
〔
判
断
力
の
〕
自
然
な
動
き
を
覆
し
、
ぐ
ら
つ
か
せ
、
そ
れ
を
傾
け
て
パ
レ
ル
ゴ
ン
〔
副
次
〕

的
動
き
と
し
、
エ
ル
ゴ
ン
〔
作
品
〕
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
〔
エ
ル
ゴ
ン
の
働
き
〕
を
逸
ら
せ
、
生
来
の
知
恵
〔
で
あ
る
判
断
力
〕
の
中
に
偶
然
性
と

深
淵
を
導
入
し
う
る
」（D

errida, 92
）。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
挙
げ
る
事
例
と
い
う
歩
行
器
は
、
判
断
力
を
補
強
す
る
と
い
う
本
来
の
機
能
を
果

た
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
判
断
力
の
働
き
を
阻
止
す
ら
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
先
の
反
省
的
判
断
力
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、

事
例
は
い
わ
ば
法
則
を
裏
切
る
ゆ
え
に
、
事
例
か
ら
か
ら
法
則
へ
と
い
う
移
行
は
反
省
的
判
断
力
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
事

例
は
範
例
性
の
構
造
を
欠
く
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い 

）
36
（

 

。

　
こ
の
デ
リ
ダ
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
議
論
の
内
的
不
整
合
性
を
鋭
く
暴
き
出
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
稿
が
主
題

と
す
る
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
範
例
性
の
議
論
を
覆
す
だ
け
の
射
程
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
デ
リ
ダ
が

問
題
と
す
る
「
事
例
」
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
美
し
い
も
の
の
事
例
と
し
て
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
が
「
範
例
的

必
然
性
」
を
論
じ
る
際
に
「
範
例
的
」
と
特
徴
づ
け
る
の
は
、
個
々
の
趣
味
判
断
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
趣
味
判
断
は
あ
る
普
遍
的
規

則
の
実
例
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
賛
同
す
べ
き
も
の
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
主
張
で
あ
り
、
カ
ン
ト
と
デ
リ
ダ

は
同
じ
く
事
例
（
な
い
し
実
例
）
と
い
う
語
を
用
い
つ
つ
も
、
全
く
別
の
事
柄
を
主
題
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
趣
味
と
い
う
反
省
的
判
断
力
に

と
っ
て
、
個
々
の
実
例
（
す
な
わ
ち
個
々
の
趣
味
判
断
）
は
、
判
断
力
の
働
き
を
補
助
す
る
「
歩
行
器
」
に
甘
ん
じ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

カ
ン
ト
は
、「
実
例
は
判
断
力
に
と
っ
て
の
歩
行
器
で
あ
っ
て
、
判
断
力
と
い
う
生
来
の
才
能
が
欠
け
て
い
る
者
は
こ
の
歩
行
器
な
し
で
済
ま
す
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こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
文
章
に
先
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
実
例
の
唯
一
の
、
そ
し
て
多
大
な
る
効
用
は
、
そ
れ
が
〔
悟
性

を
で
は
な
く
〕
判
断
力
を
鋭
く
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
悟
性
の
洞
察
の
正
し
さ
と
精
確
さ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
実
例
は
こ

う
し
た
悟
性
の
洞
察
の
正
し
さ
と
精
確
さ
を
通
常
損
な
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
例
が
規
則
の
条
件
を
十
全
に
満
た
す
こ
と
は

き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
さ
ら
に
実
例
は
悟
性
の
次
の
よ
う
な
努
力
を
、
す
な
わ
ち
規
則
を
そ
の
普
遍
的
な
も
の
に
お
い
て
、
つ
ま
り
経
験
の
特
殊

な
事
情
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
完
全
な
仕
方
で
洞
察
す
る
悟
性
の
努
力
を
弱
め
、
従
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
規
則
を
原
則
と
し
て
よ
り
は
む
し

ろ
公
式
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
用
い
る
よ
う
習
慣
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
」（K

rV, A
134 / B

173

）。
こ
こ
で
は
、
悟
性
が
そ
の
普
遍
的
規
則
を
そ

れ
自
体
と
し
て
洞
察
し
う
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
特
殊
な
も
の
と
し
て
の
実
例
の
欠
点
は
、
そ
れ
が
悟
性
の
普
遍
的
規
則
を
十
全
に
満
た

し
え
な
い
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
趣
味
判
断
に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
。
先
に
第
二
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
趣
味
判
断
は
あ
る
普
遍
的
規
則
の
実
例
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
賛
同
す
べ
き
も
の
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
は
決
し
て

概
念
的
に
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
、
規
則
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
明
示
で
き
ず
、
た
だ
そ
の
実
例
が
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

