
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
代
表
者
で
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
数
学
的
方
法
と
哲
学
的
方
法
と
の
一
致
を
主
張
し
、
数
学

的
方
法
を
他
の
学
問
へ
と
適
用
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
。
実
際
、
初
期
の
著
作
群
に
属
す
る
、『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』

お
よ
び
『
ラ
テ
ン
語
数
学
原
論
』
の
冒
頭
に
数
学
的
方
法
論
が
置
か
れ
、
実
例
も
交
え
な
が
ら
こ
の
方
法
が
詳
細
に
叙
述
さ
れ

る
。
さ
ら
に
こ
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
、
算
術
、
幾
何
学
、
代
数
学
、
解
析
学
な
ど
に
お
い
て
本
来
扱
わ
れ
る
べ
き
対
象
が
順

次
教
科
書
風
に
論
述
さ
れ
て
い
く
。

数
学
的
方
法
の
厳
格
さ
を
他
の
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
諸
学
問
へ
と
適
用
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
期
の
哲
学
者
た

ち
に
―
―
肯
定
的
で
あ
れ
、
否
定
的
で
あ
れ
―
―
多
大
な
影
響
を
与
え
、
こ
の
影
響
は
カ
ン
ト
に
ま
で
及
ん
だ
。
古
く
は
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ン
ト
か
ら
始
ま
り
、
Ｇ
・
ト
ネ
ー
リ
の
有
名
な
諸
論
文
が
発
表
さ
れ
、
Ｈ
・
Ｗ
・
ア
ル
ン
ト
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
語
論

理
学
』
編
纂
に
ま
で
至
っ
た）

2
（

。

こ
う
い
っ
た
先
行
研
究
を
詳
細
に
検
討
し
、
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
方
法
論
研
究
を
集
大
成
し
た
の
が
、
Ｈ
・

Ｊ
・
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
の
『
分
析
と
し
て
の
哲
学
』
で
あ
っ
た
。
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
の
研
究
は
カ
ン
ト
の
方
法
論
の
再
解
釈
ま
で
も

射
程
に
入
れ
る
、
広
範
に
わ
た
る
も
の
で
、
こ
の
研
究
を
さ
ら
に
乗
り
越
え
る
よ
う
な
も
の
は
、
私
た
ち
の
知
る
限
り
で
は
、
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現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
も
ち
ろ
ん
、
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
の
研
究
を
紹
介
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
有
意
義
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
加
え

て
こ
の
研
究
を
補
完
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
論
に
関
す
る
限
り
、
エ
ン
グ

フ
ァ
ー
は
そ
の
定
義
論
を
重
視
し
、
後
に
続
く
公
理
、
公
準
、
定
理
、
問
題
な
ど
の
考
察
を
定
義
論
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
い

る
。
の
ち
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
考
察
方
法
は
必
ず
し
も
不
適
切
で
は
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
む
し
ろ
公
理
や

定
理
の
方
を
重
視
し
て
、
数
学
的
対
象
を
扱
う
さ
い
に
そ
れ
ら
が
担
う
論
理
的
機
能
を
ヴ
ォ
ル
フ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

か
を
克
明
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
若
き
ヴ
ォ
ル
フ
の
経
歴
と
そ
の
数
学
的
方
法
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
短
く
紹
介
さ
れ
た
後
で
、
第

二
節
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
以
後
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
を
担
っ
た
世
代
―
―
そ
の
代
表
が
カ
ン
ト
で
あ
る
―
―
が
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方

法
論
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
見
な
し
た
「
分
析
的
方
法
」
と
「
綜
合
的
方
法
」
と
の
区
別
に
関
連
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
著
作
の

な
か
で
両
方
法
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
が
究
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
お
も
に
『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
に
依

拠
し
な
が
ら
、
第
三
節
で
は
「
原
則
」
す
な
わ
ち
「
公
理
」
と
「
公
準
」
が
扱
わ
れ
、
第
四
節
で
は
「
定
理
」
を
中
心
に
さ
ま

ざ
ま
な
文
〔
命
題
〕
が
検
討
さ
れ
る
。
最
後
に
第
五
節
で
は D

iscursus praelim
inaris 

に
お
け
る
「
数
学
的
方
法
と
哲
学

的
方
法
と
の
同
一
性
」
の
主
張
、
お
よ
び
そ
の
証
明
の
過
程
が
叙
述
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
私
た
ち
は
こ
の
証
明
が
含
む
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
．

イ
ェ
ー
ナ
大
学
に
お
け
る
学
生
時
代
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
と
り
わ
け
数
学
の
習
得
に
熱
心
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
ヴ
ォ
ル
フ
は
大
学
教
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員
と
し
て
の
職
歴
を
「
哲
学
者
」
と
し
て
で
は
な
く
、「
数
学
者
」
と
し
て
は
じ
め
た
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
と
ラ
テ
ン
語
に

よ
る
数
学
の
教
科
書
の
執
筆
（
一
七
一
〇
年
か
ら
一
七
一
六
年
ま
で
）
が
事
実
上
最
初
の
大
き
な
業
績
と
も
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
は
一
七
一
二
年
に
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
哲
学
的
諸
学
問
の
体
系
を
、
一
七
二
八
年
に
は
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
体
系
を
叙

述
し
は
じ
め
た
。
い
ず
れ
の
系
列
に
お
い
て
も
数
学
的
＝
哲
学
的
「
方
法 

（Lehrart=M
ethode

）」
に
基
づ
い
て
、
体
系
が

整
然
と
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
数
学
的
方
法
を
哲
学
へ
と
直
接
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
事
実

ヴ
ォ
ル
フ
は
イ
ェ
ー
ナ
大
学
時
代
デ
カ
ル
ト
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
数
学
的
方
法
を
哲
学
へ
と
適
用
可
能

だ
と
す
る
「
根
拠
づ
け
」
は
、『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』（
一
七
一
〇
年
）
以
降
、
デ
カ
ル
ト
と
は
異
な
る
仕
方
で
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
デ
カ
ル
ト
と
ち
が
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
数
学
的
方
法
が
論
理
学
の
諸
規
則
へ
と
還
元
可
能
で
あ

る
こ
と
の
う
ち
に
、
こ
の
根
拠
づ
け
を
見
て
い
る）

3
（

。」
し
か
も
ヴ
ォ
ル
フ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
影
響
の
も
と
に
、
こ
の
よ
う
な

