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本
論
考
は
、
ラ
ズ
ロ
・
テ
ン
ゲ
リ
（
テ
ン
ゲ
ィ
・
ラ
ー
ス
ロ
ー
、László 

Tengelyi

）
の
晩
年
の
業
績
で
あ
る
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
現
象

学
的
形
而
上
学
と
し
て
提
示
す
る
試
み
を
、
彼
の
遺
作
『
世
界
と
無

限
』
第
三
部
に
依
拠
し
、「
超
限
（das Transfinite

）」
と
「
無
限
（das 

U
nendliche

）」
と
い
う
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
い
て
、
無
限

（
無
制
約
者
）
の
認
識
を
標
榜
す
る
理
性
を
、
超
越
論
的
仮
象
に
陥
っ
て

い
る
と
批
判
し
た
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
注
目
す
べ
き
特
徴
の
一

つ
は
、
そ
の
よ
う
に
哲
学
（
史
）
的
に
問
題
含
み
の
無
限
の
認
識
を
肯
定

す
る
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
「
物
」
は
「
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る

理
念
」
す
な
わ
ち
無
限
の
統
一
性
の
理
念
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
、
感
性

的
直
観
の
対
象
で
は
な
い
に
し
ろ
、
範
疇
的
直
観
の
対
象
で
あ
る
と
言
う
。

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
カ
ン
ト
の
警
告
に
反

し
て
、
無
限
の
認
識
を
標
榜
す
る
と
い
う
超
越
論
的
仮
象
に
陥
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
従
っ
て
独
断
的
形
而
上
学
へ
と
逆
行
し
て
い
る
の
で
は

な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
う
る
。
リ
ク
ー
ル
、
デ
リ
ダ
、
ま

た
何
よ
り
も
、
テ
ン
ゲ
リ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
リ
シ
ー
ル
の
フ
ッ

サ
ー
ル
読
解
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
疑
問
の
提
示
が
見
受
け
ら
れ
る（

2
）。

リ

シ
ー
ル
に
よ
る
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
に
精
通
し
て
い
た
テ
ン
ゲ
リ

は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
馴
れ
親
し
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ

る
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
論
を
経
由
す
る
こ
と
で
応
え
る
。
そ
の
際

彼
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
無
限
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と

は
、
全
面
的
に
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
古
典
的
な
形
而
上
学
に
お
け

超
限
と
無
限

―
カ
ン
ト
及
び
カ
ン
ト
ー
ル
を
経
由
す
る
ラ
ズ
ロ
・
テ
ン
ゲ
リ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
論（

１
）

長
坂
真
澄
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る
よ
う
な
存
在
神
学
的
形
而
上
学（

3
）で

は
な
く
、
現
象
学
的
形
而
上
学（

4
）だ

と

言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
な
ぜ
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
論
な
の
か
。
さ
し
あ
た
り
外

面
的
な
理
由
と
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ハ
レ
大
学
勤
務
時
代
に
、
カ

ン
ト
ー
ル
と
議
論
す
る
機
会
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身

が
、
超
限
に
つ
い
て
の
言
及
を
し
て
い
る
こ
と（

5
）な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
よ
り
本
質
的
に
は
、
テ
ン
ゲ
リ
が
カ
ン
ト
ー
ル
を
経
由
す
る
こ
と

に
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
に
反
し
て
、
実
無
限
を
規
定
可
能
な
も
の
と
し

て
数
学
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
最
初
の
人
物
で
あ

る
。
カ
ン
ト
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
弁
証
論
を
非
難
し
、
人
間
理
性

は
認
識
を
或
る
種
の
無
限
、
す
な
わ
ち
超
限
に
ま
で
拡
張
で
き
る
と
し
た
。

た
だ
し
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
無
限
が
超
限
と
し
て
規
定
可
能
で

あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、
規
定
不
可
能
な
絶
対
無
限
を
認
め
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
超
限
は
、
有
限
と
絶
対
無
限
の
間
に
位
置
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
ー
ル
を
経
由
す
る
こ
と
で
開
け
る
の

は
、
カ
ン
ト
の
禁
止
に
反
し
て
、
無
限
に
対
す
る
認
識
を
或
る
程
度
ま
で

拡
張
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
哲
学

の
分
野
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
直
観
概
念
を
拡
張
し
、「
カ
ン
ト
的

意
味
に
お
け
る
理
念
」
の
直
観
を
語
る
姿
と
パ
ラ
レ
ル
を
な
す
の
で
あ
る

（cf. W
U

536

）。
た
だ
し
、
テ
ン
ゲ
リ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
無
限
概
念
を

カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
概
念
と
等
置
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ン
ゲ
リ
が
示

そ
う
と
し
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
論

は
、
い
ま
だ
カ
ン
ト
の
批
判
（
無
限
を
認
識
す
る
と
い
う
標
榜
に
対
す
る
批

判
）
を
克
服
し
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
自
ら
の
試

み
を
も
っ
て
、
無
限
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
語
る
ア

ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
開
か
れ
た
」
無
限
概
念
は
、
カ
ン
ト

の
批
判
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
テ
ン
ゲ
リ
が
示
そ
う
と
す

る
こ
と
の
眼
目
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。

本
論
考
は
、
こ
の
議
論
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
下
の
三
つ
の
段
階

を
辿
る
。
ま
ず
第
一
節
で
、
実
無
限
の
認
識
を
標
榜
す
る
存
在
神
学
的

形
而
上
学
を
カ
ン
ト
が
批
判
す
る
際
、「
網
羅
的
規
定
（durchgängige 

Bestim
m

un

）
6
（g

）」
の
原
則
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に

第
二
節
で
、
カ
ン
ト
ー
ル
が
カ
ン
ト
に
反
し
て
超
限
の
概
念
を
数
学
に
導

入
す
る
と
き
、
ま
さ
に
こ
の
網
羅
的
規
定
の
原
則
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
第
三
章
で
、
テ
ン
ゲ
リ
が
、
網
羅
的
規

定
を
前
提
と
し
な
い
仕
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
無
限
概
念
を
考
察
し
て
い

る
こ
と
を
論
じ
る
。

1	

実
無
限
の
認
識
を
標
榜
す
る
哲
学
に
対
す
る	

カ
ン
ト
に
よ
る
批
判

―
網
羅
的
規
定
の
原
則

カ
ン
ト
の
議
論
に
入
る
前
に
、
歴
史
的
背
景
を
概
観
し
た
い
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
無
限
を
「
可
能
態
（δύναμις

）」
に
お
け
る
も
の

―

仮
無
限
（
可
能
的
無
限
）

―
と
「（
完
全
）
現
実
態
（ἐντελέχεια / 
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ἐνέργεια

）」
に
お
け
る
も
の

―
実
無
限
（
現
実
的
無
限
）

―
と
に

区
別
し
、
さ
ら
に
「
付
加
（π

ρόσθεσις

）」
に
お
い
て
出
現
す
る
無

限
と
、「
分
割
（διαίρεσις

）」
に
お
い
て
出
現
す
る
無
限
と
を
区
別
し

た
（cf. Φ

 Γ 6 206a 14-16;W
U

496

）。
そ
の
上
で
彼
は
、
実
無
限
は
存
在

し
な
い
と
し
、
分
割
に
お
け
る
仮
無
限
の
み
を
認
め
る（

7
）。

し
か
し
な
が

ら
、
他
方
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
動
か
さ
れ
ず
に
動
か
す
者
（τι ὃ 

οὐ κινούμενον κινεῖ
）」

―
す
な
わ
ち
「
無
限
の
力
（δύναμις 

ἄπειρος

）」
を
持
つ
神

―
は
「
現
実
態
（ἐνέργεια

）」
で
あ
る
と

し
、
こ
れ
を
措
定
す
る
こ
と
は
「
必
然
（ἀνάγκη

）」
で
あ
る
と
し
た

（cf. Μ
 Λ

7 1072a 25-26, 1072b 10, 1073a 7-8;W
U

475

）。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
量
的
・
数
学
的
意
味
に
お
い
て
実
無
限
を
否
定
す
る
が
、
動
的
・

形
而
上
学
的
意
味
に
お
い
て
は
、
実
無
限
を
否
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

テ
ン
ゲ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
意
味
の
区
別
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
う
し
た
歴
史
を
打
ち
破
っ
た
の
が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
で
あ
っ
た
（cf. 