実
例
は
普
遍
的
規
則
に
と
っ
て
の
歩
行
器
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
普
遍
的
規
則
を
示
す
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
の
こ
う
し

た
議
論
を
考
慮
せ
ず
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
初
め
て
示
し
た
反
省
的
判
断
力
の
独
自
な
構
造
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
見
ら
れ

る
判
断
力
一
般
の
特
質
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
デ
リ
ダ
の
議
論
が
カ
ン
ト
の
範
例
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い

か
の
理
由
で
あ
る 

）
37
（

 

。

（
二
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
に
お
け
る
範
例
性
の
言
語
行
為
論
的
展
開

　
カ
ン
ト
の
範
例
性
の
議
論
を
生
か
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
に
よ
る
「
美
的
批
評
」
な
い
し
「
美
的
言
語
」
に
関
す
る
議
論
の

う
ち
に
認
め
ら
れ
る
。

　
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』（
一
九
八
一
年
）
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
は
、「
美
的
批
評
」
に
代
表
さ
れ
る
「
評
価
的
発
言
（evaluative 
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Ä
ußerung

）」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
単
に
表
現
的
で
も
な
い
、
す
な
わ
ち
単
な
る
私
的
感
情
な
い
し
欲
求
を
表
現
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま

た
規
範
的
拘
束
を
要
求
す
る
も
の
で
も
な
い
、
つ
ま
り
一
般
化
さ
れ
た
態
度
期
待
と
一
致
す
る
も
の
で
も
な
い
」
と
主
張
す
る
（TkH

, I, 36

）。

こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
術
語
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
美
し
い
も
の
は
、
単
に
私
的
な
快
適
な
も
の
と
も
、
概
念
的
に
規
定
さ
れ
る
善
い
も
の
と
も

異
な
る
、
と
い
う
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
評
価
的
発
言
」
は
独
自
な
位
置
を
占
め
る
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
評
価
的
発
言
の
根
拠

も
独
自
な
機
能
を
果
た
す
。
注
意
す
べ
き
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
が
美
的
批
評
の
根
拠
を
論
じ
る
文
脈
に
お
い
て
「
範
例
的
」
と
い
う
述
語
を
用

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
〔
美
的
批
評
と
い
う
〕
文
脈
に
お
い
て
根
拠
は
、
作
品
な
い
し
叙
述
を
、
そ
れ
ら
が
あ
る
範
例
的
経
験
（exem

plarische 

Erfahrung

）
の
真
正
な
表
現
と
し
て
、
そ
も
そ
も
真
正
さ
に
対
す
る
要
求
を
体
現
し
た
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
、
眼
前
に

置
く
、
と
い
う
固
有
の
機
能
を
有
す
る 

）
38
（

 

。
他
方
、
根
拠
あ
る
美
的
知
覚
に
よ
っ
て
有
効
と
さ
れ
る
作
品
は
、
論
拠
の
代
わ
り
と
し
て
、
こ
の

作
品
を
真
正
の
作
品
と
し
て
妥
当
さ
せ
る
ま
さ
に
そ
の
基
準
を
受
け
入
れ
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
践
的
討
論
に
お
い
て
根
拠
は
、
受
け

入
れ
る
よ
う
推
奨
さ
れ
て
い
る
規
範
が
普
遍
化
可
能
な
関
心
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
役
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

美
的
批
評
に
お
け
る
根
拠
は
、
知
覚
を
導
く
こ
と
で
作
品
の
真
正
性
を
き
わ
め
て
明
証
な
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
〔
作
品
の
〕
経
験
そ
れ

自
体
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
価
値
基
準
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
対
す
る
合
理
的
動
機
と
な
り
う
る
点
に
あ
る
」（I, 41 f.

）
。
批
評
家
が
あ
る
作
品

に
つ
い
て
評
価
的
発
言
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
指
し
て
い
る
の
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
芸
術
家
の
範
例
的
経
験
（
す

な
わ
ち
、
単
に
そ
の
芸
術
家
に
の
み
妥
当
す
る
私
的
な
経
験
で
は
な
く
、
他
の
人
々
に
も
意
味
を
持
つ
よ
う
な
経
験
）
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
仕

方
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
批
評
家
は
そ
の
こ
と
を
、
こ
の
規
範
的
経
験
を
一
般
的
な
仕
方
で
論
述
な
い
し
論
証

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
批
評
家
が
実
際
に
行
う
の
は
、
た
と
え
ば
、「
こ
の
素
描
は
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
る
」
と
い
っ

た
作
品
の
具
体
的
記
述
に
よ
っ
て
、「
対
象
の
美
的
特
性
を
〔
批
評
を
読
む
〕
本
人
が
自
ら
知
覚
す
る
よ
う
に
導
く
」
こ
と
で
あ
る
（I, 41 

A
nm

.