見
解
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。実
際
ヴ
ォ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。「
数
学
者
た
ち
の
証
明
と
は
、

論
理
学
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
結
合
さ
れ
た
、
一
連
の
推
論
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。」（K

U
, §
 45

）

そ
れ
ゆ
え
ヴ
ォ
ル
フ
が
主
張
す
る
よ
う
な
厳
格
な
方
法
は
元
来
そ
の
源
泉
を
論
理
学
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

と
く
に
「
数
学
的
」
方
法
と
呼
ぶ
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
「
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
数
学
者
の
み
が
、
と
り
わ

け
幾
何
学
に
お
い
て
、
こ
の
方
法
を
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
厳
密
に
用
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
人
は
こ
の
方
法

を
数
学
的
方
法
と
、
時
に
は
幾
何
学
的
方
法
と
す
ら
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。」 （K

U
, §
 51

）
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二
．

ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
論
に
対
す
る
関
心
は
、
一
般
に
、
カ
ン
ト
の
前
批
判
期
に
お
け
る
懸
賞
論
文
（
一
七
六
二
年）

4
（

）、
そ

の
な
か
で
も
と
く
に
、
数
学
が
綜
合
的

4

4

4

方
法
に
基
づ
い
て
厳
格
に
展
開
さ
れ
る
の
に
対
し
、
哲
学
は
所
与
の
あ
い
ま
い
な
概
念

の
「
分
析

4

4

」
に
専
念
す
る
た
め
に
、
数
学
の
よ
う
な
明
確
さ
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
の
思
想
史
的
解
釈
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
の
研
究
の
出
発
点
も
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
懸
賞
論
文
と
、
そ
れ
に
呼
応

し
た
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
論
に
お
け
る
叙
述
の
解
釈
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

総
合
的
方
法
は
数
学
に
、
分
析
は
哲
学
に
と
い
う
よ
う
な
役
割
分
担
は
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
独
自
の
主
張
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
ヴ
ォ
ル
フ
以
後
の
世
代
、
カ
ン
ト
と
同
時
代
の
人
々
の
間
で
は
、
い
わ
ば
暗
黙
の
了
解
事
項
に
属
し
て
い
た
と
言

え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
こ
の
世
代
の
思
想
家
た
ち
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ヴ
ォ
ル
フ
か
ら
影
響
を
受
け
て
い

た
（
そ
れ
が
ヴ
ォ
ル
フ
批
判
と
い
う
仕
方
で
あ
れ
）
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
綜
合
的
・
分
析
的
方
法
の
区
別

は
ヴ
ォ
ル
フ
の
用
語
法
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
驚
い
た
こ
と
に
、「
分
析
的

4

4

4

と
綜
合
4

4

的4

と
い
う
表
現
は
、
方
法
の
用
語
と
し
て
は
、『
ド
イ
ツ
語
論
理
学
』
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
〔
登
場
せ
ず
〕、『
ラ
テ
ン
語
論

理
学
』
に
お
い
て
は
む
し
ろ
隠
れ
た
個
所
に
お
い
て
の
み
登
場
す
る）

5
（

」。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
外
見
上
は
、
綜
合
的
と
分

析
的
方
法
と
の
区
別
は
、
後
に
そ
う
見
な
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
に
は
、
重
要
な
区
別
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
こ
れ
か
ら
の
展
開
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
な
の
で
、
ま
ず
当
該
の
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い）

6
（

。

で
は
そ
も
そ
も
方
法
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。「
私
た
ち
が
既
存
の
命
題
を
叙
述
す
る
さ
い
に
使
用
す
る
秩
序
は
方
法

4

4

と
呼

ば
れ
る）

7
（

」。
こ
こ
で
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
既
存
の
著
作
を
実
際
に
叙
述
し
た
さ
い
に
使
用
し
た
方
法
に
言
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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で
は
分
析
的
方
法
と
は
何
か
と
い
う
と
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
真
理
が
、
発
見
さ
れ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
発
見

さ
れ
え
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
、そ
の
よ
う
な
方
法
は
分
析
的
方
法

4

4

4

4

4

と
呼
ば
れ
る）

8
（

。」
す
な
わ
ち
分
析
的
方
法
に
お
い
て
は
「
発

見
」
の
側
面
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
綜
合
的
方
法
に
関
し
て
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
真

理
が
他
の
真
理
か
ら
よ
り
容
易
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
証
明
さ
れ
う
る
よ
う
に
真
理
が
述
べ
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
方
法

4

4

は
綜
合

4

4

的4

と
呼
ば
れ
る）

9
（

。」
す
な
わ
ち
綜
合
的
方
法
に
お
い
て
は
「
証
明
」
の
側
面
が
本
質
的
な
部
分
を
構
成
す
る
。
さ
ら
に
「
混
合
4

4

的
方
法

4

4

4

と
は
、
両
者
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
帰
結
す
る
方
法
で
あ
る）

10
（

。」

と
こ
ろ
で
分
析
的
方
法
は
、「
発
見
的
方
法
」
あ
る
い
は
「
分
解 

（resolutio

） 

の
方
法
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
一
方
で
、

綜
合
的
方
法
は
、「
教
義 
（doctorina

） 

の
方
法
」
あ
る
い
は
「
結
合
の
方
法
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
と
、
前

者
の
方
法
は
と
り
わ
け
「
代
数
学
」
に
お
い
て
活
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
と
古
代
の
幾
何
学
者
た
ち
は

お
も
に
後
者
の
方
法
を
用
い
、
ヴ
ォ
ル
フ
自
身
も
算
数
と
幾
何
学
に
お
い
て
こ
の
方
法
を
用
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
テ
キ
ス
ト
を
丹
念
に
見
て
気
が
つ
く
の
は
、「
数
学
的
方
法
は
単
純
に
綜
合
的
方
法
と
も
分
析
的
方

法
と
も
同
一
視
さ
れ
え
な
い
」
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
綜
合
的
〔
幾
何
学
的
証
明
〕

方
法
で
あ
る
と
一
方
的
に
断
定
す
る
、
カ
ン
ト
や
ラ
ン
ベ
ル
ト
や
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
な
ど
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
の
一

面
し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
ヴ
ォ
ル
フ
は
ど
の
よ
う
に
数
学
的
方
法
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
ド
イ
ツ
語
著
作
群
で
は「
混
合
的
方
法
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
お
も
に
分
析
を
考
慮
す
る
よ
う
に）

