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一
、
は
じ
め
に

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
一
七
九
二
年
の
『
エ
ネ
ジ
デ
ー
ム
ス
批
評R

ecension
des
A
enesidem

us

』
に
お
い
て
、
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
七
九
四
年
の
『
哲
学
一
般
の
形

式
の
可
能
性
に
つ
い
てU

eber
die
M
öglichkeit

einer
Form

der
P
hilosophie

überhaupt

』
お
よ
び
、
翌
年
の『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
てVom

Ich

als
P
rinzip

der
P
hilosophie

』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
被
制
約
的
な
世
界
内
的
存
在
者
と
無
制
約
者
の
峻
別
を
、
い
わ
ば
理
性
の
二
分
、
理
性
体
系
の
不
徹
底
と
み

な
す

。

両
者
と
も
、
理
性
を
た
だ
一
つ
の
体
系
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
全
存
在
者
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
、
無
制
約
者
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

理
性
の
体
系
が
、
存
在
者
の
体
系
と
同
一
視
さ
れ
る
、
な
い
し
は
並
行
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
当
初
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
知
が
単

な
る
思
考
の
遊
戯
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
在
性R

ealität

を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（I,162

）。
言
い
換
え
れ
ば
、「
真
理
」
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
が
最
後
ま
で
懐
疑
か
ら
は
ず
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
夢
」
や
悪
霊
に
だ
ま
さ
れ
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
、
知
が
指
向
し
て
い
る
対

象
が
実
在
し
な
い
よ
う
な
状
態
は
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
知
と
知
の
対
象
が
、
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
一
点
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
カ
ン
ト
が
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
に
把
握
し
て
い
た
よ
う
な
悟
性
の
判
断
能
力
に
お
け
る
実
在
性
で
は
な
く
、
理
論
的
能
力
で
は
な
く

（
１
）

（I,87ff.

）
必
然
的
な
自
由
と
は
何
か
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実
践
的
能
力
に
よ
っ
て
、
認
識
能
力
で
は
な
く
産
出
的
な
実
現
能
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
講
義
『
全
知
識
学
の
基
礎G

rundlage
der
gesam

m
ten
W
issenschaftslehre

』（1794/95

）
で
、
こ
の
よ
う
な
実
在
性
を
、
三
つ
の
根
本
命
題
に

よ
っ
て
表
現
す
る
。
知
は
何
か
に
つ
い
て
の
知
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
根
本
命
題
は
、
主
体
―
客
体
関
係
（
自
我
―
非
我
関
係
）
の
定
式
化
を
目
指
し
て
定

め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
論
理
的
に
必
然
的
な
一
般
論
理
学
の
命
題
「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」（F

W
I,93

）
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
論
理
的
命
題
が
言
い
表
し
て
い
る
の
は
、「
も
し
Ａ
が

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
Ａ
が
あ
る
」（F

W
I,94

）
と
い
う
存
在
命
題
で
あ
り
、
論
理
的
命
題
が
端
的
に
確
実
で
あ
る
よ
う
に
、
存
在
命
題
も
端
的
に
確
実
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
同
一
律
の
命
題
に
お
い
て
は
、「
も
し
」
と
「
そ
れ
な
ら
ば
」
の
必
然
的
な
連
関
が
あ
り
、
こ
の
必
然
的
連
関
そ
の
も
の
が
、
判
断
の
論
理
的
必

然
性
と
し
て
、
端
的
に
、
何
の
根
拠
も
必
要
な
く
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
判
断
し
て
い
る
主
体
は
自
我
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
必
然
的
連
関
は
、

自
我
に
よ
る
判
断
の
定
立
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
確
実
で
あ
る
な
ら
ば
、「
自
我
は
あ
る
」
と
い
う
命
題
も
確
実
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、「
自
我
は
根
源
的
に
、
端
的
に
自
己
自
身
の
存
在
を
定
立
す
る
」
が
第
一
根
本
命
題
と
し
て
た
て
ら
れ
る
（F

W
I,98

）。
第
一
根
本
命
題
は
、
同
一
律

が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
が
、
一
方
、
同
一
律
は
、
第
一
根
本
命
題
か
ら
演
繹
さ
れ
る
と
い
う
、
不
可
避
の
循
環
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
循
環
を
あ
え
て

引
き
受
け
た
上
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
同
一
律
と
い
う
判
断
形
式
の
論
理
的
必
然
性
か
ら
、
判
断
主
体
の
端
的
な
定
立
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、「
自
我
は
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
判
断
主
体
と
し
て
の
自
我
の
存
立
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
、
命
題
の
内
容
＝
自
我
の
存
立
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、

自
我
の
存
立
が
、
自
我
に
よ
る
判
断
内
容
と
同
一
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
我
の
判
断
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
自
我
と
、
判
断
を
定
立
す
る
自
我

が
同
一
、
す
な
わ
ち
「
自
ら
自
己
を
定
立
す
る
こ
と
と
存
在
す
る
こ
と
と
は
全
く
同
じ
こ
と
」
と
い
う
、
自
我
は
活
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
活
動
の
所
産

で
あ
る
そ
の
あ
り
方
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
我
の
活
動H

andlung
は
根
源
的
で
無
制
約
的
で
あ
り
、
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
とTat

と

が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
の
事
態
を
指
し
て
、
事
行Tathandlung

と
呼
ば
れ
る
。

次
に
、
同
一
律
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
で
端
的
に
成
立
し
、
確
実
で
疑
い
な
く
承
認
さ
れ
る
矛
盾
律
「
非
Ａ
は
Ａ
で
は
な
い
」
の
論
理
的
必
然
性

か
ら
第
二
根
本
命
題
が
導
き
出
さ
れ
る
（F

W
I,101ff.