）。
す
な
わ
ち
、
作
品
を
記
述
す
る
と
い
う
「
発
話
内
的
行
為
（der illokutionäre A

kt

）」
は
、
自
ら
の
知
覚
の
仕
方
（
す
な
わ
ち
評
価
的

な
知
覚
）
を
他
者
に
伝
達
す
る
と
い
う
「
発
話
媒
介
的
行
為
（der perlokutionäre A

kt
）
」
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
伝
達
に
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成
功
す
る
と
き
、
作
品
は
ま
さ
に
知
覚
さ
れ
る
べ
き
仕
方
で
、
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
人
は
、
作
品
を
そ
の
よ
う
に
知
覚
す
る
こ

と
を
と
お
し
て
、
同
時
に
そ
の
作
品
の
価
値
基
準
そ
れ
自
体
を
受
け
入
れ
る
。
作
品
の
知
覚
と
い
う
具
体
的
・
個
別
的
な
事
柄
と
、
価
値
基
準
を

受
け
入
れ
る
と
い
う
普
遍
妥
当
的
な
事
柄
が
、
い
わ
ば
同
一
の
事
態
の
表
裏
と
し
て
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
実
践
的
討
論
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
践
的
討
論
に
お
い
て
人
々
は
、
個
々
の
行
為
の
是
非
を
論
じ
つ
つ
も
、「
規
範
」
の
普
遍
妥
当
性
を
そ
れ
自
体
と
し
て

主
題
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
作
品
は
、
い
わ
ば
範
例
的
経
験
を
真
正
に
叙
述
し
て
い
る
、
な
い
し
そ
れ
を
教
示
す
る
仕
方
で

具
現
化
し
て
い
る
（Verkörperung

）
と
い
う
要
求
を
伴
っ
て
立
ち
現
れ
る
」（I, 68

）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
作
品
を
措
い
て
、

こ
の
作
品
の
価
値
を
証
示
す
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
こ
の
作
品
が
価
値
の
基
準
を
具
現
化
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
こ
そ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
が
こ

こ
で
「
範
例
的
」
と
い
う
術
語
を
用
い
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
規
則
が
個
別
的
事
例
の
う
ち
に
具
現
化
し
て
い
て
、
規
則
を
個
別
的
事
例
を
離
れ
て

そ
れ
自
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
事
態
は
、
カ
ン
ト
が
「
範
例
的
」
と
い
う
述
語
に
よ
っ
て
指
し
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
正

確
に
対
応
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
に
は
範
例
性
の
在
処
に
つ
い
て
な
お
不
明
な
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
芸
術
家
の
有
す
る
経
験
が

「
範
例
的
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
作
品
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
経
験
は
初
め
て
「
範
例
的
」
と
な
る
の
か
、
こ
の

点
が
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
』
所
収
の
「
哲
学
と
文

学
の
ジ
ャ
ン
ル
差
の
解
消
」（
一
九
八
五
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
明
確
に
、
言
語
行
為
論
的
な
観
点
か
ら
、
「
詩
的
言
語
」
の
特
質
が
次

の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「〔
文
学
作
品
に
お
い
て
〕
発
話
内
的
行
為
は
、〔
相
互
行
為
へ
の
〕
拘
束
力
が
中
和
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
を
失
う
た
め
、
日
常
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
践
の
よ
う
に
行
為
の
決
定
を
迫
ら
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
発
話
内
的
行
為
は
通
常
の
言
説
の
領
域
か
ら
解
放
さ
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
を
遊
戯
的
に
創
造
す
る
権
限
を
得
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
革
新
的
な
言
語
表
現
の
持
つ
世
界
開
示
的
な
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力
を
純
粋
に
証
示
す
る
権
限
を
得
る
。
…
…
〔
言
語
の
〕
詩
的
機
能
が
〔
他
の
諸
機
能
、
す
な
わ
ち
（
話
者
自
身
の
こ
と
を
語
る
）
表
現
的
、

（
対
話
者
相
互
の
行
為
を
調
整
す
る
）
統
制
的
、（
対
象
世
界
を
記
述
す
る
）
情
報
的
機
能 

）
39
（

 

に
対
し
て
〕
優
先
し
、
構
造
形
成
的
な
力
を

持
つ
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
…
…
〔
あ
る
出
来
事
の
〕
範
例
的
な
取
り
扱
い
（die exem

plarische B
earbeitung

）
で
あ
る
。
こ
の
取

り
扱
い
に
よ
っ
て
、
事
例
〔
す
な
わ
ち
出
来
事
〕
は
そ
の
文
脈
か
ら
解
き
放
た
れ
、
革
新
的
な
、
世
界
開
示
的
な
、
目
を
開
く
よ
う
な
叙
述