12
（

」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
ラ
テ
ン
語
著
作
群
に
お
い
て
も

混
合
的
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
し
「
分
析
的
方
法
よ
り
も
綜
合
的
方
法
に
よ
り
考
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う）

13
（

」
と
い
う
。
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哲
学
的
諸
学
問
が
厳
格
な
方
法
に
基
づ
い
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
に
し
て
は
、
両
方
法
の
説
明
は
い
か

に
も
お
粗
末
に
見
え
る
。
こ
の
理
由
を
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
分
析
的
・
綜
合
的
方
法
の
「
区
別
づ
け
に

関
し
て
は
、
比
較
的
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
、
方
法
の
区
別
づ
け
を
用
い
て
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
著
作
を
後
か

ら
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
区
別
づ
け
も
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
当
初
著
作
を
執
筆
す
る
さ
い
に
依
拠
し
て
い

た
方
法
の
考
え
方
と
は
け
っ
し
て
同
一
で
は
な
い）

14
（

。」
す
な
わ
ち
ヴ
ォ
ル
フ
以
後
の
時
代
に
い
わ
ば
流
行
の
よ
う
に
な
っ
て
い

た
、
分
析
的
・
綜
合
的
方
法
の
区
別
づ
け
を
ヴ
ォ
ル
フ
自
身
は
明
確
に
意
識
し
て
使
用
し
て
い
た
と
い
う
形
跡
は
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
ま
さ
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
哲
学
体
系
構
築
の
当
初
よ
り
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
、
本
来
の
意
味
に
お

け
る
数
学
的
方
法
と
は
何
か
が
次
に
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
．

『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』（
一
七
一
〇
年
）
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
フ
は
い
ま
だ
分
析
的
・
綜
合
的
方
法
の
区
別
に
つ
い
て
は
論
じ
て

お
ら
ず
、た
だ
一
つ
の
、と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
数
学
的
方
法
そ
の
も
の
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。「
数
学
的
方
法
概
説 （K

urzer 

U
nterricht von der M

athem
atischen Lehrart

）」
の
第
一
節
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
考
察
対
象
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
種

類
の
文
（
命
題
）
が
一
通
り
全
部
提
示
さ
れ
る
。「
数
学
者
た
ち
の
方
法

4

4

は
〔
…
…
〕
定
義
か
ら
は
じ
ま
り
、
原
則
へ
と
進
み
、

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
定
理
と
問
題
へ
と
進
む
。
だ
が
い
た
る
所
で
機
会
に
応
じ
て
、
系
と
注
と
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。」（K

U
 §
 

1

）」こ
の
個
所
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
の
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
方
法
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
証
明
方
法
を
模
範
と

す
る
演
繹
的
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
と
し
て
「
幾
何
学
的
方
法
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
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方
法
論
は
し
た
が
っ
て
「
定
義
」
か
ら
は
じ
ま
る
。
定
義
論
は
数
学
的
方
法
論
全
体
の
半
分
ほ
ど
を
占
め
、
そ
れ
ゆ
え
重
要
な

テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
結
論
を
先
取
り
し
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
以
後
に
登
場
す
る
「
原
則
」（「
公
理
」
と
「
公

準
」）、「
定
理
」
と
「
問
題
」
す
な
わ
ち
数
学
的
方
論
に
お
け
る
主
要
な
文
〔
命
題
〕
は
す
べ
て
（
ヴ
ォ
ル
フ
の
解
釈
に
よ
る
と
）

最
終
的
に
は
「
定
義
」
か
ら
導
出
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
あ
る
意
味
で
「
定
義
」
を
徹
底
し
て
考
察
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
種
類

の
文
〔
命
題
〕
は
定
義
論
に
準
じ
て
論
じ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の

方
法
論
に
お
い
て
と
く
に
「
定
義
」
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
た）

15
（

の
で
あ
ろ
う
し
、
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
も
「
公
理
」
や
「
定
理
」
が

「
定
義
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
数
学
的
方
法
は
〔
…
…
〕、
そ
の
な
か
で
は
定
義
だ

け
が
根
底
に
お
か
れ
て
い
る
方
法
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
文
〔
命
題
〕
は
定
義
か
ら
導
出
可
能
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
う
し
て
定
義
の
問
題
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
論
理
学
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
獲
得
し
て
い
る）

16
（

。」

し
か
し
な
が
ら
内
容
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
定
義
論
は
、
数
学
的
方
法
論
と
は
直
接
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
は

思
え
な
い
概
念
形
成
の
理
論
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
独
自
な
哲
学
的
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ

に
お
い
て
は
定
義
論
が
哲
学
と
数
学
的
方
法
論
の
い
わ
ば
「
橋
渡
し
」
を
し
て
、
両
者
の

間
を
埋
め
て
い
る
と
い
え
る
。
だ

か
ら
こ
そ
数
学
的
方
法
論
の
半
分
は
定
義
論
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
公
理
や
定

理
の
考
察
に
割
り
当
て
ら
れ
た
残
り
半
分
を
軽
視
し
て
よ
い
こ
と
に
は
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
定
義
論
に
お

け
る
概
念
形
成
の
問
題
を
こ
こ
で
は
切
り
離
し
て
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
原
則 

（Grundsatz

）」（「
公
理
」
と
「
公
準
」）
の
問
題
を
中
心
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
定
義
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
考
察
し
て
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
あ
る
こ
と
を
推
論
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
そ
の

よ
う
な
も
の
を
原
則
と
呼
ぶ
。」（K

U
 §
 29

）
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
と
原
則
は
「
あ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
を
、
あ
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る
い
は
「
あ
る
こ
と
が
行
わ
れ
う
る
こ
と
を
」
示
し
て
い
る
。
前
者
の
種
類
の
原
則
は
「
公
理 

（A
xiom

ata

）」
と
、
後
者
の

種
類
の
原
則
は
「
公
準 （Postulata

）」
と
呼
ば
れ
る
。（K

U
 §
 30

）

ヴ
ォ
ル
フ
の
原
則
（
公
理
と
公
準
）
を
理
解
す
る
上
で
は
次
の
点
が
重
要
で
あ
る
。「
原
則
は
定
義
か
ら
直
接
に
導
出
さ
れ

る
の
で
、
証
明
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
真
理
は
、
原
則
が
そ
こ
か
ら
流
れ
出
る
（fl ießen