）。
し
か
し
、
Ａ
が
な
け
れ
ば
非
Ａ
は
な
い
た
め
、
非
Ａ
の
存
在
は
Ａ
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

二

必
然
的
な
自
由
と
は
何
か
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制
約
さ
れ
る
。
同
じ
く
反
定
立
は
定
立
を
前
提
と
し
、
定
立
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
Ａ
の
存
在
の
定
立
は
、
Ａ
の
存
在
の
定
立
に
対
す
る
反
定
立

で
あ
る
が
、
Ａ
の
定
立
は
、
第
一
根
本
命
題
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
、
反
定
立
さ
れ
て
あ
る
こ
と
も
反
定
立
の
活
動
も
、
自
我
に
属
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
端
的
に
行
わ
れ
る
反
定
立
は
、「
自
我
に
対
し
て
の
み
」
行
わ
れ
る
。

自
我
に
対
し
て
反
定
立
さ
れ
た
も
の
と
は
、
非
―
我
で
あ
る
か
ら
、
第
二
根
本
命
題
は
、「
自
我
に
対
し
て
端
的
に
非
我
が
反
定
立
さ
れ
る
」（F

W
I,104

）、
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
自
我
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
た
め
、
自
我
の
う
ち
で
定
立
と
反
定
立
が
矛
盾
す
る
。
す
る
と
、
非
我
が
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
非
我

に
よ
っ
て
自
我
が
廃
棄
さ
れ
る
た
め
、
自
我
は
定
立
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
非
我
の
反
定
立
は
自
我
が
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
対
置
で
あ
り
、
そ
れ
の

み
を
条
件
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
我
が
定
立
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
自
我
も
定
立
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
。

こ
の
解
決
と
し
て
、
自
我
の
自
己
定
立
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
定
立
と
反
定
立
の
両
者
を
廃
棄
せ
ず
に
総
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
弁
証
法

的
総
合
が
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
我
と
非
我
が
「
相
互
に
制
限
し
合
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。「
制
限
」
で
あ
れ
ば
、
相
手
の

全
体
を
廃
棄
す
る
必
要
は
な
く
、「
一
部
分
の
廃
棄
」
で
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
我
も
非
我
も
可
分
的
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
と
い
う
第
三
の
命
題

が
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
第
三
根
本
命
題
の
「
自
我
は
自
我
に
お
い
て
、
可
分
的
自
我
に
対
し
て
可
分
的
非
自
我
を
反
定
立
す
る
」（F

W
I,110

）
で
あ
る
。

そ
の
結
果
第
三
根
本
命
題
か
ら
見
れ
ば
、
自
我
は
自
我
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
て
い
る
非
我
の
実
在
性
の
部
分
だ
け
定
立
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
非
我
に
付

与
さ
れ
て
い
る
実
在
性
は
、
自
我
の
中
で
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
非
我
が
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
自
我
も
ま
た
定
立
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で

あ
る
こ
と
に
な
り
、
先
の
ジ
レ
ン
マ
は
解
消
さ
れ
、
自
我
と
非
我
、
す
な
わ
ち
主
体
と
客
体
の
関
係
が
定
式
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
根
本
命
題
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も
自
己
意
識
で
あ
る
。
自
己
を
定
立
す
る
こ
と
イ
コ
ー
ル
存
在
す
る
こ
と
と
い
う
こ
の
命
題
の
意
味

は
、「
自
我
は
自
我
に
対
し
て
存
在
す
る
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
自
我
の
自
覚
、
自
己
意
識
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
根
本
命
題
が
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
反
定
立
す
る
主
体
が
あ
く
ま
で
自
我
で
あ
り
、
非
我
は
反
定
立
さ
れ
て
い
る
客
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
体
の

端
的
な
主
体
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
我
の
定
立
と
非
我
の
反
定
立
を
自
我
に
お
い
て
総
合
す
る
、
す
な
わ
ち
、
主
体
の
主
体
性
に
基
づ
い
て
、
主
体
と
客
体
の
関

係
を
確
定
し
た
も
の
が
、
第
三
根
本
命
題
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
人
間
と
現
実
と
の
関
わ
り
を
「
知
」
と
し
て
原
理
的
に
定
式
化
し
た
。
そ
こ
で
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
端
的
な
主
体
性
で



あ
り
、
絶
対
的
自
由
で
あ
る
。

事
行
（
自
己
定
立
＝
自
己
存
在
）
に
お
い
て
、「
私
は
私
で
あ
る
」（
第
一
根
本
命
題
）
を
基
礎
と
し
、「
私
は
私
で
は
な
い
も
の
と
異
な
る
」（
第
二
根
本
命
題
）

が
同
時
に
生
じ
、「
私
も
私
で
は
な
い
も
の
も
、
と
も
に
私
の
根
源
的
な
働
き
の
所
産
で
あ
る
」（
第
三
根
本
命
題
）
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
個
々
の
主