W
U

475ff.

）。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
い
て
、
神
が
動
的
・
形
而
上
学
的
意
味

に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
量
的
・
数
学
的
意
味
に
お
い
て
も
無
限
（「
絶

対
的
に
最
大
な
る
も
の
（m

axim
um

 absolutum

）」）
と
捉
え
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
（cf. W
U

477

）。

カ
ン
ト
に
よ
る
超
越
論
的
仮
象
の
批
判
は
、
こ
の
よ
う
に
量
的
・
数
学

的
に
理
解
さ
れ
た
実
無
限
の
批
判
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
誤
謬

推
論
、
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
、
超
越
論
的
理
想
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
被
制
約
的

な
現
象
に
対
し
て
無
制
約
的
な
も
の
の
概
念
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
第

一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
の
批
判
的
解
決
の
箇
所
で
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
。「
も
し
も
『
世
界
は
量
的
に
（der Größe nach

）
無
限
で

あ
る
』、『
世
界
は
量
的
に
有
限
で
あ
る
』
と
い
う
二
つ
の
命
題
を
、
相

互
に
矛
盾
対
立
し
た
も
の
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
人
は
、
世
界
（
現
象
の

全
系
列
）
が
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕

し
か
し
、
私
が
こ
の
前
提
を
捨
て
、
つ
ま
り
こ
の
超
越
論
的
仮
象
を
捨

て
、
世
界
が
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
な
ら
、
二

つ
の
主
張
の
矛
盾
的
対
立
は
、
単
な
る
弁
証
的
対
立
へ
と
変
貌
す
る

〔
…
…
〕」（K

rV
 A

504f.;B
532f.

） 

。
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
超
越
論
的
仮

象
を
、「
物
自
体
の
条
件
と
し
て
の
み
通
用
す
る
よ
う
な
、
絶
対
的
な
全

体
性
（absolut[e] Totalität

）
の
理
念
を
、
現
象
に
適
用
し
た
こ
と
か
ら

生
じ
る
」
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
（K

rV
 A

506;B
534

）。
テ
ン
ゲ
リ

は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
い
直
し
て
い
る
。「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
は
、
無0

制
約
的
な
全
体

0

0

0

0

0

0

と
い
う
概
念
を
、
諸
条
件
の

0

0

0

0

そ
れ
自
体
で
は
不
完
全
な
系

0

0

0

0

0

列0

に
適
用
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
」（W

U
459

）。
数
学
的
・
量
的
な
意
味

に
お
い
て
、
感
性
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
我
々
に
は
（
そ
の
つ

ど
有
限
で
あ
る
よ
う
な
）
仮
無
限
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
我
々
は
実
無
限
を
想
定
し
、
実
無
限
の
概
念
の
規
則
を
（
有
限
と

し
て
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）
仮
無
限
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
我
々
は
、「
純
粋
理
性
の
理
想
」
の
章
に
着
目
し
た
い
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
章
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
無
限
を
認
識
す
る
と
い
う
超

越
論
的
仮
象
の
問
題
を
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
由
来
す
る
「
網
羅
的
規
定
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（om
nim

oda determ
inatio

）
の
原
則（

8
）」

と
結
び
付
け
て
論
じ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「『
す
べ
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
網
羅
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

規
定
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

』（alles E
xistierende ist durchgängig bestim

m
t

）」

（K
rV

 A
573;B

601
） 

と
い
う
原
則
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
原
則
を
、
概

念
に
お
け
る
（
論
理
的
な
）
規
定
と
、
物
に
お
け
る
（
存
在
論
的
な
）
規
定

を
区
別
す
る
指
標
と
し
て
導
入
し
て
い
る
。
概
念
は
矛
盾
さ
え
な
け
れ
ば

可
能
で
あ
る
が
、
物
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
単
に
矛
盾
が
な
い
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
網
羅
的
規
定
の
原
則
に
従
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（cf. K
rV

 A
571;B

599

）。
つ
ま
り
、
物
が
存
在
す
る
と
は
、
こ
の
物
が
持

つ
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
属
性
や
そ
の
程
度
が
、
く
ま
な
く
規
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
た
め
の
基
準
と
な
る
の

が
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
の
完
全
性
を
自
己
の
う
ち
に
持
つ
単
一
の
根
源
的
存

在
、
超
越
論
的
理
想
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
完
全
性
と
い
う
基
準
な
し

に
は
、
物
の
属
性
や
そ
の
程
度
を
規
定
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る（

9
）。

つ

ま
り
、
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
理
想
が
、
物
の
網
羅
的
規
定
を
可
能
と
す
る

た
め
の
超
越
論
的
前
提
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
思
考
の
対
象
と
は
な
り
う
る
が
、
直
観
の
対
象
と
は
な
り
え

な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
理
性
は
そ
れ
を
実
在
す
る
と
決
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
よ
る
、
量
的
・
数
学
的
な
意
味
に
お
け
る
実
無
限
の
存
在
の
否
定
を
、

継
承
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

2	

カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
概
念
と
超
越
論
的
錯
覚

カ
ン
ト
以
降
、
カ
ン
ト
の
批
判
に
対
す
る
異
論
は
少
な
か
ら
ず
提
出
さ

れ
て
き
た
が
、
数
学
者
カ
ン
ト
ー
ル
も
、
異
論
を
発
し
た
一
人
で
あ
っ

た
。
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
カ
ン
ト
の
立
場
を
見
直
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た（

10
）。

論
文
「
一
般
集
合
論
の
基
礎
づ
け
」（1883

）

に
お
い
て
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
規
定
可
能
な
超
限
に
よ
っ
て
、
無
限
へ
と

「
我
々
の
認
識
の
境
界
を
」「
さ
ら
に
拡
張
し
て
も
」
よ
い
と
す
る
。
こ
こ

で
、
超
限
は
絶
対
無
限
と
区
別
さ
れ
、
絶
対
無
限
の
「
象
徴
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
（GA

205 A
nm

. 2;cf. W
U

466

）。
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
の

ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
は
超
限
と
絶
対
無
限
の
区
別
を
考
慮
し
て
い
な
い
と

非
難
す
る（

11
）。

絶
対
無
限
は
、
カ
ン
ト
ー
ル
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
が
語
る

無
限
（
無
制
約
者
）
と
同
じ
く
、
人
間
理
性
が
い
か
に
し
て
も
認
識
し
え

な
い
も
の
で
あ
る
。「
絶
対
者
は
た
だ
承
認
さ
れ
（anerkannt

）
う
る
の

み
で
あ
っ
て
、
決
し
て
認
識
さ
れ
（erkannt

）
え
な
い
」（GA

205 A
nm

. 

2;cf. W
U

475

）。
し
か
し
超
限
ま
で
は
、
認
識
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
彼
は
、
神
を
量
的
・
数
学
的
に
も
無
限
で
あ
る
と
す
る
ク

ザ
ー
ヌ
ス
を
、
自
ら
の
無
限
論
の
先
駆
者
と
見
な
し
（cf. GA

205 A
nm

. 

2;W
U

476
）、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
倣
う
か
の
よ
う
に
、
論
文
「
超
限
論
に
つ

い
て
の
報
告
」（1887f.

