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ヘ
l
ゲ
ル
哲
学
史
に
於
け
る
論
理
と
歴
史

西

2~ 

義

夫

一
ヘ

l
ゲ
ル
『
哲
学
史
講
義
』
成
立
の
背
景

へ
ー
ゲ
ル
は
哲
学
史
の
講
義
を
九
度
繰
り
返
し
、
そ
の
期
間
は
イ
ェ

i
ナ
後
期
の
一
八

O
五
年
か
ら
彼
の
死
の
直
前
に
ま
で
及
ん
で

へ
l
ゲ
ル
自
身
が
哲
学
史
の
著
書
を
出
し
た
こ
と
は
な
い
。
ヘ

l
ゲ
ル
は
出
版
の
た
め
自
身
の
講
義
ノ

l
卜
を
推
敵
し
て
い

(
2
)
 

た
と
言
わ
れ
る
が
、
十
度
目
の
講
義
中
に
襲
わ
れ
た
コ
レ
ラ
の
た
め
そ
れ
も
不
可
能
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
各
種
の
全
集
に
収

い
る
が

め
ら
れ
て
い
る
『
哲
学
史
講
義
』
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
没
後
弟
子
達
が
イ
ェ

l
ナ
大
学
等
で
の
へ

l
ゲ
ル
の
講
義
原
稿
と
白
八
万
遠
の
筆
記

ノ
ー
ト
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
編
者
に
よ
れ
ば
、

(
3
)
 

っ
て
行
っ
た
と
言
わ
れ
る
所
か
ら
見
て
、

へ
l
ゲ
ル
は
後
の
講
義
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
イ
ェ

l
ナ
期
の
原
稿
に
帰

ヘ
l
ゲ
ル
自
身
の
著
書
に
比
べ
て
そ
の
思
想
を
忠
実
に
伝
え
て
い
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
『
講
義
』

の
編
集
の
仕
方
か
ら
見
れ
ば
細
部
に
つ
い
て
不
明
確
な
点
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
全
集
版
の
編
者
ミ
シ
ュ
レ
や

(
4
)
 

ロ
l
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
哲
学
史
全
体
の
骨
悟
は
イ
エ
|
ナ
時
代
に
既
に
出
来
上
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
時

期
に
は
へ

l
ゲ
ル
の
最
初
の
哲
学
的
著
童
円
で
あ
り
、

へ
l
ゲ
ル
哲
学
の
全
貌
を
准
浮
な
筆
致
で
示
す
『
精
神
現
象
学
』
が
刊
行
さ
れ
て

お
り
、
過
去
「
二
五

O
O年」

の
哲
学
史
と
そ
の
持
尾
を
飾
る
べ
き
自
己
の
哲
学
が
両
々
確
立
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事



2 

情
は
へ

i
ゲ
ル
哲
学
史
に
於
け
る
論
理
と
歴
史
と
の
関
係
を
解
明
す
る
鍵
を
与
え
て
い
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
哲
学
史
に
於
け
る
論
理

と
歴
史
及
び
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
在
意
を
向
け
て
行
き
た
い
。

(ニ)
哲
品同

千

史
の
地
位

哲
学
史
と
い
う
哲
学
の
一
領
域
に
対
す
る
評
価
が
高
ま
っ
た
の
は
へ

l
ゲ
ル
以
降
優
れ
た
哲
学
史
家
が
陸
続
し
た
た
め
で
あ
り
、

/¥ 

ー
ゲ
ル
以
前
に
は
そ
の
地
位
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、

へ
l
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
哲
学
史
は
諸
哲
学
者
の
「
意
見
」
の
枚
挙
と
し

て
の
「
意
見
の
画
廊
」
乃
至
侮
蔑
的
に
「
阿
呆
の
画
廊
」
、
「
昏
迷
の
画
廊
」
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
言
う
「
意
見
」

Z
2ロロロ
m

な
る
も
の
は
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
哲
学
者
に
よ
り
相
違
す
る
の
は
勿
論
、
対
立
矛
盾
す
る
こ
と
も
屡
々
で