体
客
体
関
係
、
す
な
わ
ち
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
の
経
験
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
知
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
自
我
は
絶
対
的
で
あ

。

シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
も
、『
哲
学
一
般
の
形
式
の
可
能
性
』、
さ
ら
に
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
』
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
か
ら
自
ら
の
哲
学
の
最
大
の
理

解
者
に
し
て
後
継
者
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
絶
対
的
自
我
を
、
哲
学
体
系
の
原
理
、
全
存
在
者
の
制
約
の
可
能
性
と
し
て
引
き
継
い
で
い
る
。

し
か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
絶
対
的
自
我
は
、U

n-beding-te

す
な
わ
ち
無
制
約
者das

U
nbedingte

で
あ
り
、
主
観
と
客
観
の
根
源
的
な
源
泉
、
思
惟
と
存

在
の
同
一
点
を
意
味
し
て
い
る
。
伝
統
的
に
、
そ
れ
は
自
我
、
そ
れ
も
絶
対
的
自
我
と
い
う
名
で
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
自
我
と
い
う
形
式
に
お

け
る
無
制
約
者
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
こ
の
無
制
約
者
は
、
思
惟
す
る
が
ゆ
え
に
存
在
し
、
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
思
惟
す
る
、
と
い
う
絶
対
的
に
自
由
な
活
動
性
で

あ
り
、
知
に
お
け
る
形
式
と
内
容
、
主
観
と
客
観
の
根
底
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

経
験
的
自
我
で
あ
る
個
別
的
人
間
は
、
こ
の
自
由
な
活
動
性
が
自
己
と
し
て
存
在
す
る
活
動
の
中
で
産
出
さ
れ
た
、
主
客
対
立
の
中
に
あ
る
自
我
で
あ
る
。
こ
の

自
我
は
自
我
と
し
て
産
出
的
で
あ
る
一
方
、
産
出
物
と
し
て
客
観
的
で
あ
り
、
物
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
然
法
則
に
従
う
自
然
的
自
我
で
も
あ
る
。
こ
の
自
我
が
「
こ

の
私
」
と
い
う
一
人
の
自
我
で
あ
る
た
め
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
個
別
的
自
我
が
「
事
実
と
し
て
わ
た
し
は
自
由
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存

在
論
的
構
造
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
産
出
的
で
あ
る
自
我
の
側
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的
な
自
然
の
側
も
実
在

的
で
あ
り
か
つ
単
な
る
機
械
的
法
則
性
に
は
従
わ
な
い
自
由
を
持
つ
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
哲
学
お

よ
び
同
一
哲
学
の
体
系
で
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
、
あ
る
い
は
成
し
遂
げ
た
と
思
っ
た
で
あ
ろ

。

し
か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
自
由
を
、
人
間
存
在
の
本
質
と
し
て
新
た
に
見
据
え
な
お
し
た
。
そ
れ
は
単
に
、
人
間
の
存
在
の
根
本
に
、
絶
対
的
自
由
が
あ

る
と
い
う
よ
う
な
自
由
観
で
は
な
い
。

（
２
）る

（
３
）う

四
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二
、
自
由
論
の
世
界

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
論
期
、
こ
こ
で
は
『
哲
学
と
宗
教P

hilosophie
und
R
eligion

』（1804

）、『
人
間
的
自
由
の
本
質U

eber
das
W
esen

der
m
enschlichen

Freiheit

』（1809
）、『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
私
講
義Stuttgarter

P
rivatvorlesungen

』（1810

）
が
書
か
れ
た
時
期
を
中
心
に
考
え
た
い
。
そ
こ
で
の
世
界
観
に

特
徴
的
な
の
は
、
神
的
な
可
能
世
界
、
経
験
的
な
現
実
世
界
と
い
う
二
分
法
が
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
私
講
義
』
に
お
い
て
は
、
さ

ら
に
「
死
後
の
世
界
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
（V
II,474ff.

）、
本
稿
で
は
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
。

『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
、
神
的
世
界
に
お
け
る
統
一
か
ら
、
人
間
は
自
由
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
・
現
実
世
界
へ
と
「
堕
落
」
しabfallen

、
再
び
歴

史
を
生
き
る
こ
と
を
通
し
て
統
一
へ
と
還
帰
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
神
が
現
実
的
な
全
一
と
な
る
た
め
に
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。

『
人
間
的
自
由
の
本
質
』（
以
下
『
自
由
論
』
と
略
記
）
に
お
い
て
は
、
事
態
は
よ
り
逆
説
的
で
あ
る
。

ま
ず
前
書
き
で
高
ら
か
に
提
示
さ
れ
る
の
は
、
も
は
や
自
然
と
精
神
の
対
立
が
［
彼
自
身
の
自
然
哲
学
お
よ
び
同
一
哲
学
に
よ
っ
て
］
な
く
な
っ
た
以
上
、「
今
や

よ
り
高
い
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
真
の
対
立
が
、
す
な
わ
ち
必
然N

otw
endigkeit

と
自
由Freiheit

の
対
立
が
、
現
れ
出
る
べ
き
時
で
あ
る
」（V

II,333

）
と
い
う
主

張
で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
そ
「
哲
学
の
再
内
奥
の
中
心
点der

innerste
M
ittelpunkt

der
P
hilosophie

」（ebd.