）
に
お
い
て
、
神
と
「
絶
対
的

0

0

0

最
大 

（absolutes 

M
axim

um

）」
を
等
置
す
る
（GA

405;cf. W
U

475

）。
超
限
は
こ
の
絶
対

者
の
必
然
性
を
「
指
し
示
す
（hinw

eisen

）」
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
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て
「
神
の
認
識
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
こ
と
の
広
い
領
野
を
満
た
す
」
と

さ
れ
る
（cf. GA

405

）。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
、
神
学
的
・
形
而
上
学
的

信
念
を
も
っ
て
、
量
的
・
数
学
的
実
無
限
を
超
限
と
し
て
規
定
す
る
と
い

う
課
題
を
自
ら
に
課
す
の
で
あ
る
（cf. W

U
438ff., 466

）。
こ
の
意
味
で

カ
ン
ト
ー
ル
の
課
題
は
、
神
の
存
在
証
明
と
い
う
存
在
神
学
の
課
題
に
連

な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
課
題
の
遂
行
に
お
い
て
、
根
底
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、

彼
の
超
限
集
合（

12
）論

に
お
け
る
対
角
線
論
法
で
あ
る
。
こ
の
論
法
は
、
自
然

数
の
集
合
の
濃
度（

13
）に

対
し
て
、
実
数
の
集
合
の
濃
度
が
よ
り
大
き
い
こ
と

（│
ℕ│

<│
ℝ│

）
を
証
明
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
或
る
集
合
に
対
し
て
、
そ

の
冪
集
合
（
す
べ
て
の
部
分
集
合
の
集
合
）
の
濃
度
が
よ
り
大
き
い
こ
と
を

証
明
し
た
り
す
る
た
め
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
原
型
は
「
集
合
論
の

或
る
基
礎
的
な
問
題
に
つ
い
て
」（1890f.

） （GA
278-281

）
に
遡
る
。
こ

こ
で
は
第
一
の
例
を
、
ラ
ド
リ
エ
ー
ル
の
整
理（

14
）に

準
拠
し
て
、
簡
潔
化
し

た
形
で
紹
介
し
た
い
。

こ
の
証
明
は
背
理
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
簡
便
の
た
め

に
、0<

x<
1

で
あ
る
よ
う
な
実
数
x
に
議
論
を
絞
り
、
自
然
数
の
集
合

と
こ
の
実
数
の
集
合
と
の
間
に
、
1
対
1
対
応
が
成
り
立
つ
と
仮
定
す
る

（
こ
れ
を
仮
定
H
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）。
こ
の
と
き
実
数
を
数
え
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
そ
れ
ら
実
数
を
一
覧
表
と
し
て
並
べ
る
こ
と
が
で
き

る
（0.a

11  a
12  a

13  a
14

…, 0.a
21  a

22  a
23  a

24

…, 0.a
31  a

32  a
33  a

34

…, 0.a
41  a

42  a
43  

a
44

…　

a
ij

は
0
か
ら
9
ま
で
の
整
数
）。
こ
こ
で
、
こ
の
一
覧
表
に
あ
る
す

べ
て
の
小
数
と
異
な
る
一
つ
の
小
数
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る

自
然
数
i
に
対
し
て
、
一
覧
表
の
i
番
目
の
小
数
か
ら
、
そ
の
小
数
の

小
数
点
以
下
第
i
番
目
に
お
い
て
異
な
る
よ
う
な
小
数
（0.b

1  b
2  b

3  b
4

…

　

た
だ
しb
i ≠

a
ii  

i
は
あ
ら
ゆ
る
自
然
数
）
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
構
成

さ
れ
た
小
数
は
、
先
の
一
覧
表
の
中
に
は
な
い
数
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
も0<

x<
1

で
あ
る
よ
う
な
実
数
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
の
数
は
、
右
の
実
数
の
集
合
に
属
し
な
が
ら
か
つ
属
さ
な
い

と
い
う
矛
盾
を
生
む
。
ゆ
え
に
、
最
初
の
仮
定
H（
1
対
1
対
応
）
は
廃

棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、0<

x<
1

で
あ
る
よ
う
な
実

数
x
の
集
合
の
部
分
集
合
で
、
自
然
数
の
集
合
と
同
じ
濃
度
の
も
の
が
指

定
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
実
数
の
集
合
が
自
然
数
の
集
合
よ
り
小
さ

い
濃
度
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
今
、
こ
の
実
数
の
集
合
と

自
然
数
の
集
合
の
濃
度
は
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
実
数
の
集
合
は
、
自
然
数
の
集
合
よ
り
も
大
き
な
濃
度
を
持

つ
。
従
っ
て
、
実
数
全
体
の
集
合
も
、
自
然
数
の
集
合
よ
り
大
き
な
濃
度

を
持
つ（│

ℕ│
<│
ℝ│

）。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
角
線
論
法
に
依
拠
し
て
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
無
限

を
数
学
の
対
象
と
し
、
無
限
集
合
を
そ
の
濃
度
に
よ
っ
て
比
較
し
た
り
、

整
列
可
能
な
集
合
と
し
て
並
べ
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
無
限
は

人
間
の
認
識
の
対
象
と
な
っ
た
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
超
限
と
絶
対
無
限
の
区
別
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
ー

ル
は
、
真
に
カ
ン
ト
の
批
判
を
乗
り
越
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
い
に
否
と
答
え
る
の
が
、
リ
シ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
は
、
論
文
「
カ
ン

ト
ー
ル
集
合
論
に
お
け
る
超
越
論
的
錯
覚
に
つ
い
て
」（1986

）（IT

）
に
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お
い
て
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
対
角
線
論
法
を
援
用
し
て
「
仮
象
」
の
パ
ラ
ド

ク
ス
を
構
築
し
た
リ
シ
ャ
ー
ル
の
議
論
を
下
敷
き
に
、
指
摘
す
る
。
背
理

法
の
論
拠
と
な
る
矛
盾
そ
れ
自
体
が
、
実
は
「
超
越
論
的
錯
覚
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
、
と
。
つ
ま
り
矛
盾
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
背
理
法
自
体
が

な
り
た
た
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（cf. IT

113

）。
こ
の
リ
シ
ー
ル
の

批
判
を
理
解
す
る
た
め
に
、
一
九
〇
五
年
に
発
表
さ
れ
た
リ
シ
ャ
ー
ル
の

パ
ラ
ド
ク
ス
を
説
明
し
よ
う
。

リ
シ
ャ
ー
ル
は
ま
ず
、
集
合
E
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
26
文
字
の

フ
ラ
ン
ス
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
か
ら
、
整
数
p 

（p
≥

2

）
に
対
し
て
、
p 

文

字
ず
つ
取
り
出
し
た
文
字
列
の
す
べ
て
の
配
列
を
書
き
出
す
。
さ
て
、
有

限
数
の
文
字
を
用
い
て
書
け
る
す
べ
て
の
文
字
列
か
ら
な
る
表
現
は
、
こ

こ
で
書
き
出
さ
れ
た
一
覧
の
う
ち
に
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

数
の
定
義
を
な
さ
な
い
よ
う
な
文
字
列
の
す
べ
て
を
抹
消
線
で
消
す
と
、

数
の
定
義
で
あ
り
う
る
よ
う
な
文
字
列
か
ら
な
る
配
列
の
み
が
残
る
。
こ

れ
ら
は
、
可
算
集
合
（
自
然
数
と
1
対
1
対
応
を
な
す
集
合
）
を
な
す
。
こ

の
集
合
を
、E
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
リ
シ
ャ
ー
ル
は
議
論

を
簡
素
化
す
る
た
め
に
、
0
と
1
の
間
の
実
数
に
限
っ
て
議
論
を
進
め
る
。

有
限
数
の
文
字
の
列
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
う
る
実
数
を
un
で
あ
ら
わ
し
、