と
な
る
き
っ
か
け
を
得
る
」（PD

M
, 236, 238

）。

　
範
例
性
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
、
あ
る
個
別
的
な
事
例
の
内
容
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
仕
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事

例
が
、
そ
の
内
容
に
即
し
て
普
遍
性
を
帯
び
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
仕
方
に
よ
っ
て
普
遍
性
を
帯
び
る
と
き
、
そ
の
事
例
は
範
例
的

と
呼
ば
れ
る
。
こ
う
し
た
取
り
扱
い
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
発
話
者
相
互
の
発
話
行
為
が
相
互
行
為
へ
の
拘
束
力
を
失
う
と
き
、
す

な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
美
的
な
領
域
に
お
い
て
生
じ
る
。
カ
ン
ト
的
な
述
語
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
客
観
的
な
世
界
へ
の
実
践
的
無
関
心
性
が
、
こ

う
し
た
範
例
性
を
生
じ
さ
せ
る
条
件
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
の
議
論
は
カ
ン
ト
の
範
例
性
の
議
論
を
言

語
行
為
論
的
な
観
点
か
ら
新
た
に
賦
活
化
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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献
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註

（
1
） 

訳
文
で
は exem

plarisch 

を
「
範
例
的
」、m

usterhaft 

を
「
模
範
的
」
と
訳
し
分
け
る
が
、
両
者
の
意
味
は
同
一
で
あ
る
た
め
、
本
文
で
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は
「
範
例
的
」
に
統
一
す
る
。

（
2
） 
公
刊
さ
れ
た
著
作
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
「
範
例
的
」
と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
一
〇
回
、
「
模
範
的
」
と
い
う
語
を
用
い
る
の
は
八
回
に

限
ら
れ
る
が
、「
範
例
的
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
一
〇
回
の
う
ち
五
回
が
、
「
模
範
的
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
八
回
の
う
ち
三
回
が
『
判

断
力
批
判
』
に
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
実
用
的
観
点
か
ら
の
人
間
学
』
に
見
ら
れ
る
「
模
範
的
」
と
い
う
語
の
三
つ
の
用
例
は
内
容

的
に
い
ず
れ
も
『
判
断
力
批
判
』
の
天
才
論
に
対
応
す
る
。

（
3
） 

ち
な
み
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の paradeigm

a 

は paradeiknynai

（
原
義
は
「
脇
に
（para

）
置
く
（deiknynai

）
」
）
に
、
ラ
テ
ン
語
の 

exem
plar 

は exim
ere

（
原
義
は
「
か
ら
（ex

）
取
る
（em

ere

）」）
に
由
来
し
、
両
者
は
語
源
的
に
は
対
応
し
な
い
。

（
4
） paradeigm

a 

の
概
念
史
は
未
開
拓
の
領
域
と
い
っ
て
よ
い
。
私
の
知
る
と
こ
ろ
、
こ
の
点
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は Th. R

entsch, A
rt. 

"Paradigm
a", in: H

W
Ph. B

d 7, S. 74-81; U
nruly Exam

ples: O
n the R

hetoric of Exem
plarity, ed. by A

lexander G
elley, Stanford 

U
niversity Press: Stanford, C

alifornia, 1995; A
lexander G

elley, A
rt. "R

hetoric: Exem
plarity," in: Encyclopedia of A

esthetics, ed. 

by M
ichael K

elly, vol 4, O
xford U

niversity Press, 1998, pp. 155-159 

を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
本
節
（
三
）
で
扱
う 

exem
plum

 

に
関
し
て
は G
. B

uck, A
rt. "B

eispie, Exem
pel, exem

plarisch", in: H
W

Ph. B
d 1, S. 819-23 

が
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
5
） 

プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る paradeigm

a 

に
つ
い
て
分
析
し
た
論
文
と
し
て
は
、
い
ま
だ
に W

. J. Prior, The concept of paradeigm
a  in Plato' s 

theory of form
s, in: A

peiron 17 

（1983

）, 33-42 

が
最
も
詳
し
い
。
著
者
プ
ラ
イ
ア
ー
は
そ
の
用
例
と
し
て Euphr. 6e; R

ep. V, 472c, 

V
I, 500e, V

II, 540a, IX
, 592b; Tht. 176e, Parm

. 132d; Tim
. 28a-c, 219b, 31a, 37c, 38b-c, 39e, 48e-49a 

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
が
示
す
よ
う
に
、paradeigm

a 

が
述
語
と
し
て
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
の
は
『
国
家
』
と
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
両
篇
で
あ
る
。『
国

家
』
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
後
に
触
れ
る
。

（
6
） Leonard B

randw
ood, A

 W
ord Index to Plato, Leeds, 1976, p. 708.