）
と
見
な
す
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
、

「
叙
述
の
仕
方
が
悪
か
っ
た
た
め
不
明
瞭
で
」
あ
っ
た
、
と
珍
し
く
自
ら
批
判
し
て
、
こ
の
対
立
の
解
消
を
、『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
で
果
た
そ
う
と
す
る
。

自
由
論
に
お
い
て
も
、
同
一
哲
学
の
ポ
テ
ン
ツ
論
は
維
持
さ
れ
て
い

。
未
だ
何
も
客
観
化
さ
れ
て
い
な
い
無
規
定
的
な
存
在
者
が
、
や
は
り
自
己
自
身
で
あ
る

こ
と
を
目
指
し
、
無
内
容
だ
が
確
実
な
「
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
次
第
に
コ
プ
ラ
で
結
ば
れ
た
Ａ
は
主
観
方
面
の
Ａ
（
主
語
Ａ
）
と
客
観
方
面

の
Ａ
（
述
語
Ａ
）
と
し
て
区
別
さ
れ
、
主
観
が
自
己
自
身
を
自
己
で
は
な
い
も
の
非
Ａ
す
な
わ
ち
Ｂ
に
お
い
て
見
い
だ
し
（
Ａ=

Ｂ
）、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
自

己
を
高
次
の
立
場
か
ら
自
己
自
身
と
見
な
す
（
Ａ
＝
（
Ａ=

Ｂ
））
と
し
て
自
己
超
出
を
続
け
て
ゆ

。
最
後
に
完
全
に
充
実
し
、
客
観
化
さ
れ
つ
く
し
た
主
観
に

至
る
と
す
る
の
が
ポ
テ
ン
ツ
論
の
基
本
的
な
大
筋
で
あ
る
が
、
こ
の
高
次
の
立
場
に
な
る
こ
と
、
客
観
化
が
進
展
す
る
こ
と
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
ポ
テ
ン
ツ
が
高

揚
す
る
」
と
表
現
す
る
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
ポ
テ
ン
ツ
高
揚
過
程
の
中
に
入
っ
た
存
在
者
、
現
実
態
と
な
っ
た
可
能
態
、
い
っ
た
ん
自
己
客
観
化
し
て
し
ま
っ
た
私
、
自
己
超
出
し
て
し

（
４
）る

（
５
）く



ま
っ
た
私
は
、
も
は
や
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
し
か
持
ち
え
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
こ
の
私
」
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ィ

ヒ
テ
の
絶
対
的
自
我
に
お
け
る
非
我
は
、
自
我
の
内
に
自
我
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
フ
ィ
ヒ
テ
も
、
当
初
の
絶
対
的
自
我
理
論
を
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

。
同
様
に
シ
ェ
リ
ン
グ
も
、「
自
由
と
必
然
の
対
立
」
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
こ
の
ポ
テ
ン
ツ
構
造
の
中
で
は
解
決
し
え
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

『
自
由
論
』
の
中
盤
以
降
、
悪
の
現
実
性
を
述
べ
る
中
で
、
有
名
な
言
葉
が
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
は
未
決
定
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

（V
II,374

）。
こ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
何
か
を
意
志
的
に
判
断
し
な
が
ら
生
き
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
当
然
な
く
、
全
体

で
あ
ろ
う
と
す
る
普
遍
意
志U

niversalw
ille

と
、
個
で
あ
ろ
う
と
す
る
特
殊
意
志Partikularw

ille

、
す
な
わ
ち
人
間
に
お
い
て
は
我
意E

igenw
ille

と
呼
ば
れ
る

意
志
を
、
統
一
さ
せ
て
お
く
か
、
我
意
の
み
を
分
離
さ
せ
て
、
可
能
世
界
全
体
と
し
て
の
「
自
然
の
王
国
」
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
く
か
、
人
間
は
常
に
決
定
を
迫
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
無
意
識
的
、
な
い
し
機
械
的
な
統
一
の
ま
ま
で
は
、
人
間
は
現
実
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
、

「
他
の
誰
で
も
な
い
こ
の
私
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
そ
の
自
由
に
よ
っ
て
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
歴
史
の
王
国
」
に
現
実
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

必
然
性
と
自
由
は
表
裏
一
体
の
も
の
（V
II,384

）
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
発
言
と
、「
絶
対
的
な
必
然
性
は
絶
対
的
な
自
由
で
あ
る
」（E

bd.

）、
と
い
う
発
言
は
、

は
た
し
て
そ
の
ま
ま
一
つ
の
流
れ
の
中
で
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
絶
対
的
自
由
と
絶
対
的
必
然
性
は
同
一
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

神
な
い
し
絶
対
者
、
全
体
者
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、『
自
由
論
』
で
の
人
間
は
、「
必
然
的
に
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
存
在
の
仕
方
し
か
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
。

自
由
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
自
由
で
は
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
も
そ
も
、
自
由
論
の
世
界
も
、
根
源
的
な
も
の
が
、
何
か
で
あ
ろ
う
と
す

る
と
い
う
意
志
を
発
動
し
、
そ
の
際
、
根
源
的
な
も
の
以
外
に
も
、
そ
の
外
に
も
何
も
な
い
の
で
、
そ
れ
は
、
自
己
自
身
を
め
ざ
し
、
自
己
自
身
と
し
て
あ
る
こ
と