そ
の
数
は
小
数
点
の
第
k
番
目
の
桁
に
数
ank
を
持
つ
と
す
る
（u

n =
0.a

n1  

a
n 2  a

n 3  a
n 4

…
）。
こ
の
と
き
こ
の
集
合
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
数
N
を

形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
整
数
部
分
が
0
で
、
小
数
点
以
下
i
番
目

の
桁
の
数
が
、aii
と
は
異
な
る
bi
で
あ
る
よ
う
な
数
で
あ
る
。
た
と
え
ば

N
=

0.b
1  b

2  b
3  b

4

…
（a

ii < 8, 9 ⇒
b

i =
a

ii +1, a
ii = 8, 9

⇒
b

i =1

）
が
そ
う
で

あ
る
。
さ
て
、
N
は
E
に
属
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
N
が
E
の
n
番
目
の

数
で
あ
っ
た
な
ら
、
小
数
点
以
下
第
n
桁
目
に
ann
を
持
つ
は
ず
で
あ
る

が
、
第
n
桁
目
の
数
は
bn
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
ず
ann
と
異
な
る
数
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
有
限
数
の

文
字
の
列
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
数
の
表
現
か
ら
な
る
集
合

E
に
、N
は
属
さ
な
い
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
上
の
議
論
に
お

い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
以
上
、
集
合
E
に
属
す
と
い
う
矛
盾
が
起
こ
る
か

ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
カ
ン
ト
ー
ル
の
対
角
線
論
法
と
同
様
の
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
ー
ル
の
対
角
線
論
法
で
あ
っ
た
ら
、
矛

盾
が
生
じ
る
た
め
、
最
初
の
仮
定
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

た
（
背
理
法
）。
し
か
し
リ
シ
ャ
ー
ル
の
議
論
は
カ
ン
ト
ー
ル
の
そ
れ
と

は
異
な
る
方
向
へ
向
か
う
。
リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
矛
盾
は
「
仮
象
的
」
で
し

か
な
い
と
言
う（

15
）。

つ
ま
り
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
背
理
法
自
体
が
な
り
た
た
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
議
論
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
。

さ
き
ほ
ど
N
を
定
義
し
た
と
き
に
用
い
た
文
字
列
を
G
と
す
る
。
リ

シ
ャ
ー
ル
は
言
う
。「
G
が
占
め
る
場
所
に
お
い
て
、
G
は
意
味
を
な

さ
な
い
」。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。N

=
0.b

1  b
2  b

3  
b

4
…b

m　

と
し
て
、
こ
の
m
は
い
く
ら
で
も
大
き
く
な
り
う
る
。
当
然

な
が
ら
、
E
が
網
羅
的
に
規
定
で
き
れ
ば
N
も
確
定
で
き
る
。
し
か
し

リ
シ
ャ
ー
ル
は
言
う
。
E
は
「
無
限
数
の
語
（un nom

bre infini de 

m
ots

）」（
つ
ま
り
無
限
数
の
文
字
列
の
列
） 

に
よ
っ
て
し
か
、
完
全
に
は
確

定
さ
れ
え
な
い
。
数
N
を
定
義
す
る
文
字
列
G
は
、
E
が 

「
完
全
に
定
義
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さ
れ
て
（totalem

ent défini

）」
い
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
網
羅
的
に
規

定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際

に
は
、
E
は
完
全
に
は
規
定
さ
れ
え
ず
、
N
の
存
在
は
仮
象
に
す
ぎ
な
い

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

リ
シ
ー
ル
は
問
い
か
け
る
。「〔
対
角
線
〕
論
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
仮

定
H
の
不
条
理
性
は
、
少
な
く
と
も
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
、
私
た
ち

に
考
え
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
可
算
無
限
が
、
ま
さ
に
完
全
に

は
規
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
可
能
性
こ
そ
、

リ
シ
ャ
ー
ル
が
、
彼
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
提
示
に
お
い
て
、
考
察
し
た
こ
と

で
は
な
か
っ
た
か
」（IT

115

）。

リ
シ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
仮
定
H
は
、「
直
観
」
の
不
当
な
使

用
に
基
づ
い
て
い
る
（cf. IT

115

）。
こ
こ
で
彼
が
言
う
「
直
観
」
と
は
、

有
限
集
合
に
対
し
て
我
々
が
持
っ
て
い
る
「
直
観
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
有
限
集
合
に
お
い
て
は
、
要
素
の
網
羅
的
規
定
は
当
然
可
能
で
あ

る
。
カ
ン
ト
ー
ル
は
こ
の
網
羅
的
規
定
の
可
能
性
を
、
無
限
集
合
に
適
用

し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
背
理
法
の
論
拠
と
な
る
矛
盾
を
構
築
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
に
引
用
し
た
、
カ
ン

ト
が
第
一
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
に
関
す
る
批
判
的
解
決
に
お
い
て
述
べ
て
い

た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
超
越
論
的
錯
覚
は
、
実
無
限
の
概
念
の
規
則

を
（
有
限
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）
仮
無
限
に
適
用
す
る
と
き
に
、

生
じ
る
。
リ
シ
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
ー
ル
が
不
当
に
前
提
し
て
い
る
網
羅
的

規
定
を
、
カ
ン
ト
の
語
る
網
羅
的
規
定
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
も
し
も

無
限
集
合
の
要
素
の
網
羅
的
規
定
が
不
可
能
な
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
も
そ

も
背
理
法
に
必
要
な
矛
盾
が
構
成
さ
れ
え
な
い
。
テ
ン
ゲ
リ
は
、
こ
う
し

た
リ
シ
ー
ル
の
議
論
に
依
拠
し
て
議
論
を
進
め 

（cf. W
U

456, 459

）、
カ

ン
ト
ー
ル
の
超
限
と
い
う
考
え
方
は
、
網
羅
的
規
定
可
能
性
の
原
則
と
結

び
付
い
て
い
る
と
す
る
（cf. W

U
544

）。

さ
て
、
カ
ン
ト
ー
ル
自
身
、
す
で
に
一
八
九
〇
年
代
終
わ
り
に
は
、
自

ら
の
超
限
集
合
論
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
見
出
し
て
い
た（

16
）。

そ
の
パ
ラ
ド
ク

ス
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
順
序
数（

17
）

の
シ
ス
テ
ム

Ω
を
考
え
る
。
す
る
と
、
こ
の
Ω
は
整
列
集
合（

18
）

で
あ
る
か
ら
、
Ω
の
順

序
数
（
Ω
に
含
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
順
序
数
に
対
し
て
後
続
す
る
よ
う
な
順
序

数
）
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
Ω
が
す
べ
て
の
順
序
数
の
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
こ
と
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
Ω
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
発
見
は
、
カ

ン
ト
ー
ル
を
挫
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
Ω
は
「
不
整
合
な
多
性

（inkonsistente V
ielheit

）」（
そ
の
全
要
素
の
共
存
が
矛
盾
な
し
に
は
考
え
ら

れ
な
い
多
性
）
な
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
と
見
な
す
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
無
限
に
は
、
超
限
（
超
限
集
合
）
と
、
絶
対
無
限

（
不
整
合
な
多
性
）
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

上
に
見
た
一
八
八
三
年
の
論
考
と
矛
盾
し
な
い
。
超
限
は
絶
対
無
限
そ
れ

自
身
で
は
な
く
、
そ
の
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
。
絶
対
無
限
は
認
識
し
え

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
超
限
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
カ

ン
ト
ー
ル
は
、
超
限
ま
で
は
我
々
の
認
識
の
境
界
を
拡
張
し
て
も
よ
い
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
数
学
に
不
整
合
性
を
導
入
す
る
カ
ン
ト
ー
ル
の
考
え
方
は
、