）
定
義
を
注
視
す
る
や
い
な
や
、
明

ら
か
と
な
る
。」（K

U
 §
 31

）
こ
の
よ
う
な
公
理
・
公
準
の
理
解
は
、
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
に
よ
る
と）

17
（

、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
証
明

モ
デ
ル
か
ら
は
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
ヴ
ォ
ル
フ
自
身
は
必
ず
し
も
そ
う
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。
一

般
に
証
明
な
し
で
想
定
し
う
る
ほ
ど
自
明
だ
と
思
え
る
こ
と
を
人
は
原
則
と
呼
ぶ
の
を
つ
ね
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
や
他
の
幾
何
学
者
た
ち
の
原
則
に
つ
い
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は
こ
の
言
葉
を
こ
の
意
味
で
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」（K

U
 §
 32

） 
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
、「
卑
近
な
概
念
」
が
そ
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
文
（
命
題
）
を
「
公

理
」
と
呼
ん
で
い
る
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
公
理
を
よ
り
直
接
的
な
形
で
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
が
、
定
義
か
ら
導
出
さ
れ
る
文
〔
命
題
〕
と
い
う
ヴ
ォ
ル
フ
自
身
の
説
明
と
は
食
い
違
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ォ
ル
フ
自
身
の
説
明
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
た
め
に
、続
い
て
『
ド
イ
ツ
語
論
理
学
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

公
理
・
公
準
は
、
当
時
の
標
準
的
な
学
校
論
理
学
に
お
い
て
は
、「
命
題
論
」
あ
る
い
は
「
判
断
論
」
で
扱
わ
れ
て
い
た
。
ヴ
ォ

ル
フ
に
よ
る
と
命
題
は
あ
る
物
に
あ
る
こ
と
が
帰
属
す
る
か
否
か
を
言
明
す
る
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
あ
る
こ
と
が
行
わ
れ
う

る
か
を
示
し
て
い
る
。
前
者
の
種
類
の
命
題
は
「
理
論
的
命
題 
（propositiones theoreticae

）」
と
、
後
者
の
種
類
の
命
題

は
「
実
践
的
命
題 （propositiones practicae

）」
と
呼
ば
れ
る
。（D

L, cap. 3, §

 12; LL, §
 266

）

さ
ら
に
「
定
義
か
ら
導
出
さ
れ
る
理
論
的
命
題
を
私
は
公
理
と
呼
ぶ
。
人
が
あ
る
定
義
か
ら
推
論
す
る
実
践
的
命
題
を
私
は

公
準
と
呼
ぶ
。」（D

L, cap. 3, §
 13

）『
ラ
テ
ン
語
論
理
学
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
証
明
不
可
能
な
理
論
的
命
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題
は
公
理
と
言
わ
れ
る
（
た
と
え
ば
全
体
は
部
分
よ
り
も
大
き
い
。
三
角
形
は
三
つ
の
角
を
持
つ
）」。（LL, §

 267

）
こ
れ

に
対
し
て
「
証
明
不
可
能
な
実
践
的
命
題
は
公
準
と
呼
ば
れ
る
。（
た
と
え
ば
「
あ
る
点
か
ら
あ
る
点
へ
は
一
本
の
直
線
が
引

か
れ
う
る
」。（LL, §

 269

）

証
明
さ
れ
え
な
い
公
理
の
例
を
さ
ら
に
挙
げ
る
と
、「
す
べ
て
の
動
物
は
動
物
で
あ
る
」
の
よ
う
に
、
そ
の
な
か
で
は
主
語

と
述
語
が
同
一
で
あ
る「
空
虚
な
文
」こ
そ
が
本
来
の
意
味
で
の
公
理
で
あ
る
と
い
う
。（V

gl. D
L, cap. 3, §

 13

） 

も
っ
と
も
、

証
明
な
し
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
文
〔
命
題
〕
が
た
だ
ち
に
公
理
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ル
フ
に
し
て
み
れ

ば
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
文
を
公
理
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
空
虚
な
文
」
と
い
う
の
は
た
し
か
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
公
理
を
ば
く
ぜ
ん
と
は
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
公
理
が
証
明
体
系
全
体
の
な
か
で
果
た
す
論
理
的
役
割
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
る
ほ
ど
公
理
は
定
義
か
ら
証
明

4

4

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
に
導
出
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て）

18
（

、
両
者
の
区
別
を
ヴ
ォ
ル

フ
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
「
公
理
」
理
解
は
必
ず
し
も
十
分
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
．

こ
こ
で
私
た
ち
は『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
原
則
」の
後
に
は「
経
験
」が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ヴ
ォ

ル
フ
論
理
学
の
特
徴
は
な
ん
と
言
っ
て
も
経
験
概
念
を
重
視
し
、
経
験
か
ら
正
し
い
推
論
に
よ
っ
て
真
な
る
認
識
へ
と
到
達
で

き
る
と
す
る
点
に
存
す
る）

19
（

。
ヴ
ォ
ル
フ
論
理
学
に
お
け
る
経
験
概
念
は
カ
ン
ト
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
と
く
に
判
断
論
に

お
い
て
は
、「
直
観
的 （intuitiv

）」
判
断
と
「
論
弁
的 （diskursiv

）」
判
断
と
の
区
別 （D

L, cap. 5, §
 1

） 

が
受
容
さ
れ
て
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い
っ
た
。
し
か
し
私
た
ち
は
数
学
と
よ
り
関
連
性
の
高
い
対
象
に
テ
ー
マ
を
絞
る
た
め
、
次
の
「
定
理
」
に
話
を
進
め
た
い
。

異
な
る
定
義
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
保
持
し
、
そ
こ
か
ら
、
個
別
の
考
察
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
を
推
論
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
「
定
理 

（T
heorem

）」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
あ
る
三
角
形
が
あ
る
平
行
四
辺
形
と
同
じ
底
辺
と

同
じ
高
さ
と
を
持
つ
な
ら
ば
、
そ
の
三
角
形
は
そ
の
平
行
四
辺
形
の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
る
」（K

U
 §
 37

）
は
三
角
形
と
平

行
四
辺
形
に
関
す
る
定
理
で
あ
る
。
こ
の
定
理
は
両
者
の
定
義
か
ら
直
接
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
性
質
の
定
義
か
ら
も
推
論