を
め
ざ
す
、
と
い
う
存
在
か
ら
存
在
者
の
世
界
へ
の
形
成
と
い
う
、
大
き
な
存
在
論
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
神
的
世
界
、
可
能
的
世
界
な
い
し
は
「
自
然
の

王
国
」
と
、
現
実
的
世
界
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
の
王
国
」
の
形
成
が
順
次
語
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
二
つ
の
世
界
の
ま
さ
に
結
節
点
に
作
ら
れ
た
最
高
の
被
造
物
で

あ
る
人
間
が
、
ま
ず
、『
哲
学
と
宗
教
』
の
言
葉
で
言
え
ば
「
堕
落
」、
す
な
わ
ち
、
神
的
意
志
、
普
遍
的
意
志
と
合
一
し
て
こ
そ
の
存
在
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

（
６
）た
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ず
、
そ
こ
か
ら
、
特
殊
意
志
、
我
意
、
我
性
の
み
を
働
か
せ
、
神
的
世
界
か
ら
自
ら
を
引
き
離
し
て
「
自
分
だ
け
で
あ
ろ
う
と
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
悪

が
生
じ
う
る
よ
う
な
現
実
的
世
界
が
生
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
、「
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
は
何
で
あ
る
の
か
。
し
か
も
そ
の
際
、
人
間
に
は
、「
自
由
の
感

情
が
各
人
に
直
接
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
」（V

II,336

）、
つ
ま
り
、「
私
は
自
由
だ
」
と
感
じ
る
存
在
者
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
現
実
的
世
界
に
お
い
て
も
、
人
間
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、「
未
決
定
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
そ
れ
は
、「
神
は
必
然
的
に
自
己
を
顕

示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
」（V

II,374

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
自
由
で
な
く
て
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
経
験
的
に
は
「
私
は
自

由
だ
」
で
あ
っ
て
も
、
超
越
論
的
に
は
あ
く
ま
で
も
「
私
は
自
由
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
神
で
す
ら
、
隠
れ
た
神
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。

三
、
様
相
の
問
題

こ
の
発
言
の
す
ぐ
あ
と
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
プ
ラ
ト
ン
を
引
用
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
ほ
か
プ
ラ
ト
ン
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
対
す
る
影
響
に
つ

い
て
、
今
日
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
学
生
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
研
究
を
は
じ
め
と
し

、『
メ
ノ
ン
』『
パ
イ
ド
ン
』
等
の

「
想
起
説
」
が
、
知
の
発
生
を
超
越
論
的
に
論
じ
る
際
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
か
な
り
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ

。
し
か
し
、

こ
の
世
に
生
ま
れ
る
以
前
、
シ
ェ
リ
ン
グ
的
に
言
い
か
え
れ
ば
、
超
越
論
的
過
去
に
確
実
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
、
現
世
で
思
い
出
す
、
と
い
う「
想
起
説
」、
ま
し

て
、
世
界
生
成
の
存
在
論
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
真
実
在
の
世
界
と
そ
れ
に
与
か
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
経
験
世
界
と
い
う
構
造
を
と
る
プ
ラ
ト
ン
と
で
は
、
現

実
態
と
可
能
態
の
関
係
が
、
逆
転
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
可
能
性
・
現
実
性
・
必
然
性
と
い
う
様
相
概
念
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
即
し
て
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う

。

シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
も
の
を
引
用
し
た
り
、
名
前
を
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
と
い
っ
て
、
伝
統
的
な
様
相
概
念
を
無
視

し
た
と
は
も
と
よ
り
考
え
ら
れ
な
い
。
様
相
概
念
そ
の
も
の
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
さ
ら
に
中
世
ス
コ
ラ
学
か
ら
、
現
代
の
様
相
論
理
学
ま
で
、
き
わ
め
て
精
緻

で
多
面
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
動
物
部
分
論
』
を
簡
単
に
考
察
し
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
精
密
な
文
献
学
的
・
哲
学
的
先
行
研
究
は
お
そ
ら
く
こ
こ
で
は
必
要
な
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
蔵
書
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
や
研

（
７
）て

（
８
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９
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究
書
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る

、
当
時
の
大
学
哲
学
部
、
神
学
部
で
受
け
た
教
育
以
上
に
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
研
究
し
た
形
跡
は
た
ど
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
実
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
の
関
係
が
、
現
実
性
と
ま
さ
に
こ
の
現
実
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
た
め
の
可
能
性
と
の
関

係
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
原
因
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
語
は
、『
自
由
論
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
意
味
だ
が
）
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
原
因
に
向
か
っ
て

の
知
を
要
求
す
る
の
と
同
様
の
構
造
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

可
能
性
に
は
他
の
も
の
に
も
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
た
だ
一
つ
の
現
実
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
自
然
の
王
国
」
に
お
い
て
は
、
ま
だ
何
で

も
な
い
、
す
な
わ
ち
純
粋
に
可
能
的
な
も
の
が
、「
何
か
」
で
あ
る
こ
と
へ
の
「
憧
憬Sehnsucht

」
を
発
す
る
こ
と
か
ら
、
次
第
に
可
能
的
世
界
が
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
。
そ
れ
が
人
間
に
お
い
て
、（
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、）
二
つ
の
原
理
が
最
高
度
に
働
き
、
神
に
お
い
て
は
分
離
し
え
な
い
原
理
が
、
人
間