無
矛
盾
性
を
自
任
す
る
数
学
に
お
い
て
は
受
け
容
れ
ら
れ
難
い
も
の
で
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あ
っ
た
。
ツ
ェ
ル
メ
ロ
は
一
九
〇
八
年
に
発
表
し
た
論
文
で
様
々
な
公
理

を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
論
に
制
限
を

課
す
（cf. W

U
447, 462

）。
こ
の
う
ち
、
す
べ
て
の
順
序
数
の
集
合
の
パ

ラ
ド
ク
ス
を
排
除
す
る
意
味
で
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
分
出
公
理

（A
xiom

 der A
ussonderung

）
で
あ
る（

19
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
ー

ル
の
超
限
集
合
論
か
ら
、
絶
対
無
限
（
不
整
合
な
多
性
）
が
排
除
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
存
在
神
学
的
な
野
望
、
す
な
わ

ち
、
絶
対
無
限
へ
の
架
け
橋
と
し
て
の
超
限
を
規
定
す
る
と
い
う
構
想
は
、

数
学
の
領
野
か
ら
は
除
外
さ
れ
、
パ
ラ
ド
ク
ス
を
回
避
す
る
よ
う
制
限
さ

れ
た
集
合
論
が
、
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

3	

フ
ッ
サ
ー
ル
の「
開
性
」と
し
て
の
無
限
概
念	

―
各
要
素
の
網
羅
的
規
定
を
前
提
し
な
い
無
限
の
直
観

さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
と
言
え
ば
、
彼
は
カ
ン
ト
ー
ル
と
同
様
、

自
然
数
全
体
か
ら
な
る
無
限
集
合
を
、
十
分
に
規
定
可
能
な
無
限
で
あ
る

と
考
え
て
い
た
（cf. H

ua X
II 219f.;W

U
449f.

）。
本
節
で
は
、
テ
ン
ゲ
リ

が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
カ
ン
ト
ー
ル
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
カ
ン

ト
ー
ル
か
ら
差
異
化
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
テ
ン
ゲ
リ

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
現
象
学
の
読
解
者
た
ち
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
超

越
論
的
仮
象
に
陥
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
フ
ッ
サ
ー
ル
を
、
擁
護
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
議
論
の
軸
と
さ
れ
る
の
が
、
上
に
見
た
、
網
羅

的
規
定
の
原
則
で
あ
る
。

ま
ず
テ
ン
ゲ
リ
は
、『
算
術
の
哲
学
』
が
、
数
を
「
経
験
の
範
疇
」
と

し
て
捉
え
る
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る（

20
）。

フ
ッ
サ
ー
ル
に

お
い
て
、
数
の
概
念
は
或
る
具
体
的
な
多
性
の
直
観
に
基
づ
く
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
言
う
。「
い
か
な
る
概
念
も
、
或
る
具
体
的
な
直
観
に
お
け
る

基
づ
け
（Fundierung

）
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（H

ua 

X
II 79;cf. W

U
514

）。
し
か
し
『
算
術
の
哲
学
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
数
概
念
の
発
生
を
、
つ
ま
り
範
疇
の
発
生
を
、
あ
く
ま
で
心
的
行

為
に
基
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、『
論
理
学
研
究
』
に
お
い
て

は
、
範
疇
の
発
生
を
「
行
為
」
で
は
な
く
「
行
為
の
向
か
う
諸
対
象
」
に

基
づ
け
る
と
い
う
宣
言
を
下
す
（cf. H

ua X
IX

/2, 668ff.;W
U

521f.

）。
か

く
し
て
、
感
性
的
所
与
を
越
え
る
対
象
に
、
範
疇
の
発
生
が
基
づ
け
ら
れ

る
と
い
う
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
経
験
の
範
疇

は
、
範
疇
的
直
観
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
て
初
め
て
、
現
象
学
が

直
観
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
も
の
と
な
る
に
至
る
（cf. W

U
530f.

）。
さ

ら
に
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
は
、
テ
ン
ゲ
リ
に
よ
れ
ば
、
無
限
を
め
ぐ
る
現
象

学
の
樹
立
宣
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
「
物
」
を

「
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
無
限
な
現
出
の
連
続
体
（ein allseitig unendliches 

Erscheinungskontinuum

）」、「
カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
理
念
」
と
名

付
け
る
。
物
は
無
限
の
射
影
の
連
続
体
と
し
て
範
疇
的
直
観
に
お
い
て
観

取
さ
れ
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
（cf. W

U
534

）。

こ
こ
で
、
一
九
一
三
年
夏
に
お
け
る
『
論
理
学
研
究
』
の
修
正
稿
も
着

目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
範
疇
的

直
観
が
無
限
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
。「〔
…
…
〕
原
的
に
与
え
る
直
観
（Intuition

）
は
無
限

性
を
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
明
証
性
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。」

（H
ua X

X
/1 19g;cf. W

U
535

）。
無
限
は
空
虚
な
思
考
の
対
象
で
は
な
い
。

そ
れ
は
数
と
同
様
、
経
験
の
範
疇
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル

が
、
カ
ン
ト
ー
ル
と
同
様
、
カ
ン
ト
に
反
し
て
、
或
る
種
の
無
限
に
対
し

て
は
認
識
が
成
り
立
つ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
る
。
と
は
い

え
こ
の
認
識
の
拡
張
は
、
全
く
限
界
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
無
論

な
い
。
範
疇
的
直
観
に
は
、
感
性
的
直
観
に
よ
る
「
基
づ
け
」
を
必
要
と

す
る
と
い
う
「
限
界
（Grenze

）」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（cf. 

W
U

530

）。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
無
限
に
対
す
る
直
観
と
い
う
考
え
方
は
、
特
に
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
読
解
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
い

う
超
越
論
的
仮
象
に
陥
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
て
き
た
。
こ
う
し
た

論
者
の
う
ち
で
も
、
突
出
し
た
綿
密
さ
と
鮮
烈
さ
を
も
っ
て
こ
の
問
題
を

突
い
た
の
が
、
リ
シ
ー
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、

テ
ン
ゲ
リ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
擁
護
す
る
た
め
に
典
拠
と
す
る
の
が
、『
イ

デ
ー
ン
Ⅱ
』
第
三
篇
の
議
論
で
あ
る
。
ま
ず
テ
ン
ゲ
リ
は
、『
イ
デ
ー
ン

Ⅰ
』
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
明
確
に
、
網
羅
的
規
定
の
原
則
を
疑

う
こ
と
な
く
保
持
し
て
い
た
と
認
め
て
い
る
（cf. W

U
542

）。
し
か
し
そ

の
上
で
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
見
方
に
は

変
革
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
言
う
。

こ
こ
で
、
議
論
の
文
脈
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
一
九
一
三
年
に
草
稿
が

書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
第
三
篇
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
自

然
主
義
的
態
度
」
と
対
立
す
る
「
人
格
主
義
的
態
度

0

0

0

0

0

0

0

」（H
ua IV

 183

）

を
導
入
す
る
こ
と
で
、「
物
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
取
扱
い
を
要
請
す

る
「
人
格
と
し
て
の
精
神
」（H

ua IV
 190

）
を
論
じ
る
。
自
然
的
事
物

と
人
格
で
は
、
ま
っ
た
く
異
種
の
「
個
体
性
（Individualität

）」
が
あ
る

と
さ
れ
る
。
自
然
主
義
的
態
度
に
お
い
て
自
然
的
事
物
を
観
察
す
る
と

き
、
そ
の
事
物
が
個
体
化
す
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
何
性
」、
す

な
わ
ち
、
そ
の
物
が
持
つ
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
属
性
や
そ
の
程
度
が
規

定
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は

―
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が

こ
の
術
語
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が

―
網
羅
的
規
定
の
原
則

に
従
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
対
し
て
、
或
る
人
格
を
特
定
し
よ
う
と
し

て
、
そ
の
人
物
が
持
つ
あ
ら
ゆ
る
属
性
（
性
別
、
年
齢
、
性
格
、
体
格
等
）

を
く
ま
な
く
並
べ
挙
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
格
は
汲
み
尽
く

さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
規
定
不
可
能
な
開
性
を
持
つ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
人
格
と
し
て
の
精
神
が
個
体
化
す
る
の
は
、
人
格
主
義
的
態
度
に
お

い
て
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
精
神
が
「
一
回
か
ぎ
り
」
の
も
の
、

「haecceitās

（
こ
れ
性
）」
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
（cf. H

ua IV
 298ff.