さ
れ
る
。

定
理
は
「
命
題
」
と
「
証
明
」
と
に
区
分
さ
れ
る
。
前
者
は
あ
る
事
柄
に
一
定
の
条
件
の
も
と
で
帰
属
し
う
る
こ
と
を
述
べ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
い
か
に
私
た
ち
の
知
性
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
か
を
示
す
。
さ
ら
に
定
理
は
、
別
の

観
点
か
ら
、
二
つ
の
部
分
に
、
す
な
わ
ち
「
仮
定 

（H
ypothesis

）」
と
「
定
立 

（T
hesis

）」
と
に
区
分
さ
れ
る 

（K
U
 §
 

39

））
20
（

。
平
行
四
辺
形
の
例
に
よ
る
と
、「
あ
る
三
角
形
が
あ
る
平
行
四
辺
形
と
同
じ
底
辺
と
同
じ
高
さ
と
を
持
つ
な
ら
ば
」
が
仮

定
で
あ
り
、「
そ
の
三
角
形
は
そ
の
平
行
四
辺
形
の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
る
」
が
定
立
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
と
（K
U
 §
 40

）、
定
理
の
な
か
に
は
仮
定
が
表
現
さ
れ
ず
、
定
立
だ
け
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
「
三
角
形
の
三
つ
の
角
の
和
は
一
八
〇
度
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
は
仮
定
が
無
い
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
命
題
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
あ
る
図
形
が
三
角
形
な
ら
ば
」
と
い
う
仮
定
、
さ
ら
に
三
角
形

の
定
義
を
こ
の
命
題
に
代
入
す
る
と
、「
あ
る
図
形
が
三
つ
の
直
線
に
囲
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
」と
い
う
仮
定
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
最
初
の
命
題
は
、
論
理
的
に
分
析
さ
れ
る
と
、
以
下
の
命
題
へ
と
変
形
さ
れ
る
。「
あ
る
図
形
が
三
つ
の
直
線
に
囲
ま
れ
て

い
る
な
ら
ば
、
そ
の
図
形
の
三
つ
の
角
の
和
は
一
八
〇
度
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
最
初
の
命
題
に
お
い
て
い
わ
ば
隠
れ

て
い
た
仮
定
に
相
当
す
る
部
分
が
、
論
理
的
分
析
を
経
て
、
変
形
さ
れ
た
命
題
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。

104



さ
て
肯
定
命
題
に
お
い
て
は
仮
定
と
定
立
と
の
間
に
「
必
然
的
結
合
」
が
与
え
ら
れ
る
が
、
否
定
命
題
に
お
い
て
は
そ
の
よ

う
な
結
合
は
捉
え
ら
れ
ず
、
定
立
は
仮
定
に
矛
盾
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
肯
定
命
題
の
主
語
の
部
分
は
仮
定
に
相
当
し
、
述

語
の
部
分
は
定
立
に
相
当
す
る
の
だ
か
ら
、
肯
定
命
題
に
お
い
て
は
定
立
の
な
か
に
含
ま
れ
る
も
の
と
仮
定
の
な
か
に
含
ま
れ

て
い
る
も
の
と
が
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
「
平
行
四
辺
形
と
同
じ
底
辺
と
同
じ
高
さ
と
を
持
つ
三
角
形
は
そ
の
平
行
四
辺
形
の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
る
」
を

例
に
と
ろ
う
。
私
た
ち
は
三
角
形
に
平
行
四
辺
形
と
同
じ
底
辺
と
同
じ
高
さ
と
を
帰
す
る
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
私
た
ち
は
そ

の
三
角
形
が
平
行
四
辺
形
の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
「
前
者
は
後
者
ゆ
え
に
把
握
さ
れ
る
」

（BC, §
 42

））
21
（

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
証
明
」
は
肯
定
命
題
に
お
い
て
は
、
仮
定
と
定
立
と
の
結
合
を
、
否
定
命
題
に
お
い
て
は
両
者
の
矛
盾
す
る
も
の
を
明
示

す
る
。
と
こ
ろ
で
仮
定
と
定
立
と
に
含
ま
れ
て
い
る
定
義
や
〔
他
の
〕
命
題
は
派
生
的
な
あ
る
い
は
よ
そ
で
認
め
ら
れ
た
証
明

の
「
原
理 

（principia

）」
か
ら
生
じ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
数
学
に
お
い
て
は
、
す
で
に
前
も
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
原
理
以

外
は
容
認
さ
れ
な
い
の
で
、
証
明
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
定
義
や
命
題
は
「
引
用
」
さ
れ
る
の
を
つ
ね
と
す
る
。
そ
れ
は
一

方
で
は
正
し
い
原
理
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
り
、
他
方
で
は
そ
の
原
理
を
知
ら
な
い
人
が
、
原
理
の
正
し

さ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
認
で
き
る
の
か
を
提
示
す
る
た
め
で
あ
る）

22
（

。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
証
明
の
「
根
拠
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
証
明
の
根
拠
と
は
一
方
で
、
仮
定
に
も
定
立

に
も
含
ま
れ
て
い
る
「
定
義
」
で
あ
り
、
他
方
で
定
義
か
ら
す
で
に
前
も
っ
て
導
出
さ
れ
て
い
る
命
題
な
い
し
は
経
験
を
通
じ

て
知
ら
れ
た
命
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
数
学
に
お
い
て
証
明
の
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
う
る
の
は
、
定
義
の
な
か
に
、
な
い
し

こ
の
定
義
か
ら
導
か
れ
た
原
則
（
公
理
と
公
準
）
と
定
理
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
な
の
で
、
証
明
の
さ
い
に
は
定
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義
と
定
理
と
を
引
用
す
る
こ
と
を
つ
ね
と
す
る
。
こ
う
し
て
想
定
さ
れ
た
証
明
根
拠
の
正
し
さ
を
見
て
取
れ
る
し
、
あ
る
い
は

こ
の
証
明
根
拠
を
知
ら
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
は
証
明
根
拠
の
正
し
さ
を
再
確
認
で
き
る
。（K

U
 §
 

43
）そ

れ
ゆ
え
定
義
、
原
則
（
公
理
、
公
準
）、
定
理
の
「
引
用 

（citationes

）」
は
た
い
へ
ん
有
用
で
あ
る
。
数
学
に
お
い
て

は
ど
の
真
な
る
思
想
に
も
そ
の
特
別
な
名
前
を
与
え
、
あ
る
思
想
は
定
義
と
、
他
の
思
想
は
公
理
・
公
準
と
、
ま
た
別
の
思
想