と
い
う
存
在
者
に
お
い
て
は
分
離
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
人
間
が
存
在
者
と
し
て
あ
る
た
め
に
は
本
質
的
に
人
間
は
自
由
な
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
自
由
こ
そ
、
世
界
の
現
実
化
、
神
の
十
全
な
自
己
顕
示
の
鍵
で
あ
り
、
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

可
能
性
と
現
実
性
を
結
び
つ
け
る
自
由
。
こ
れ
は
何
な
の

。

四
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
部
分
論
』
第
一
巻
第
１
章

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
動
物
部
分
論
』
冒
頭
で
、
自
然
の
生
成
に
認
め
ら
れ
る
「
目
的
や
始
動
因
の
よ
う
な
多
く
の
原
因
」（639b10

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
ど
れ
が
第
一
の
原
因
で
あ
る
か
に
つ
い
て
「
い
わ
ゆ
る
目
的
の
方
が
第
一
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
概
念
で
あ
り
、
概
念
は
技
術
品
に

お
い
て
も
自
然
物
に
お
い
て
も
は
じ
め
だ
か
ら
で
あ
る
」（ebd.

）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
必
然
性
に
関
し
て
は
、
自
然
物
な
ら
ど
れ
に
つ
い
て
も
同
じ
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
、
と
一
様
に
必
然
性
を
唱
え
る
人
々
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
質
料
が
端
的
に
持
つ
必
然
性
を
主
張
す
る
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子

論
的
必
然
性
を
批
判
し
、
絶
対
的
必
然
性
（
永
遠
の
事
物
、
た
と
え
ば
四
元
素
に
だ
け
あ
る
）
と
条
件
付
き
の
必
然
性
（
家
な
ど
の
技
術
品
と
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
に

あ
る
）
を
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
絶
対
的
必
然
性
と
、
存
在
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
条
件
付
き
の
必
然
性
の
区
別

で
あ
る
。

（
）
１０が

（
）
１１か

八

必
然
的
な
自
由
と
は
何
か
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絶
対
的
必
然
性
は
「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
存
在
す
る
以
上
、
な
い
し
起
こ
っ
た
以
上
、
健
康
と
か
人
間
と
か
が
必
ず
存
在
す
る
」
と
い
う
思
考
方
向
を
取
り
、
ま

た
、「
健
康
と
か
人
間
と
か
は
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
起
こ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
、

条
件
付
き
の
必
然
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
成
す
る
自
然
に
関
し
て
「『
人
の
本
質
は
こ
う
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
人
体
に
は
こ
れ
こ
れ
の
部
分
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
部
分
な
し
に
は
人
は
あ
り
え
な
い
か
ら
』
と
い
う
べ
き
で
あ
る
、
…
中
略
…
ど
ん
な
自
然
物
で
も
み
な
こ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」（639a30f.

）

と
断
言
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
方
の
必
然
性
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
が
、「
目
的
」
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
呼
吸
に
は
こ
れ
と
い
う
目
的
が
あ
り
、

ま
た
こ
の
目
的
に
達
す
る
た
め
に
は
必
ず
こ
れ
こ
れ
の
原
因
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
例
を
挙
げ
た
上
で
、「
あ
れ
が
達
せ
ら
れ
る
べ
き
目
的
だ
と
す
れ
ば
、

必
ず
こ
れ
こ
れ
の
手
段
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
件
付
き
必
然
性
と
、「
事
物
が
こ
う
い
う
状
態
で
あ
り
、
も
と
も
と
こ
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
」、
だ

か
ら
こ
う
な
る
、
と
い
う
絶
対
的
必
然
性
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
生
命
を
保
つ
、
と
い
う
目
的
に
お
い
て
は
、
生
命
を
保
つ
た
め
の
条
件
と
し
て
必
然
的
な
呼
吸
と
、
呼
吸
と
い
う
状
態
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
な

く
て
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
絶
対
的
な
必
然
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（642a30

）。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
必
然
性
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
例
示
か
ら
見
て
、
有
機
体
の
合
目
的
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
命
体
・
有
機
制

に
お
け
る
部
分
と
全
体
の
在
り
方
、
そ
し
て
物
理
的
必
然
性
と
、
目
的
論
的
必
然
性
が
、
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
論
は
ま
ず
、「
全
体
が
全
体
と
し
て
自
己
自
身
で
あ
る
た
め
に
」
と
い
う
、
目
的
が
第
一
の
原
因
と
な
っ
て
展
開

さ
れ
る
有
機
体
の
存
在
論
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
有
機
体
に
は
、
よ
り
強
い
必
然
性
、
実
現
可
能
性
と
し
て
の
可
能
性
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
目
的
と
は
、
シ
ェ
リ

ン
グ
の
言
葉
で
は
「
神
の
完
全
な
、
現
実
的
な
自
己
顕
示
」
で
あ
り
、
有
機
体
特
有
の
自
己
目
的
的
な
も
の
、
自
己
原
因
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
図
式
を
、
そ
の
ま
ま
シ
ェ
リ
ン
グ
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
動
物
部
分
論
』
の
二
つ
の
必
然
性
の
区
別
と
、