（
7
） 

藤
澤
令
夫
『
イ
デ
ア
と
世
界 

　   

哲
学
の
基
本
問
題
』
所
収
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
五
七
頁
、
六
四
頁
）。
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（
8
） 

藤
澤
令
夫
は
こ
の
箇
所
を
、「
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
け
っ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
模
範
が
現
実
に
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ

と
で
は
な
か
っ
た
」
と
訳
し
て
い
る
（
文
庫
版
上
巻
四
〇
二
頁
）。
文
脈
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
プ
ラ
ト
ン
が
模
範
（
と
し
て

の
イ
デ
ア
）
の
「
存
在
」
そ
れ
自
体
を
括
弧
に
入
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
が
、
こ
こ
に
い
う
「
現
実
に
存
在
し
う

る
」
と
は
現
象
界
に
お
い
て
「
生
じ
る
う
る
」
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

（
9
） 

た
だ
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
自
ら
が
理
解
す
る
意
味
に
お
け
る
「
形
相
」
を
「
範
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
（M

et. V
 1; 1013 a27

）。

（
10
） 

同
様
の
規
定
は
『
分
析
論
前
書
』
に
も
見
ら
れ
る
。「paradeigm

a 

と
は
全
体
に
対
す
る
部
分
の
関
係
〔
帰
納
法
〕
で
も
な
け
れ
ば
、
部

分
に
対
す
る
全
体
の
関
係
〔
論
証
法
〕
で
も
な
く
、
部
分
に
対
す
る
部
分
の
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
、
両
者
〔
す
な
わ
ち
二
つ
の
部
分
〕

は
同
一
の
も
の
に
下
属
し
、
そ
の
一
方
の
部
分
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
」（A

nal. Pr.; 69 a13-16

）
。

（
11
） 

そ
の
際
、「
例
証
の
種
の
一
つ
は
、
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
語
る
人
自
ら
が
例
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
」

（R
het. II 20; 1393 a28-30

）、
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
例
証
に
お
い
て
持
ち
出
さ
れ
る
事
例
Ｐ
は
過
去
の
事
実
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
虚

構
で
あ
っ
て
も
よ
い
（
具
体
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
ア
イ
ソ
ポ
ス
の
物
語
や
リ
ュ
ビ
ア
の
物
語
の
よ
う
な
寓
話
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
）。

（
12
） 

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
本
来
そ
の
存
在
論
的
位
置
を
異
に
す
る
「
実
例
」
と
「
範
型
」
が
、
時
と
し
て
混
同
さ
れ
る
一
つ
の
要
因
を

な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
混
同
に
よ
っ
て
、
本
来
「
範
型
」
の
位
置
に
立
つ
べ
き
も
の
が
「
実
例
」
（「
範
例
」
と
し
て
の
）

の
位
置
に
滑
り
落
ち
、
こ
う
し
て
両
者
が
同
一
平
面
で
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
第
三
人
間
論
」
が
生
じ
る
淵
源
の
一
つ

は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

 

　
「
範
型
」
と
「
実
例
」
と
を
同
一
平
面
上
に
捉
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
独
自
の
仕
方
で
強
調
し
た
の
が
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
（
一
八
八
九
―
一
九
五
一
年
）
で
あ
る
。
彼
は
「
範
型
（Paradigm

a
）
」
を
「
そ
れ
と
〔
何
か
が
〕
比
較
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の

（etw
as, w

om
it verglichen w

ird

）」
と
定
義
す
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
挙
げ
る
例
を
参
照
す
る
の
が
わ
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
パ
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リ
に
あ
る
メ
ー
ト
ル
原
器
」
は
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
も
の
ど
の
も
の
長
さ
が
測
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
を
測

る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
メ
ー
ト
ル
原
器
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
と
語
る
こ
と
も
、
一
メ
ー
ト
ル
で
は
な
い
と
語
る
こ

と
も
で
き
な
い
」。
メ
ー
ト
ル
原
器
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
、
範
型
を
実
例
を
混
同
す
る
こ
と
で
あ
る
。
別
言
す
る
な
ら
ば
、

「
範
型
」
と
は
、「
叙
述
さ
れ
る
も
の
（D

argestelltes

）」
で
は
な
く
、「
叙
述
の
手
段
（M

ittel der D
arstellung

）
」
で
あ
る
（Philosophische 

U
ntersuchungen, § 50

）。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
範
型
に
対
し
て
述
語
づ
け
を
否
定
す
る
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
を
、
プ
ラ

ト
ン
は
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

（
13
） Th. R

entsch, "Paradigm
a, exem

plar", in: H
W

Ph, B
d. 7, S. 77.