は
定
理
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
引
用
は
、
あ
る
定
理
の
真
理
を
確
信
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、
何
を
す
で

に
既
知
の
も
の
と
し
て
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
定
義
、
原
則
（
公
理
・
公
準
）、
定
理
の

真
理
を
確
信
す
る
た
め
に
は
特
別
な
技
能
を
必
要
と
す
る
の
で
、
証
明
根
拠
の
名
前
の
引
用
は
同
時
に
証
明
根
拠
の
正
し
さ
を

確
信
さ
せ
る
さ
い
の
ふ
さ
わ
し
い
方
法
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

と
こ
ろ
で
『
ラ
テ
ン
語
論
理
学
』
に
よ
る
と
「
証
明
可
能
な
理
論
的
命
題
が
定
理
と
呼
ば
れ
る
」（LL, §

 275

）
の
に
対

し
て
、「
証
明
可
能
な
実
践
的
命
題
は
問
題 
（Problem

ata

） 

と
言
わ
れ
る
」。（LL, §

 276

）『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
に
よ

る
と
「
問
題
」
は
い
か
に
あ
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
。「
問
題
」
は
さ
ら
に
三
つ
の
部

分
に
、
す
な
わ
ち
「
命
題
」、「
解
答
」、「
証
明
」
に
区
分
さ
れ
る
。（K

U
 §
 47

） 

ま
ず
「
命
題
」
は
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を

述
べ
、
次
に
「
解
答
」
は
、
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
行
う
た
め
に
、
何
を
ま
た
ど
の
よ
う
な
順
番
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
を
語
る
。
最
後
に
「
証
明
」
は
、
解
答
に
お
い
て
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
現
に
行
わ
れ
た
場
合
、
命
題
に
お
い
て
要
求

さ
れ
た
こ
と
へ
と
必
ず
到
達
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
解
答
」
が
「
仮
定
〔
前
件
〕」
と
し
て
、ま
た
「
命

題
」
が
「
定
立
〔
後
件
〕」
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
「
問
題
」
も
「
定
理
」
へ
と
変
形
さ
れ
う
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
自
身
は
定
理
を
問
題
へ
と
変
形
さ
せ
る
例
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
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問
題
〔
命
題
・
後
件
〕：「
ど
の
よ
う
な
三
角
形
が
平
行
四
辺
形
の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
る
か
？
」

解
答
〔
前
件
〕：「
そ
の
三
角
形
が
平
行
四
辺
形
と
同
じ
底
辺
と
同
じ
高
さ
と
を
持
っ
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

定
理
：「
あ
る
三
角
形
が
平
行
四
辺
形
と
同
じ
底
辺
と
同
じ
高
さ
と
を
持
つ
〔
解
答
〕
な
ら
ば
、
そ
の
三
角
形
は
平
行
四
辺
形

の
半
分
の
大
き
さ
で
あ
る
〔
問
題
〕」

ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
論
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
文
は
、定
義
を
除
い
て
、こ
れ
ま
で
に
ほ
ぼ
叙
述
さ
れ
終
わ
っ

た
。
最
後
に
い
わ
ば
補
足
的
な
役
割
を
果
た
す
文
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
「
系 （corollaria

）」
は
、特
別
な
原
因
か
ら
、

あ
る
命
題
を
あ
る
特
別
な
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
あ
る
命
題
か
ら
推
論
に
よ
っ
て
他
の
命
題
を
導
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
じ
る
。（K
U
 §
 48

）
特
別
な
場
合
へ
の
適
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
系
は
証
明
を
必
要
と
し
な
い
が
、
推

論
に
よ
っ
て
生
じ
る
系
は
証
明
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
「
注 

（scholia

）」
に
お
い
て
は
、
ま
だ
あ
い
ま
い
と
思
わ
れ
る
こ
と

を
解
説
し
た
り
、
あ
る
い
は
学
説
の
有
用
さ
を
示
唆
し
た
り
、
発
見
に
至
る
ま
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
述
べ
た
り
す
る
。

五
．

最
後
に
私
た
ち
は
ラ
テ
ン
語
著
作
群
の
冒
頭
に
お
か
れ
たD

iscursus praelim
inaris

の）
23
（

な
か
の
有
名
な
一
節
を
取
り
上
げ
る

こ
と
で
全
体
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

こ
の
日
本
語
に
訳
し
づ
ら
い
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
訳
せ
ば
、『
哲
学
一
般
に
つ
い
て
の
予
備
的
議
論
』
と
で
も
な
る
著
作
の

第
一
三
九
節
（D

P, S. 160-163

）
の
タ
イ
ト
ル
は
「
哲
学
的
方
法
と
数
学
的
方
法
の
同
一
性
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ォ
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ル
フ
哲
学
の
真
骨
頂
を
表
す
言
葉
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
以
後
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
担
い
手
た
ち
は
ま
さ
に
こ
の
言
葉
の
解
釈
か
ら
出
発

し
た
、
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
と
、「
哲
学
的
方
法
の
規
則
は
数
学
的
方
法
の
規
則
と
同
じ
も
の
で
あ
る）

24
（

。」
す
な
わ
ち
第
一
三
九
節
を
末

尾
と
し
て
含
む
第
四
章 

（D
P, §

115-§
139, S. 126-161

） 

の
タ
イ
ト
ル
は
「
哲
学
的
方
法
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

叙
述
さ
れ
て
き
た
哲
学
的
方
法
の
規
則
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
数
学
的
方
法
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
自
明

4

4

で
あ
る
と
ヴ
ォ
ル
フ
は

主
張
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
哲
学
的
方
法
と
は
何
か
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
哲
学
に
お
い
て
は
厳
格
な
定
義
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
「
表

現 

（term
inus

）」
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
十
分
に
証
明
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、
真
な
る
も
の
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

定
理
に
お
い
て
は
主
語
と
述
語
と
は
正
確
に
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
大
事
な
規
則
は
「
す
べ
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

後
続
す
る
も
の
が
理
解
さ
れ
、
証
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
先
に
送
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
秩
序
づ
け
ら
れ
る）

25
（

」
で
あ

る
。
こ
の
規
則
は
「
哲
学
的
方
法
の
最
高
法
則
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。（D

P, §
 133

）

こ
こ
で
ヴ
ォ
ル
フ
は
『
ラ
テ
ン
語
数
学
原
論
』
の
数
学
的
方
法
論
―
―
そ
の
ド
イ
ツ
語
版
を
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
詳
細
に
検