「
目
的
」
と
い
う
概
念
に
よ
る
そ
の
両
者
の
統
合
は
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
可
能
世
界
と
現
実
世
界
の
狭
間
か
つ
要
に
あ
っ
て
、
し
か
も
必
然
的
に
自
由
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
人
間
と
い
う
存
在
者
の
在
り
方
を
、
説
明
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
有
効
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



五
、
結

自
己
目
的
性
、
自
己
原
因
性
は
、
有
機
体
の
在
り
方
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
世
界
は
、
単
な
る
モ
ノ
の
世
界
で
は
な
く
、
有
機
制
的
生
命
の
世

界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ま
ず
自
己
目
的
、
自
己
原
因
が
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
自
由
で
あ
る
存
在
者
が
そ
の
世
界

の
目
的
で
あ
り
、
原
因
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
存
在
者
は
、「
現
実
的
に
悪
い
行
為
を
行
う
」
よ
う
な
自
由
な
存
在
者
と
は
か
ぎ
ら
ず
、

ま
ず
は
、「
こ
の
私
」
と
し
て
、
普
遍
意
志
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
特
殊
意
志
を
、
我
意
を
働
か
せ
、「
個
体
性
」
に
至
っ
た
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
私
と
い
う
生
を
め
ざ
す
存
在
者
と
し
て
、
人
間
は
必
然
的
に
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
人
間
が
、
可
能
世
界
で
あ
る
「
自
然
の
王
国
」
か
ら
、
現
実
世
界
・
経
験
世
界
で
あ
る
「
歴
史
の
王
国
」
を
結
び
つ
け
る
接
点
に
必
然
的
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ

の
終
局
が
、「
一
切
中
一
切A

lles
in
A
llem

」（V
II,407

）
で
あ
る
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、「
必
然
的
に
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
可
能

世
界
と
現
実
世
界
の
ま
さ
に
結
節
点
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
可
能
態
・
現
実
態
に
言
及
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
『
動
物
部
分
論
』
だ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
シ
ェ
リ
ン
グ
も
熟
読
し
た
で
あ

ろ
う
『
形
而
上
学
』
の
中
心
部
分
で
あ
る
第
七
―
九
巻
の
実
体
論
の
意
味
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
自
由
論
に
お
い
て
、
人
間
は
、
精
神
で
あ
り
、

人
格
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
我
意
の
み
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
普
遍
意
志
か
ら
自
ら
を
分
離
し
、
か
つ
有
機
的
世
界
全
体
か
ら
自
ら
を
分
離
す

る
意
志
の
働
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
愛
と
呼
ば
れ
る
普
遍
意
志
と
の
合
一
を
結
び
続
け
る
意
志
、
あ
る
い
は
、
合
一
を
呼
び
か
け
る
普
遍
意
志
に
応
え
続
け

る
意
志
、
そ
れ
も
ま
た
愛
の
働
き
で
あ
る
。
動
物
は
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
個
体
的
存
在
者
は
、
こ
う
し
た
分
離
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
た
が
っ
て
意
志
に

よ
っ
て
合
一
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
主
張
で
あ
る

。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
有
機
制
と
し
て
の
世
界
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
、『
動
物
部
分
論
』
の
様
相
概
念
は
、
あ
る
程
度
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
デ
ュ
ナ
ミ
ス
論
を
は
じ
め
と
す
る
、
哲
学
全
体
に
お
け
る
「
様
相
」、「
様
相
論
理
」
の
思
想
史
の
中
で
シ
ェ
リ
ン
グ
思
想
を
理
解
す
る
手
始
め
と
し
て
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
自
由
論
の
世
界
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
も
、
一
面
的
で
は
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
や
り
か
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
）
１２

（V
II,373

）

一
〇

必
然
的
な
自
由
と
は
何
か



一
一

哲
学
・
思
想
論
集
第
三
十
五
号

注
（
１
）
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、Friedrich

W
ilhelm

Joseph
von
Schellings

säm
tliche

W
erke,hrsg.von

K
.F.A
.Schelling,Stuttgart

1856-61

に
よ
り
、
巻
数
（
ロ
ー
マ
数

字
）
ペ
ー
ジ
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
本
文
中
に
割
注
で
示
し
た
。［

］
内
は
引
用
者
の
補
足
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、Fichtes

W
erke,hrsg.von

I.H
.Fichte,B

erlin,1845/46

を
底
本
と
す
るW

alter
de
G
ruyter,B

erlin,1971

に
よ
り
、
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）

ペ
ー
ジ
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
本
文
中
に
割
注
で
示
し
た
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引
用
は
、
岩
波
版
全
集
の
翻
訳
に
従
っ
た
。

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
し
て
は
、
藤
沢
令
夫
『
イ
デ
ア
と
世
界
』、
岩
波
書
店
（
一
九
八
〇
）、
桑
子
敏
雄
『
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
』、
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
九
三
）
を
主
に
参

照
し
た
。

（
２
）
自
己
意
識
の
活
動
と
は
反
省
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
に
対
し
て
「
私
」
が
行
う
把
握
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
事
行
の
自
己
理
解
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
つ
ど
の
経
験
に
お

い
て
、
絶
対
的
自
我
の
あ
り
よ
う
（
絶
対
的
な
知
）
は
、
自
我
に
と
っ
て
反
省
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
自
我
が
は
じ
め
に
何
で
あ
っ
た
の
か
、
す
な