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
精
神
を
「
物
」
と
対
置
さ
せ
る
。
物
は
、
自
然
主
義

的
に
だ
け
で
は
な
く
、
人
格
主
義
的
に
も
個
体
化
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
は

ま
さ
に
、
物
が
こ
の
一
回
限
り
の
意
識
の
担
い
手
、
人
格
と
し
て
の
精
神

を
「
遡
示
す
る
（zurückw

eisen

）」
が
ゆ
え
に
で
あ
る
。「
客
観
的
な
物

性
は
、
物
理
学
的
に
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
物
性
は
、〈
こ
れ
〉
と

し
て
は
、
意
識
お
よ
び
意
識
主
観
へ
の
関
係
に
お
い
て
の
み
規
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
規
定
は
、
或
る
〈
こ
こ
〉
と
〈
今
〉
を
遡
示
し
て
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お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
或
る
何
ら
か
の
主
観
も
し
く
は
主
観
の
諸
連
関
を

遡
示
し
て
い
る
」（H

ua IV
 301

）。
こ
の
意
味
に
お
い
て
物
の
個
体
性
は
、

人
格
に
依
存
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
開
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
。「〔
…
…
〕
物
は
〔
…
…
〕
一
挙
に
把
握
で
き

る
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
所
与
性
が
構
成
さ
れ
る
状
態
に
応
じ
て
、

常
に
繰
り
返
し
、
新
た
な
諸
特
性
を
受
け
取
り
う
る
よ
う
な
、
開
か
れ
た

本
質
を
持
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
何
も
の
か
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」（H

ua IV
 299

）。

物
の
こ
う
し
た
「
開
性
」
は
、
世
界
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
。
こ
の
と

き
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
開
性
の
概
念
を
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
に
対
置
す

る
の
で
あ
る
。「
世
界
の
『
無
限
性
』
と
は
、
超
限
的
無
限
性
〔
…
…
〕

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
或
る
『
開
性
』
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」。
こ

こ
で
、
世
界
を
「
超
限
的
無
限
性
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
世

界
を
「
あ
た
か
も
自
ら
完
結
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
、
す
べ
て
を
包

含
す
る
よ
う
な
物
、
あ
る
い
は
、
諸
物
の
閉
じ
ら
れ
た
集
合
体
」
で
あ
る

か
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
だ
と
言
う
（ibid.

）。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の

超
限
的
無
限
性
に
対
し
て
、
世
界
の
「
開
性
」
と
い
う
意
味
で
の
無
限
を

対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
語
る
無
限
の
直
観
は
、
カ
ン
ト
ー
ル
に
よ
る

超
限
と
異
な
り
、
各
要
素
の
網
羅
的
規
定
を
前
提
と
し
な
い
。
そ
の
限
り

に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
網
羅
的
規
定
の
た
め
の
基
準
と
な
る
超
越
論
的
理

想
を
措
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
し
て
テ
ン
ゲ
リ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
無
限
の
現
象
学
を
、
存
在
神
学
的
で
な
い
形
而
上
学
と
し
て
位
置
づ
け

る
の
で
あ
る
。

結
論

以
上
、
実
無
限
の
認
識
を
標
榜
す
る
こ
と
に
対
す
る
カ
ン
ト
に
よ
る
批

判
、
カ
ン
ト
ー
ル
の
超
限
集
合
論
が
陥
る
仮
象
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
無
限
を

め
ぐ
る
現
象
学
を
擁
護
す
る
テ
ン
ゲ
リ
の
議
論
を
、
概
略
的
に
確
認
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
ー
ル
に
対
す
る
親
近
性
と
差
異
が

明
確
に
さ
れ
た
。
両
者
と
も
、
或
る
種
の
無
限
を
認
識
の
対
象
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
ー
ル
が
無
限
集
合
に
お
け
る

要
素
の
網
羅
的
規
定
を
前
提
し
て
い
る
の
に
対
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
無

限
の
統
一
体
で
あ
る
物
を
、
人
格
を
遡
示
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
で
、
未

規
定
的
に
と
ど
ま
る
も
の
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
も
残
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
未
規
定
性
を
含
む

開
性
と
し
て
の
無
限
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
あ
く
ま
で
仮
無
限
で
は
な

く
、
実
無
限
（
直
観
の
対
象
）
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
の
か
。
こ
の
問
い

を
投
げ
か
け
る
な
ら
、
テ
ン
ゲ
リ
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
開
性
は
、
数
学
的
な
実
無
限
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
な
実
無

限
な
の
で
あ
る
と
。
テ
ン
ゲ
リ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
無
限
に
お
い
て
は
十
全

的
な
明
証
性
は
な
く
、
非
十
全
的
な
明
証
性
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ

の
明
証
性
は
、
必
当
然
的
な
明
証
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
無
限
の
明
証

性
は
、
そ
の
要
素
の
す
べ
て
が
網
羅
的
に
規
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
な
い
の
で
あ
る
（cf. W

U
536

）。
我
々
は
こ
の
想
定
さ
れ
る
答
え
に
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対
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
確
か
に
物
は
、
現
象
と
し
て
、
そ
の
必

当
然
的
明
証
性
を
持
っ
て
我
々
に
現
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
知
の
対
象

（
範
疇
的
直
観
の
対
象
）
と
し
て
で
は
な
く
、
信
の
対
象
と
し
て

―
カ
ン

ト
が
超
越
論
的
理
想
を
信
の
対
象
と
捉
え
た
よ
う
に

―
捉
え
る
余
地

も
、
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

21
）。

本
論
考
の
議
論
か
ら
は
ま
た
、
リ
シ
ー
ル
の
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
に
対
し

て
、
テ
ン
ゲ
リ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
擁
護
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ

た
。
た
だ
、
テ
ン
ゲ
リ
自
身
は
、
リ
シ
ー
ル
に
対
峙
す
る
姿
勢
を
打
ち
出

し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
テ
ン
ゲ
リ
は
、
リ
シ
ー
ル
を
も
ま
た
、
実
無
限

を
語
る
現
象
学
者
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る

（cf. W
U

465

）。
こ
の
よ
う
な
努
力
か
ら
、
テ
ン
ゲ
リ
が
、
相
異
な
る
主

張
を
す
る
様
々
な
現
象
学
を
、
自
ら
の
無
限
を
め
ぐ
る
現
象
学
的
形
而
上

学
の
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

テ
ン
ゲ
リ
は
二
〇
一
四
年
に
急
逝
し
た
。
し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以

来
の
哲
学
史
を
包
括
的
に
総
観
す
る
、
テ
ン
ゲ
リ
の
現
象
学
的
形
而
上
学

は
、
彼
の
死
後
出
版
さ
れ
た
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
、
幕
を
開
け
た
ば
か
り

で
あ
る
。

凡
例引

用
文
中
の
強
調
は
す
べ
て
原
文
に
属
す
。〔 

〕
内
の
付
記
は
引
用
者
に
よ
る
。

Φ
: A

ristoteles ’ Physik, H
ans Günter Zekl 

（hrsg.

）, H
am

burg: Felix M
einer, 

1987. 