(

2

)

(

3

)

 

あ
る
か
ら
、
哲
学
史
は
相
戦
う
騎
士
の
「
武
勇
伝
」
あ
る
い
は
「
た
だ
死
者
の
屍
で
蔽
わ
れ
た
戦
場
」
と
も
見
ら
れ
、
全
く
哲
学
の
努
力

の
空
し
さ
の
み
を
証
明
す
る
に
過
、
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
の
さ
れ
方
に
よ
っ
て
は
哲
学
は
空
し
い
の
み
な
ら
ず
、
雑
多

な
意
見
の
中
で
自
己
の
規
定
(
使
命
)
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

(
4
)
 

へ
l
ゲ
ル
は
右
の
よ
う
な
「
通
俗
的
見
解
」
を
顛
倒
し
、
哲
学
史
を
「
思
惟
的
理
性
の
英
雄
達
の
画
廊
」
、
「
神
像
を
ま
つ
る
パ
ン
テ
オ

(

5

)

1

(

6

)

 

ン
」
、
「
絶
対
者
に
関
す
る
発
見
の
歴
史
」
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
ま
た
諸
々
の
哲
学
の
多
様
性
や
対
立
と
い
っ
た
、
通
俗
的
見
解
を

(
7
)
 

混
乱
さ
せ
る
事
態
を
も
哲
学
史
に
と
っ
て
「
本
質
的
な
」
、
「
必
然
的
な
」
規
定
と
把
握
し
、
多
様
性
、
特
殊
性
を
嫌
い
、
統
一
性
、
普

遍
性
に
固
執
す
る
屈
理
屈
屋
を
、
様
々
な
果
実
を
果
物
(
果
実
そ
の
も
の
)

で
は
な
い
と
し
て
食
べ
な
い
病
人
に
た
と
え
て
い
る
。
無

(
8
)
 

論
へ

l
ゲ
ル
も
通
俗
的
見
解
と
同
様
、
「
真
理
は
唯
一
で
あ
る
」
と
り
7

「
理
性
の
本
能
」
に
基
づ
く
「
克
服
し
難
い
信
仰
」
を
出
発
点

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
進
ん
で
、
真
理
と
い
う
唯
一
の
源
泉
か
ら
多
様
な
万
物
が
生
成
す
る
の
を
論
証
し
て
み
せ
る
こ
と
を



自
己
の
課
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(三)

哲

言
の
概
念

哲
学
史
は
以
上
の
知
く
「
神
殿
」
や
「
英
雄
達
の
画
廊
」
と
比
喰
的
に
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
か
ら
判
る
よ
う
に
、
哲
学
史
は
、
プ

ラ
ト
ン
的
表
現
で
は
、
主
観
的
な
意
見
臆
見
号

E
の
集
積
で
は
な
く
、
知
識

8
2芯
目
。
の
体
系
と
し
て
そ
れ
自
身
学
問
的
で
あ
り
、

へーゲル哲学史に於ける論理と歴史

哲
学
と
り
フ
学
問
に
す
ら
な
る
こ
と
、
よ
り
端
的
に
は
、
「
哲
学
史
の
研
究
こ
そ
即
ち
哲
学
そ
の
も
の
の
研
究
で
あ
る
」
こ
と
が
主
張
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
命
題
の
解
明
を
以
下
で
行
っ
て
み
た
い
。

(
2
)
 

先
ず
、
哲
学
史
と
い
う
概
念
は
「
内
的
矛
盾
」
を
は
ら
む
と
言
わ
れ
る
。
「
哲
晶
子
」
と
「
歴
史
」
と
は
、

一
方
が
永
遠
不
変
の
必
然
的

真
理
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
他
方
は
偶
然
的
な
個
々
の
出
来
事
を
対
象
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
相
矛
盾
す
る
と
言
わ
れ
、