（
14
） 

ヴ
ァ
ス
ツ
ィ
ン
ク
が exem

plaris 

を
名
詞
の
属
格
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
翻
訳
部
分
へ
の
索
引
（Indicis ad translationem

）」
に 

exem
plar 

と
い
う
項
目
を
設
け
、
そ
こ
に paradeigm

a 

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
を
充
て
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
（C

alcidius, 384

）。

（
15
） 

す
で
に D

er neue G
eorges. A

usführliches lateinisch-deutsches H
andw

örterbuch, 8. A
ufl., H

annover und Leipzig 1913 

の
形
容
詞 

exem
plaris 

の
項
に "em

inentia, C
halcid. Tim

. 48E" 

と
あ
り
（B

d. 1, S. 2539

）、
ゲ
オ
ル
ゲ
ス
は
こ
の
箇
所
の exem

plaris 

を
形
容
詞

と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

（
16
） 

ち
な
み
に
、M

agee 

に
よ
る
英
訳
（C

alcidius, O
n Plato's Tim

aeus. Edited and tranaslated by John M
agee, H

arvard U
niversity 

Press: C
am

bridge, M
assachusetts, London, England, 2016, p. 104

）
で
は "eternel, lacking becom

ing, and having the status of a 

preem
inent exem

plar" 

と
あ
り
、
お
そ
ら
く exem

plar 

を
名
詞
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
卓
越
し
た
範
型
の
地
位
を
持

つ
」
と
い
う
訳
は
原
文
を
逸
脱
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
こ
の M

agee 

の
英
訳
は
全
体
的
に
か
な
り
不
正
確
で
あ
る
）
。
モ
レ
ス
キ
ー
ニ

に
よ
る
イ
タ
リ
ア
語
訳
で
は "eterno, privo di generazione et dotato dell'em

inenza del m
odello" 

と
あ
り
、
こ
れ
は
原
文
を
正
し
く
と

ら
え
て
い
る
（C

alcidio. C
om

m
entario al "Tim

eo" di Platone. A
 cura di C

laudio M
oreschini, M

ilano 2003, p. 95

）.

（
17
） 

註
（
1
）
参
照
。
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（
18
） Stephanus C

hauvin, Lexicon rationale sive thesaurus philosophicus, R
otterdam

 1692, s. p.
（
19
） 
マ
イ
ア
ー
の
独
訳
で
は B

ew
egursache 

で
あ
る
。A

lexander G
ottlieb B

aum
gartens M

etaphysik, H
alle 1766, § 247.

（
20
） 
こ
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
本
節
（
三
）
に
お
い
て
再
度
考
察
を
加
え
る
。

（
21
） 

ち
な
み
に
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
こ
こ
で
の
議
論
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
『
普
遍
的
実
践
哲
学
』
第
二
部
第
二
五
〇
節
に
遡
る
。

（
22
） 

ち
な
み
に
、
第
一
九
七
節
で
は N

achahm
ung 

と N
achfolge 

が
、
ま
た M

uster 

と O
riginal 

が
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（§ 197

）。

（
23
） 

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
... uos exem

plaria G
raeca

 
nocturna uersate m

anu, uersate diurna. 

（A
P, 268 f.

）

 

す
な
わ
ち
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
原
典
に
対
し
て
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
次
の
よ
う
な
変
更
を
課
し
て
い
る
。
第
一
に
、「
ギ
リ
シ
ア
の
模
範

（exem
plaria G

raeca

）」
を
「
見
事
な
作
者
の
模
範
」
と
し
、
か
つ
そ
れ
を
引
用
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
地
の
文
に
組
み
込
ん
で
い
る
。

第
二
に
、
二
人
称
複
数
の
命
令
形
で
あ
る
原
文
を
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
不
定
形
に
変
更
し
て
い
る
。

（
24
） 

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
こ
で versare 

と
い
う
動
詞
を
「
手
に
す
る
」
と
「
熟
考
す
る
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
て
用
い
て
い
る
。

H
orace, Eppistles B

ook II and Epistle to the Pisones 

（'A
rs Poetica'

）, ed. by N
iall R

udd, C
am

bridge U
niversity Press, 1989, p. 

195.

（
25
） 

こ
れ
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
三
一
七
―
一
八
行
に
相
当
す
る
。
現
行
の
版
本
で
は
通
常 ac veras 

で
は
な
く
、et vivas 

（et uiuas

） 

と
あ
る
が
、vivas 

で
は
な
く veras 

と
読
む
版
本
も
多
い
。

（
26
） 

こ
の
箇
所
は
意
味
が
と
り
に
く
い
が
、
お
そ
ら
く
、『
美
学
』
第
五
六
節
の
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
引
用
（
次
の
註
を
参
照
）
を
顧
慮
す
る
な

ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
模
範
と
な
っ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
模
範
と
な
る
、
と
い
っ
た
事