M
: A

ristoteles ’ M
etaphysik, H

erm
ann B

onitz, H
orst Seidl 

（hrsg.

）, 

H
am

burg: Felix M
einer, 1989. 

K
rV

: K
ritik der reinen Vernunft, in: A

kadem
ie-A

usgabe; G
esam

m
elte 

Schriften, hrsg. von der K
öniglich P

reußischen der W
issenschaften, 

Bd. 3, 4, Berlin: Reim
er, 1910ff. 

GA
: G

eorg Cantor, Ernst Zerm
elo 

（hrsg.

）, G
esam

m
elte A

bhandlungen 

m
athem

atischen und philosophischen Inhalts, Berlin: Springer, 1932. 

H
ua: E

dm
und H

usserl, H
usserliana, D

en H
aag: N

ijhoff / D
ordrecht, 

Boston, London: K
luw

er A
cadem

ic / D
ordrecht: Springer, 1950ff. 

IT: M
arc R

ichir, « D
e l ’illusion transcendantale dans la théorie cantorienne 

des ensem
bles », A

nnales de l ’Institut de Philosophie et de Sciences 

Sociales de l ’U
. L. B, 1986, pp. 93-118. 

W
U

: L
ászló T

engelyi, W
elt und U

nendlichkeit – Z
um

 P
roblem

 

phänom
enologischer M

etaphysik, Freiburg – M
ünchen: K

arl A
lber, 

2014. 

注（
1
） 

本
論
考
は
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
日
本
現
象
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
け
る
口

頭
発
表
「
超
限
と
無
限
：
カ
ン
ト
ー
ル
を
経
由
す
る
テ
ン
ゲ
ィ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
論
」

（
要
旨
：『
現
象
学
年
報
』
三
二
号
、 

二
〇
一
六
年
、
五
一
頁
）
を
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
テ
ン
ゲ
リ
の
名
を
「
テ
ン
ゲ
ィ
」
と
表
記
）。
二
〇

一
六
年
三
月
、
日
仏
哲
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
無
限
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ー
：
リ
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シ
ー
ル
の
カ
ン
ト
ー
ル
読
解
を
考
察
す
る
」（
要
旨
：『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研

究
』
二
一
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
一
五
頁
）
の
内
容
も
一
部
含
む
。

（
2
） 

リ
ク
ー
ル
の
論
考
「
カ
ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
」（1954-55

）（Paul R
icœ

ur, À
 

l ’école de la phénom
énologie [1986], Paris: Vrin, 2004

）
を
参
照
。
デ
リ

ダ
は
『
声
と
現
象
』（Jacques D

errida, L
a voix et le phénom

ène, Paris: 

PU
F, 1967

）
に
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
理
想
」
概
念
に
着
目
し
、
カ
ン
ト
的
意

味
に
お
け
る
理
念
と
し
て
問
題
化
し
て
い
る
。
リ
シ
ー
ル
は
『
空
想
・
想
像
・
情

動
性
』（M

arc R
ichir, Phantasia, im

agination, affectivité, Grenoble: 

M
illon, 2004

）
に
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
間
主
観
性
の
現
象
学
』
を
め
ぐ
る
草
稿

（H
ua X

III-X
V

）
の
読
解
に
基
づ
き
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
理
想
を
措
定
し

て
い
る
と
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

（
3
） 

カ
ン
ト
は
神
学
を
「
自
然
的
神
学
」
と
「
超
越
論
的
神
学
」
と
に
分
類
し
、
さ
ら

に
後
者
を
、
根
源
的
存
在
体
の
実
在
を
経
験
一
般
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
「
宇

宙
神
学
（K

osm
otheologie

）」
と
、
経
験
の
助
け
を
借
り
ず
に
導
出
し
よ
う
と
す

る
「
存
在
神
学
（O

ntotheologie

）」
に
分
類
し
た
（cf. K

rV
 A

632;B
660

）。
こ

の
存
在
神
学
が
取
り
組
む
の
が
、
神
の
実
在
の
存
在
論
的
証
明
で
あ
る
（cf. K

rV
 

A
590;B

619

）。
特
に
デ
カ
ル
ト
（『
方
法
序
説
』、『
省
察
』、『
哲
学
原
理
』）
の
証

明
が
知
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
存
在
神
学
を
、
理
性
の
超
越
論
的
錯
覚

に
陥
っ
て
い
る
と
断
じ
た
。
テ
ン
ゲ
リ
は
、
カ
ン
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
て
「
存
在
神

学
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
（cf. W

U
130

）。

（
4
） 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
い
て
、
自
体
的
な
も
の
（
物
自
体
と
し

て
の
客
体
）
を
盲
目
的
に
措
定
す
る
形
而
上
学
を
独
断
的
形
而
上
学
と
し
、
そ
れ
に

対
し
て
、
現
象
学
的
に
獲
得
さ
れ
る
「
究
極
的
な
存
在
認
識
」
と
し
て
の
形
而
上
学

を
、
自
ら
の
課
題
と
す
る
（cf. H

ua I 166, 182

）。
テ
ン
ゲ
リ
は
、
後
者
を
現
象

学
的
形
而
上
学
と
捉
え
る
。

（
5
） 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
（cf. H

ua X
X

V
 

52;W
U

507

）、
ま
た
、
本
論
第
三
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
に
お

い
て
、「
超
限
」
概
念
に
言
及
し
て
い
る
。

（
6
） 

こ
の
語
は
「
汎
通
的
規
定
」
と
い
う
訳
語
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、「
属

性
や
そ
の
程
度
が
く
ま
な
く
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
が
伝
わ
り
や
す
い
「
網

羅
的
規
定
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
た
。
詳
し
く
は
第
一
節
を
参
照
。

（
7
） Cf. Φ

 Γ6 206a 7; Μ
 Κ

10 1066b 11-12;W
U

476

。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
こ

と
を
『
自
然
学
』
第
三
巻
第
五
章
で
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
議
論
は
、
第

六
巻
で
連
続
体
が
定
義
さ
れ
る
と
き
、
初
め
て
明
確
に
論
拠
づ
け
ら
れ
る
（cf. 

W
U

495

）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
連
続
体
と
は
無
限
に
分
割
可
能
な
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
分
割
不
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（cf. 

Φ
 Ζ1 231a 24-25, Ζ2 232a 24

）。
連
続
体
（
無
限
に
分
割
可
能
な
も
の
）
が
、
分

割
不
可
能
な
も
の
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
時
間
も
連
続
体
（
す
な
わ
ち
無
限
に
分
割
可
能
な
も
の
）
で
あ
る
た
め
、
無

限
分
割
に
か
か
る
時
間
も
無
限
と
な
る 

（cf. Φ
 Ζ2 233a 22-30;W

U
489f., 496

）。

し
か
し
こ
の
無
限
は
、
あ
く
ま
で
可
能
態
に
お
け
る
無
限
な
の
で
あ
る
（cf. Φ

 Θ
8 

263b 6-9

）。

（
8
） Cf. W

U
542.

『
形
而
上
学
序
説
』
第
八
節
を
参
照
。G

ottfried W
ilhelm

 

Leibniz, U
lrich Johannes Schneider

（hrsg.

）, M
onadologie und andere 

m
etaphysische Schriften, H

am
burg: M

einer, 2002, pp. 18-21.

（
9
） 

カ
ン
ト
は
言
う
。「
理
念
が
規
則
を
与
え
る
の
と
同
様
に
、
理
想
〔
…
…
〕
は
、
原

像
と
し
て
、
模
像
の
網
羅
的
規
定
の
た
め
に
役
立
つ
」（K

rV
 A

569;B
597

）。
別

の
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
理
想
は
、「
不
完
全
な
も
の
の
度
合
い
や
不
足
を
評
価
し
測

定
す
る
た
め
」
の
「
基
準
」
と
し
て
役
立
つ
と
さ
れ
る
（ibid.