哲
学
を
歴
史
の
場
で
把
え
る
と
は
必
然
的
な
も
の
を
偶
然
的
な
も
の
に
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
じ
哲
学

史
が
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
学
問
と
し
て
の
哲
学
史
は
瓦
解
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
が
、

へ
i
ゲ
ル
は
矛
盾
を
理
論

体
系
か
ら
排
除
す
る
悟
性
的
立
場
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
矛
盾
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
と
い
う
か
、
矛
盾
こ
そ
理
論
形
成
の
原
動

力
と
し
て
い
話
。
相
矛
盾
す
る
も
の
を
包
蔵
し
つ
つ
、
そ
れ
を
自
己
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
止
揚
し
な
が
ら
自
己
を
維
持
発
展

す
る
所
に
へ

l
ゲ
ル
哲
学
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
へ

i
ゲ
ル
哲
学
史
は
一
つ
の
「
応
用
論
理
学
」
と
し
て
、
単
に
歴
史
を
境

位
と
す
る
の
み
で
は
な
く
、
歴
史
そ
の
も
の
を
哲
学
の
境
位
に
於
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
学
問
(
哲
学
)
と
し
て
成
立
す
る
も
の

(

4

)

(

5

)

 

で
あ
り
、
哲
学
史
と
は
正
確
に
は
「
哲
学
史
の
哲
学
」
で
あ
る
。
哲
学
史
理
解
の
た
め
に
は
、
へ

i
ゲ
ル
も
言
う
よ
う
に
、
第
一
に
哲

3 

学
そ
の
も
の
の
定
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
講
義
』
の
「
結
論
」
で
は
、
哲
学
と
は
「
不
変
に
、
永
遠
に
、
即
且
対
自
的



4 

(
6
)
 

に
存
在
す
る
も
の
の
認
識
」
、

(

7

)

(

8

)

 

「
普
遍
的
内
容
と
し
て
全
ゆ
る
存
在
で
あ
る
思
想
」
、
「
具
体
者
の
発
展
の
認
識
」
等
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
最
後
の
規
定
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
た
め
、

」
れ
に
依
っ
て
哲
学
、
哲
学
史
の
概
念
を
示
し
た
い
。

「
発
展
」
と
い
う
術
語
に
は
小
論
の
観
点
か
ら
す
る
と
時
間
的
発
展
と
論
理
的
発
展
と
が
考
え
ら
れ
、
前
者
が
歴
史
、
後
者
が
哲
学

的(
歴(イ)論
史時理
」間)

と的に
は発該
「展当
哲にす
学つる
のい O

内て

そ
の
も
の

哲
学
の
時
間
的
発
展
(
歴
史
)
に
つ
い
て
は
「
内
的
歴
史
」
と
「
外
的
歴
評
と
が
区
別
さ
れ
、

内

の
歴
史
で
あ
り
、
「
外
的
歴
史
」
と
は
哲
学
者
個
人
や
諸
学
派
の
興
隆
衰
退
と
い
っ
た
外
面

的
事
実
の
歴
史
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、

へ
ー
ゲ
ル
は
『
講
義
』

の
本
文
で
「
外
的
歴
史
」
を
「
内
的
歴
史
」
に
先
行
さ
せ
て
い

る
0

「
内
的
歴
史
」
、
「
外
的
歴
史
」
を
時
間
論
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
と
こ
の
哲
学
史
に
於
け
る
歴
史
性
の
意
味
が
明
確
化
さ
れ

得
る
と
言
え
る
。

ヘ
i
ゲ
ル
が
時
間
論
を
集
中
的
に
展
開
し
て
い
る
の
は
『
工
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
l
』
の
「
自
然
哲
学
」
の
官
頭
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
於
い
て
も
先
の
内
的
、
外
的
歴
史
に
対
応
す
る
こ
つ
の
時
聞
が
説
か
れ
て
い
る
。
「
自
然
哲
学
」
と
は
哲
学
体
系
の
中
で
「
他