態
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
27
） 『
美
学
』
第
五
六
節
で
は
次
の
よ
う
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
（『
詩
論
』
第
三
二
三
―
三
二
四
行
）
を
引
用
し
て
い
る
。

 
「
ム
ー
サ
は
ギ
リ
シ
ア
人
（
フ
ラ
ン
ス
人
）
に
天
分
を
、
ギ
リ
シ
ア
人
（
フ
ラ
ン
ス
人
）
に
な
め
ら
か
な
語
り
口
を
与
え
た
」
（§ 56

）。

 
　
ち
な
み
に
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
第
二
六
八
行
の
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
」
に
対
し
て
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
は
次
の
よ
う
な
註
釈
を
加
え

て
い
る
。「
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
現
在
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は

詩
の
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
類
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
よ
い
模
範
（M

uster

）
を
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
与
え
た
」（G

ottsched, 41 A
nm

. 

101

）。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
立
場
は
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
の
そ
れ
と
正
確
に
一
致
す
る
。

（
28
） 

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
に
お
い
て exem

plar(ia) 

と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
は
、
二
六
八
行
目
の exem

plaria G
raeca 

と
三
一
七
行
目

の exem
plar uitae m

orum
que 

の
二
カ
所
で
あ
る
が
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
二
六
八
行
目
を
自
ら
の
『
美
学
』

に
お
い
て
計
二
度
（
第
五
六
節
、
第
四
一
〇
節
）、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
三
一
七
行
目
を
自
ら
の
『
美
学
』
に
お
い
て
同
じ
く
計
二

度
（
第
三
四
三
節
、
第
八
二
七
節
）
引
用
し
て
い
る
。
な
お
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
『
美
学
』
に
お
い
て
さ
ら
に
二
つ
の
節
で exem

plar 

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
古
典
的
詩
学
・
弁
論
術
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。「
キ
ケ
ロ

は
自
分
が
い
わ
ば
こ
の
〔
壮
麗
な
思
考
様
式
の
〕
模
範
の
よ
う
な
も
の
（quoddam

 exem
plar

）
で
あ
る
こ
と
を
自
分
で
も
知
っ
て
い
た
し
、

ま
た
、
そ
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
も
い
る
（『
弁
論
家
に
つ
い
て
』）」（A

es. § 285

）
。「『
そ
の
欠
点
に
関
し
て
模
倣
さ
れ
る
模
範
は
、

人
を
欺
く
（D

ecipit exem
plar vitiis im

itabile

）』（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
書
簡
詩
』
）」（A

es. § 714

）。

（
29
） 

ち
な
み
に
、
最
晩
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
一
七
九
七
年
）
で
は
、
実
践
的
な
領
域
に
お
け
る
規
範
と
し
て
の
「
範
例

（Exem
pel

）」
と
、
理
論
的
な
領
域
に
お
け
る
「
概
念
の
単
な
る
理
論
的
呈
示
（theoretische D

arstellung

）」
と
し
て
の
「
実
例
（B

eispiel

）」

が
区
別
さ
れ
る
が
（IV, 479 f. A

nm
.

）、『
判
断
力
批
判
』
第
一
八
節
の
用
例
が
示
す
よ
う
に
、
カ
ン
ト
自
身
常
に
こ
の
区
別
に
従
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
千
葉
建
「
趣
味
判
断
の
範
例
的
必
然
性
を
め
ぐ
っ
て 

　   

カ
ン
ト
趣
味
論
の
一
側

面
」（『
倫
理
学
』
筑
波
大
学
倫
理
学
原
論
研
究
会
、
第
一
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。
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（
30
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、A

llison, pp. 14-15 

参
照
。

（
31
） 
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
は
、「
独
創
的
で
あ
る
の
は
、
否
定
形
で
言
え
ば
、
模
倣
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
肯
定
形
で
言
え
ば
、
模
倣
に

値
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
範
例
的
な
も
の
で
あ
る
（O

riginal ist negativ, w
as nicht nachgeahm

t, positiv: w
as nachahm

ungsw
ürdig,  

d. i. exem
plarisch ist

）」（K
ollegentw

ürfe aus den 80er Jahren, X
V, 824

）、
と
い
う
八
〇
年
代
の
講
義
草
稿
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

模
倣
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
が
、
模
倣
に
値
す
る
も
の
と
い
う
意
味
合
い
を
こ
の
語
に
込
め
て
い
る
。
だ
が
、「
模
倣
」
と
い
う

概
念
は
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
を
含
ん
で
お
り
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
そ
れ
ら
が
明
確
に
分
節
化
さ
れ
た
仕
方
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。

（
32
） 

「
範
例
的
」
と
い
う
概
念
が
芸
術
家
に
関
し
て
最
初
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
な
お
芸
術
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
じ
る
以
前
の
「
演
繹
論
」