）。

（
10
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
点
（
不
可
分
な
も
の
）
の
集
合
か
ら
線
（
連
続
体
）
は
で
き

な
い
と
考
え
た
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
実
数
の
集
合
を
、
線
上
に
並
ぶ
無
限

の
点
の
集
合
と
し
て
示
す
（cf. GA

190ff.;W
U

499

）。
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（
11
） Cf. GA

176. 

さ
ら
に
「
実
無
限
に
関
す
る
様
々
な
立
場
に
つ
い
て
」（1885

）
に
お

い
て
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
、
二
つ
の
実
無
限
、「
絶
対
者
（das A

bsolute

）」（
絶
対

無
限
）
と
「
超
限
」 

の
区
別
を
唱
え
る
（cf. GA

375 ; W
U

460f.

）。

（
12
） 「
集
合
（M

enge

）」
の
定
義
は
「
一
般
集
合
論
の
基
礎
付
け
」（1883

）
の
注
釈
に

お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
（cf. GA

204, A
nm

. 1; cf. W
U

467

）
が
、
こ
の
定
義
は

さ
ら
に
「
超
限
集
合
論
の
基
礎
付
け
へ
の
寄
与
」（1895/1897

）
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。「
集
合
と
い
う
こ
と
で
我
々
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の
直
観
あ
る
い
は
思
考
の
諸
対
象
、
つ
ま
り
、
規
定
さ
れ
、
互
い
に
十

分
に
区
別
さ
れ
た
諸
対
象
m
（
こ
れ
は
M
の『
要
素
』と
名
づ
け
ら
れ
る
）
か
ら
な

る
、
或
る
全
体
へ
の
、
あ
ら
ゆ
る
統
合
（Zusam

m
enfassung

）
の
こ
と
で
あ
る
」

（GA
282;cf. W

U
442f.

）。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
集
合
の
定
義
そ
れ
自
体
に
、
要
素
の

網
羅
的
規
定
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。　

（
13
） 

有
限
集
合
の
場
合
の
要
素
の
個
数
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
集
合
の
密
度
を
表
す
た
め

に
、
カ
ン
ト
ー
ル
は
「
濃
度
（M

ächtigkeit

）」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
無
限
集

合
を
互
い
に
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

（
14
） C

f. Jean Ladrière, « Les lim
ites de la form

alisation » 

（in: Jean 

Piaget 

（dir.

）, E
ncyclopédie de la pléiade, L

ogique et connaissance 

scientifique, Paris: Gallim
ard, 1967, pp. 312-333

）, pp. 321sq.

（
15
） Jules R

ichard, « Les principes des M
athém

atiques et le problèm
e des 

ensem
bles », R

evue générale des Sciences pures et appliquées, vol. 

16,  no. 12, 1905, p. 12.

（
16
） 

一
八
九
九
年
七
月
二
八
日
付
け
の
デ
デ
キ
ン
ト
宛
の
手
紙
を
参
照
（cf. GA

443 

-451;W
U

461

）。

（
17
） 

順
序
数
と
は
、
集
合
が
整
列
集
合
（
次
注
参
照
）
で
あ
る
と
き
、
集
合
に
お
け
る
要

素
の
特
性
の
み
を
捨
象
し
、
並
び
方
は
捨
象
し
な
い
時
に
、
そ
の
並
び
方
を
あ
ら
わ

す
数
で
あ
る
。

（
18
） 

整
列
集
合
と
は
、
第
一
の
要
素
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
残
っ
た
要
素
の
中
か

ら
、
第
二
、
第
三
の
要
素
と
、
要
素
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
先
に
選
ば
れ
た
要
素
に

対
し
て
後
続
す
る
最
初
の
要
素
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
集
合
を
指
す
。

（
19
） Ernst Zerm

elo, „U
ntersuchung über die Grundlagen der M

engenlehre. 

I. “, in: M
athem

atische A
nnalen 65, 1908, S. 261–281. 

分
出
公
理
は
、
ツ
ェ

ル
メ
ロ
が
カ
ン
ト
ー
ル
の
前
提
し
て
い
た
内
包
原
理
に
代
わ
っ
て
導
入
す
る
も
の
で

あ
る
。
内
包
原
理
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。「
任
意
の
条
件
F
に
対
し
て
、

そ
の
要
素
が
ち
ょ
う
ど
条
件
F
を
満
た
す
も
の
か
ら
な
る
よ
う
な
、
集
合{x:F

（x

）}

が
存
在
す
る
」。
こ
の
原
理
に
従
う
な
ら
、
た
と
え
ば
条
件
F
を
「
順
序
数
で
あ
る

こ
と
」
と
す
る
と
、
集
合{x:F

（x

）}

は
Ω
と
な
り
、
不
整
合
性
を
含
ん
で
し
ま
う
。

ツ
ェ
ル
メ
ロ
は
こ
の
よ
う
な
内
包
原
理
を
退
け
、
こ
の
原
理
を
制
限
し
て
得
ら
れ
る

分
出
公
理
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。「
任
意
の
集
合
m

と
m
に
対
し
て
確
定
的
な
任
意
の
条
件
F
に
対
し
て
、
そ
の
要
素
が
ち
ょ
う
ど
、
F

を
満
た
す
m
の
要
素
で
あ
る
よ
う
な
集
合
が
存
在
す
る
」。
こ
こ
で
「
条
件
F
が
m

に
対
し
て
確
定
的
で
あ
る
」
と
は
、「
m
の
各
要
素
c
に
対
し
て
、
c
が
F
を
満
た

す
か
満
た
さ
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
中
間
の
場
合
が
な
い
」
こ
と
を
指
す

（cf. M
arcus Giaquinto, T

he Search for C
ertainty, N

ew
 York: O

xford 

U
niversity Press, 2002, p. 120

）。
た
と
え
ば
条
件
F
を 

「
順
序
数
で
あ
る
こ

と
」
と
す
る
場
合
、
集
合{x:F

（x

）}

に
対
し
て
F
は
確
定
的
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、

分
出
公
理
に
よ
り
パ
ラ
ド
ク
ス
を
生
み
出
す
よ
う
な
条
件
を
回
避
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
20
） 

こ
の
よ
う
な
数
の
捉
え
方
は
、
数
を
集
合
間
の
相
等
性
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
立

場
（
デ
デ
キ
ン
ト
、
カ
ン
ト
ー
ル
、
フ
レ
ー
ゲ
）
と
対
立
す
る
。
集
合
同
士
の
相
等

性
に
お
い
て
は
、
集
合
の
別
の
集
合
に
対
す
る
関
係
の
み
が
捉
え
ら
れ
て
い
る 

（cf. 

H
ua X

II 111, 116;W
U

519

）。
そ
れ
に
対
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
数
を
具
体
的
な

現
象
に
基
づ
く
諸
単
位
か
ら
な
る
多
性
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
（cf. H

ua X
II 

117;W
U

512
）。
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（
21
） 
物
を
信
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
論
者
は
幸
運
に

も
、
テ
ン
ゲ
リ
と
意
見
交
換
す
る
機
会
を
複
数
回
持
っ
た
（
テ
ン
ゲ
リ
は
論
者
の
修

士
論
文
、
博
士
論
文
の
指
導
教
員
で
あ
り
、
さ
ら
に
論
者
は
博
士
論
文
に
お
い
て

「
信
」
を
主
題
と
し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
）。
た
だ
し
、
テ
ン
ゲ
リ
に
と
っ
て
、

哲
学
は
あ
く
ま
で
知
の
活
動
で
あ
り
、
範
疇
的
直
観
を
信
に
置
き
換
え
る
と
い
う
考

え
は
、
受
け
容
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。