わ
ち
、
単
な
る
全
実
在
性
と
し
て
の
無
制
限
な
自
己
定
立
や
主
観
・
客
観
の
確
信
で
は
な
く
、
～
「
と
し
て
」
と
い
う
形
に
お
い
て
無
制
限
な
も
の
を
写
像
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
絶
対
的
反
省
は
絶
対
者
を
写
像
す
る
。
自
我
は
『
自
己
を
定
立
す
る
「
と
し
て
」』
自
己
を
端
的
に
自
ら
定
立
す
る
。
し
か
し
、
自
己
を
定
立
す
る
活
動
「
と
し

て
」
の
自
我
は
、
絶
対
者
の
映
像B

ild
で
あ
り
、
図
式Schem
a

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
自
我
の
反
省
は
、
生
命
・
現
実
性
・
実
在
・
真
理
の
前
で
は
不
十
分
で
あ

る
。
し
か
し
自
我
は
、
反
省
を
自
己
充
足
す
べ
く
、
無
限
に
突
き
動
か
さ
れ
、
自
己
運
動
を
永
遠
に
継
続
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
自
身
に
関
す
る
自
我
の
反
省
は
、
自
ら
を
映

像
・
図
式
・
影
と
い
っ
た
無
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
根
本
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
自
覚
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
を
し
て
延
々
と
続
く
『
知
識
学
』
講
義
へ
と
進
ま
せ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
は
、
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
が
そ
の
舞
台
と
な
る
。

（
３
）
自
然
哲
学
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
自
然
そ
し
て
自
由
」、『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
三
三
号
（
二
〇
〇
八
）
を
参
照
。

（
４
）
一
八
〇
〇
年
前
後
の
同
一
哲
学
的
構
図
が
自
由
論
期
ま
で
残
り
続
け
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
論
』
北
樹
出
版
（
二
〇
〇
五
）、
二
三
五
頁
を
参
照
。

（
５
）
こ
の
自
己
超
出
の
構
造
に
関
し
て
は
、
高
山
守
『
シ
ェ
リ
ン
グ
―
ポ
ス
ト
「
私
」
の
哲
学
』、
理
想
社
（
一
九
九
六
）
を
参
照
。

（
６
）
注
（
２
）
を
参
照
。

（
７
）F.W

.J.Schelling,” T
im
aeus.“

(1794),H
rsg.von

H
artm
ut
B
uchner

1994.

（
８
）
拙
論
「
ア
ナ
ム
ネ
ー
シ
ス
と
し
て
の
哲
学
―
中
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
想
起
説
」、『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
二
〇
号
（
一
九
九
四
）
を
参
照
。

（
９
）
こ
れ
は
す
で
に
先
例
が
あ
る
。
近
藤
良
樹
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
構
想
力
と
ポ
テ
ン
ツ
論
」（
里
見
軍
之
編
『
ド
イ
ツ
観
念
論
と
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
』
法
律
文
化
社
（
一
九
九
〇
）
所
収
）、

E
rhard

O
eser,D

ie
antike

D
ialektik

in
der
Spätphilosophie

Schellings,W
ien/M

ünchen,1965.

た
だ
し
、
近
藤
論
文
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
前
期
の
自
我
論
に
つ
い
て
、
エ
ー
ザ
ー
は

題
名
通
り
、
後
期
哲
学
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
自
由
論
期
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。。

（

）M
üller-B

ergen,A
nna-L

ena

（H
rsg.

）,Schellings
B
ibliothek.D

ie
Verzeichnisse

von
F.W
.J.Schelllings

B
uchnachlaß,Stuttgart-B

ad
C
annstatt,2007.

こ
れ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ

１０

没
後
、
遺
族
が
そ
の
蔵
書
を
競
売
に
か
け
た
際
の
目
録
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
蔵
書
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
法
学
教
授
で
あ
っ
た
長
男
パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヨ
ゼ

フ
、
教
会
執
事
で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
全
集
を
編
集
し
た
次
男
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
を
は
じ
め
、
知
人
や
弟
子
に
譲
ら
れ
た
も
の
も
多
い
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ



こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
お
よ
び
研
究
書
は
、
冊
数
の
上
で
は
、
カ
ン
ト
や
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。

（

）
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
の
注
解
に
あ
っ
て
は
、
必
然
性
が
、「
可
能
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
実
存
性
」（K

ritik
der
reinen

Vernunft,B
111

）
と
さ
れ
、
可
能
性
と

１１

現
実
性
を
媒
介
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
場
合
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
内
で
も
、
こ
と
に
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
た
だ
主
観
的
に
の
み
総
合
的
」（op.cit,

B
286

）
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ま
さ
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
二
世
界
性
を
さ
ら
に
深
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
自
由
と
必
然
性
の

等
置
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
概
念
に
つ
い
て
は
、
近
藤
良
樹
『
弁
証
法
的
範
疇
論
へ
の
道
程
―
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
』、
九
州
大
学
出

版
会
（
一
九
八
八
）
を
参
照
。

（

）「
人
間
の
退
廃
が
動
物
に
ま
で
な
る
だ
け
な
ら
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
、
人
間
は

動
物
の
下
か
上
に
し
か
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
れ
を
フ
ラ

１２

ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー
の
言
葉
と
し
て
出
典
を
あ
げ
て
い
る
。

一
二

必
然
的
な
自
由
と
は
何
か
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三
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