討
し
て
き
た
の
だ
が
―
―
に
言
及
す
る
。数
学
を
教
授
す
る
に
あ
た
っ
て
表
現
は
厳
格
な
定
義
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る（
私

た
ち
は
定
義
に
つ
い
て
は
論
じ
な
か
っ
た
が
、
数
学
に
お
い
て
は
明
晰
か
つ
判
明
な
、
し
か
も
完
全
な
定
義
が
追
究
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い （V

gl. K
U
 §
 12

） 

と
主
張
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
方
法
の
叙
述
に
定
義
論
全
体
の
半
分
以
上
が
費
や
さ
れ
て
い

る
）。次

に
後
続
の
定
義
に
入
っ
て
く
る
表
現
が
先
行
す
る
定
義
の
な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る
（
ヴ
ォ
ル
フ
は
た
し
か
に
こ
の
こ
と

を
ほ
と
ん
ど
文
字
通
り
、『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
の
な
か
で
も
主
張
し
て
い
た
。V

gl. K
U
 §
 13

）。「
原
理 

（principia

）」
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は
十
分
に
確
証
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
、
原
則
が
証
明
を
必
要
と
せ
ず
、
定
義
か
ら
直
接
に
導
出
さ
れ
る 

（V
gl. K

U
 §
 29 

ff 
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）。
定
義
か
ら
、
ま
た
先
行
す
る
定
理
か
ら
定
理
は
厳
格
に
証
明
さ
れ
る
（
こ
の
こ
と
は

と
く
に
定
理
の
証
明
根
拠
に
関
連
し
て
強
調
さ
れ
て
い
た 

（V
gl. K

U
 §
 43

）。
す
で
に
証
明
さ
れ
て
い
る
定
理
の
「
引
用
」

（V
gl. K

U
 §
 44

）
も
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）。

こ
う
し
て
『
ラ
テ
ン
語
論
理
学
』
に
お
け
る
哲
学
的

4

4

4

方
法
論
と
『
ラ
テ
ン
語
数
学
原
論
』
に
お
け
る
数
学
的

4

4

4

方
法
論
と
の
内

容
的
一
致
を
確
認
し
た
後
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
主
張
す
る
。「
い
っ
た
い
誰
が
数
学
的
方
法
の
規
則
が
哲
学
的
方
法
の
規
則
と
同

じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
取
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」（D

P, S. 160

）。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
は
両
方
法
の
一
致
を
前

提
し
た
う
え
で
、
両
方
法
の
叙
述
を
比
較
し
、
や
は
り
両
方
法
の
規
則
は
同
一
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
す

な
わ
ち
こ
の
主
張
は
循
環
論
法
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
も
そ
も
数
学
的
方
法
の
規
則
と
哲
学
的
方
法
の
規
則
と
の
一
致
を
前
提
し
て
も
、ヴ
ォ
ル
フ
に
と
っ
て
何
ら
問
題
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
両
方
の
規
則
は
「
同
じ
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
」、
す
な
わ
ち
論
理
学
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
も
驚
い
た
こ
と
に
「
私
た
ち
は
哲
学
を
数
学
的
方
法
に
し
た
が
っ
て
扱
う
べ
き
こ
と
を
証
示
す
る
必
要
は
な
い）

26
（

」。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
ヴ
ォ
ル
フ
に
と
っ
て
は
「
数
学
的
方
法
を
哲
学
へ
と
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
論
争
全
体
が
無
用
で
余
計
で
あ

る）
27
（

」。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、「
哲
学
は
そ
の
方
法
を
数
学
か
ら
借
り
て
く
る
の
で
は
な
く
、
数
学
と
同
様
に
よ
り
真
な
る

論
理
学
か
ら
汲
み
取
る）

28
（

」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
哲
学
的
方
法
と
数
学
的
方
法
と
の
一
致
は
論
理
学
の
正
し
さ
に
完
全
に
依

拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

両
方
法
の
一
致
は
デ
カ
ル
ト
以
来
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
時
代
精
神
が
も
た
ら
し
た
確
信
で
あ
り
、
そ
れ
に
疑
問
を

投
げ
か
け
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
―
―
同
時
代
の
解
釈
を
代
表
す
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注（
１
） 

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
著
作
お
よ
び
そ
の
略
号
は
以
下
の
通
り
。

『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
〜A

nfangsgründe aller m
athem

atischen W
issenschaften, Frankfurt u. Leipzig 

11709/10, 
71750 （N

D
: H
ildesheim

 1973

）.

『
ラ
テ
ン
語
数
学
原
論
』
〜E

lem
enta m

atheseos universae, H
alle 11713/15, 21742 （N

D
: H
ildesheim

 1968

）.

『
ド
イ
ツ
語
論
理
学
』
〜V

ernünftige G
edankern von den K

räften des m
enschlichen V

erstandes und ihrem
 

richtigen G
ebrauch in E

rkenntnis der W
ahrheit, H

rsg. u. Bearb. v. H
. W
. A
rndt, H

ildesheim
 1978.

以
下"D

L"

と
略
記
し
て
引
用
す
る
。

"K
urzer U

nterricht von der m
athem

atischen Lehrart". In: A
nfangsgründe aller m

athem
atischen 

る
形
で
―
―
数
学
に
は
「
綜
合
的
方
法
」
が
、
哲
学
に
は
「
分
析
的
方
法
」
が
属
す
る
と
考
え
、
む
し
ろ
両
方
法
の
違
い
を
強

調
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
本
論
文
の
第
二
節
冒
頭
で
見
た
。

な
る
ほ
ど
哲
学
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
さ
い
に
も
、
あ
い
ま
い
さ
を
排
除
し
て
、
数
学
的
方
法
に
よ
る
厳
密
さ
が
追
求
さ
れ
る

こ
と
は
望
ま
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
ヴ
ォ
ル
フ
の
よ
う
に
数
学
的
方
法
と
哲
学
的
方
法
と
の
同
一
性
を
ほ

と
ん
ど
無
条
件

4

4

4

に
承
認
し
て
し
ま
う
の
は
許
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
古
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
あ

え
て
使
わ
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
批
判
的
精
神
の
持
ち
主
が
登
場
し
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
主
張
を
再
検
討
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
、
改
め
て
理
解
さ
れ
て
く
る
。
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W
issenschaften, S.5-32. 