第
三
二
節
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
他
の
四
つ
の
用
例
は
い
ず
れ
も
「
芸
術
論
」
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
（
第
四
六
、
四
七
、
四
九
節
）。

（
33
） 「
自
然
が
天
才
を
通
し
て
規
則
を
与
え
た
模
倣
」
と
い
う
一
節
は
意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
流
派
に
属
す
る
人
が
天
才
の
所
産
を
模
倣
す

る
際
に
、
こ
の
模
倣
そ
れ
自
体
は
芸
術
作
品
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
規
則
に
依
拠
す
る
が
、
こ
の
規
則
そ
れ
自
体
は
天
才
の
自
然
に
由
来
す

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
宇
都
宮
は
、「
自
然
が
天
才
を
通
じ
て
規
則
を
与
え
た
〔
も
の
の
〕
模
倣
」
と
補
っ
て
訳
し
て
い
る
。

（
34
） 

さ
ら
に
、
倫
理
学
講
義
に
お
い
て
「
模
範
」
が
「
模
倣
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
『
判
断
力
批
判
』
で
は
「
模
範
」
は
む

し
ろ
「
継
承
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
差
異
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
小
さ
な
差
異
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
35
） 

以
上
の
考
察
か
ら
、
七
〇
年
代
の
「
倫
理
学
講
義
」
と
九
〇
年
の
『
判
断
力
批
判
』
と
を
隔
て
る
も
の
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
両
者
の
間

の
最
大
の
相
違
は
、「
倫
理
学
講
義
」
の
カ
ン
ト
が
、「
規
則
」
そ
れ
自
体
を
「
実
例
」
か
ら
区
別
し
て
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し

て
い
る
点
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
こ
と
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
範
例
性
の
議
論
と
は
一
致
し
え
な
い
。

（
36
） 「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
論
考
「
ジ
ャ
ン
ル
の
掟
」（
一
九
七
九
年
初
出
）
で
は
、「
範
例
的
な
個
体
か
ら
種
へ
、
種

か
ら
類
へ
、
類
の
類
〔
と
い
う
下
位
の
類
〕
か
ら
類
一
般
〔
と
い
う
上
位
の
類
〕
へ
と
い
た
る
延
長
の
関
係
」
（
す
な
わ
ち
、
上
位
の
も
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の
に
よ
る
下
位
の
も
の
の
包
摂
関
係
）
に
対
し
て
、「
汚
染
の
原
理
、
不
純
の
規
則
、
寄
生
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
、
す
な
わ
ち
「
所
属
せ

ず
に
分
有
す
る
こ
と
（participation sans appartenance

）」
が
対
置
さ
れ
、
後
者
が
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
あ
る
集
合
に
所

属
す
る
か
否
か
を
決
め
る
特
徴
〔
の
線
引
き
〕（trait

）
が
不
可
避
的
に
分
断
さ
れ
、
集
合
の
縁
は
、
陥
入
〔
湾
入
〕（invagination

）
に
よ
っ

て
、
全
体
よ
り
も
大
き
な
内
部
ポ
ケ
ッ
ト
を
形
成
す
る
に
い
た
る
」（Parages, p. 237

）
。

（
37
） 

デ
リ
ダ
に
お
け
る
「
範
例
性
」
の
概
念
の
積
極
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
青
柳
悦
子
『
デ
リ
ダ
で
読
む
「
千
夜
一
夜
」 

　   

文
学
と
範
例
性
』

（
新
曜
社
、
二
〇
〇
九
年
）
が
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
38
） 

こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ー
ス
は
、
ビ
ッ
ト
ナ
ー
の
論
考
「
言
語
分
析
的
美
学
の
一
断
面
」
に
お
け
る
次
の
一
節
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。「
た

と
え
ば
『
こ
の
素
描
は
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
る
』
と
い
っ
た
発
言
に
よ
っ
て
通
常
な
さ
れ
る
発
話
内
的
行
為
（der illokutionäre 

A
kt

）
は
、〔
対
象
を
記
述
す
る
〕
言
明
の
種
類
に
属
す
る
が
、
こ
う
し
た
発
言
に
よ
っ
て
一
般
に
な
さ
れ
る
発
話
媒
介
的
行
為
（der 

perlokutionäre A
kt

）
は
、
対
象
の
美
的
特
性
を
本
人
が
自
ら
知
覚
す
る
よ
う
に
導
く
」（TkH

, I, 41 A
nm

.

）。

（
39
） 

こ
れ
ら
三
者
は
、
ビ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
記
号
の
三
機
能
、
す
な
わ
ち
「
表
現
、
呼
び
か
け
、
記
述
」
に
由
来
す
る
（PD

M
, 235

）。