以
下 "K

U
" 

と
略
記
し
て
引
用
す
る
。

『
ラ
テ
ン
語
論
理
学
』
〜 Philosophia rationalis sive logica, Frankfurt u. Leipzig 11728 

（N
D
: H
ildesheim

 198

）. 

以

下"LL"

と
略
記
し
て
引
用
す
る
。

"D
e m
ethodo m

athem
atica brevis com

m
entario

”. In: E
lem
enta m

atheseos universae, S. 5-17. 

以
下 "BC" 

と
略

記
し
て
引
用
す
る
。

（
２
） 

ヴ
ォ
ル
フ
の
数
学
的
方
法
を
め
ぐ
る
研
究
の
発
展
史
に
つ
い
て
はvgl. H

.- J. Engfer: Philosophie als A
nalysis, 

Stuttgart 1982, S.219, A
nm
. 1.

（
３
） H

.- J. Engfer: Philosophie als A
nalysis, S. 222.

（
４
） U

ntersuchung über die D
eutlichkeit der G

rundsätze der natürlichen T
heologie und der M

oral. In: K
ant's 

G
esam

m
elte Schriften, Berlin 1900 ff . W

erke, Bd. II, S. 273-301, bes. S. 276-283.

（
５
） H

.-J. Engfer: Philosophie als A
nalysis, S. 227.

（
６
） 

こ
こ
で
は
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
の
研
究
と
と
も
に
、vgl. G. T

onelli: A
nalysis and Synthrsis in X

V
IIIth Century 

Philosophy Prior to K
ant. In: A

rchiv für Begriff sgeschichte 20 （1976

）, pp197-201.

以
下
ヴ
ォ
ル
フ
の
テ
キ
ス
ト

は
、
ト
ネ
ー
リ
の
英
訳
、
エ
ン
グ
フ
ァ
ー
の
独
訳
を
参
照
し
な
が
ら
、
解
釈
さ
れ
る
。

（
７
） "O
rdo, quo utim

ur in tradentis dogm
atis, dicitur m

ethodus." （LL §
 885

）.

（
８
） "A

ppellatur autem
 M
ethodus analytica, qua veritates ita proponuntur, prout vel inventae fuerunt, vel 

m
inim
um
 inveniri potuerunt." （ebd.

）

（
９
） "M

ethodus e contrario synthetica appelltur, qua veritates ita proponuntur, prout una ex altera facilius 

intelligi et dem
onstrari potest."

（ebd.

）
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（
10
） "M

ethodus m
ixta est, quae ex utriusque com

binatione resultat." （ebd.

）

（
11
） H

.-J. Engfer: Philosophie als A
nalysis, S. 230.

（
12
） "ita tam

en ut potissim
um
 analyticae rationem

 haberem
us" （LL §

 885

）

（
13
） "syntheticae m

ethodi m
agis habenda fuit ratio, quam

 analyticae" （ebd.

）

（
14
） H

.-J. Engfer: Philosophie als A
nalysis, S. 231.

（
15
） V

gl. I. K
ant: K

ritik der reinen V
ernunft, B755-760.

（
16
） H

.-J. Engfer: Philosophie als A
nalysis, S. 235.

（
17
） Ebd., S. 233.

（
18
） Ebd., S. 234 f.

（
19
） 

ヴ
ォ
ル
フ
の
経
験
概
念
に
つ
い
て
は vgl. H

.- J. Engfer: E
m
pirism

us versus R
ationalism

us ?, Paderborn 1996, 

S. 274-283.

（
20
） 

現
在
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
形
式
論
理
学
の
教
科
書
で
は
、「
仮
定
」
は
「
前
件
」
と
、「
定
立
」
は
「
後
件
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
い
る
。「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
」
と
い
う
形
式
の
仮
言
命
題
の
な
か
で
、「
Ａ
」
の
部
分
だ
け
を
「
仮
定
」
と
呼
ぶ
と
、「
Ｂ
」

の
部
分
は
仮
定
で
は
な
い
印
象
を
与
え
る
。
私
た
ち
は
「
前
件
」・「
後
件
」
を
よ
り
適
切
と
考
え
る
が
、
以
下
の
叙
述
で
は
、

テ
キ
ス
ト
の
用
語
法
を
変
え
ず
に
、「
仮
定
」・「
定
立
」
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。

（
21
） 「
定
立
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
叙
述
は
『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
の
第
四
一
節
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

こ
で
は
テ
キ
ス
ト
の
叙
述
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
た
ち
は
、「
定
立
」
に
関
し
て
は
、『
ラ
テ
ン
語
数

学
原
論
』
の
叙
述
を
採
用
し
た
。

（
22
） 「
証
明
」
は
『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
の
第
四
二
お
よ
び
第
四
三
節
で
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
第
四
二
節
の
叙
述
は
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ふ
た
た
び
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
両
節
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
『
ラ
テ
ン
語
数
学
原
論
』

第
四
三
節
を
こ
こ
で
も
採
用
し
た
。
た
だ
し
前
者
と
後
者
の
第
四
三
節
は
内
容
が
一
部
重
複
す
る
の
で
、
第
四
三
節
に
つ
い

て
は
『
ド
イ
ツ
語
数
学
原
論
』
の
叙
述
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
23
） W

olff, Christian: D
iscursus praelim

inaris de philosophia in genere = E
inleitende A

bhandlung über 

Philosophie im
 allgem

einen, H
istorisch-kritische A

usgabe, übersetzt, eingeleitet und herausgegeben von 

Günter Gaw
lick und Lothar K

reism
endahl, Stuttgart 1996. 

以
下 "D

P" 

と
略
記
し
て
引
用
す
る
。

（
24
） "M

ethodi philosophicae eaedem
 sunt regulae, quae m

ethodi m
athem

aticae." （D
P, S. 160

）

（
25
） "O

m
nia ita ordinantur, ut praem

ittantur ea, per quae sequential intelliguntur &
 adstruuntur". 

（D
P, S. 

160

）

（
26
） "non opus est ut adstruam
us, philosophiam

 m
ethodo m

athem
atica tractandam

 esse". （D
P, S. 160

）

（
27
） "Inanis atque superfl ua om

nis de m
ethodo m

athem
atica ad philosophiam

 applicanda disceptatio."

（
28
） "Philosophia m
ethodum

 suam
 non m

utuatur a M
athesi; sed perinde ac M

athesis eam
 ex veriori Logica 

haurit". （D
P, S. 162

）
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