在
〔
本
来
の
姿
を
失
っ
た
き
に
於
け
る
理
念
の
学
)
」
(
[

〕
内
は
訳
者
に
よ
る
)
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
理
念
の
疎
外
態
と
し
て
の

自
然
を
対
象
と
し
て
い
る
。

へ
l
ゲ
ル
哲
学
と
は
要
す
る
に
理
念
が
自
己
自
身
で
あ
る
も
の
に
な
る
過
程
の
叙
述
で
あ
る
が
、
単
純
な

自
己
同
一
的
な
思
惟
と
し
て
の
理
念
は
自
己
自
身
と
な
る
た
め
に
自
己
を
自
己
に
対
峠
さ
せ
、
然
る
後
に
こ
の
対
立
を
和
解
さ
せ
る
。

自
然
と
は
こ
の
自
己
(
有
限
的
精
神
)
に
対
峠
さ
せ
ら
れ
た
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。

日

)

(

臼

)

こ
う
し
た
自
然
の
中
の
最
初
の
範
曜
の
契
機
と
し
て
の
時
間
は
疎
外
態
と
し
て
、
「
空
間
の
真
理
」
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
A
ア」

』
巾
昨

N
丹

の
連
続
た
る
直
線
的
悪
無
限
的
空
間
的
な
時
間
、
表
象
的
時
間
に
留
ま
る
。
こ
の
「
自
然
的
時
間
」
が
上
述
の
「
外
的
歴
史
」

に
対
応
す
る
が
、

へ
i
ゲ
ル
は
時
間
を
単
に
こ
の
よ
う
な
消
極
的
意
味
で
把
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
表
象
的
時
間
に
対
す
る
概
念
的



時
間
、
真
無
限
的
時
間
を
も
論
じ
て
お
り
、
力
点
は
寧
ろ
こ
ち
ら
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
自
然
的
時
間
」
に
於
け
る
過
去
、
現

(
日
)

在
、
未
来
と
い
う
通
俗
的
区
別
を
越
え
、
通
俗
的
時
間
を
根
絶
し
た
非
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
真
の
時
間
」
に
み
ら
れ
る
の
は
、
従

(

M

)

(

日
)

っ
て
、
「
絶
体
的
現
在
」
、
「
永
遠
的
現
在
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
「
内
的
歴
史
」
に
対
応
す
る
o

「
自
然
的
時
間
」
が
こ
の
真
の
時
間
を
表

象
的
に
固
定
し
た
所
産
で
あ
り
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
外
的
歴
史
」

は
「
内
的
歴
史
」
を
根
拠
と
し
て
い
る

へーゲル哲学史に於ける論理と歴史

と
」
言
え
る
。
学
問
の
内
容
の
発
展
と
し
て
の
「
内
的
歴
史
」
と
概
念
的
時
間
の
対
応
は
、
「
定
在
す
る
概
念
」
と
し
て
の
「
時
聞
は
自
己

(
日
)

の
内
に
於
い
て
完
成
さ
れ
て
い
な
い
精
神
の
運
命
と
し
て
必
然
性
と
し
て
現
わ
れ
る
」
と
い
う
命
題
に
よ
っ
て
示
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
概
念
的
時
間
は
「
自
然
哲
学
」
の
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
注
釈
や
補
遺
に
於
い
て
で
あ
る
よ
う
に
、

へ
!
ゲ

ル
哲
学
の
論
理
的
発
展
と
不
可
分
で
あ
る
。

、
j

(

口
)

ロ
論
理
的
発
展
に
つ
い
て
『
講
義
』
の
中
で
発
展
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
論
理
的
発
展
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
主

体
た
る
「
具
体
者
」
と
切
り
離
し
得
な
い
。
「
発
展
」
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
運
動
論
に
倣
っ
て
、
即
自
在
(
素
質
)
〉

SFnrzロ、

(
日
目
)

可
能
態
宮
芯
5
5
、
潜
勢
門
日
吉
田
5
2
か
ら
対
自
在
(
自
覚
態
)
出
可
m
F
n
r
g
E
、
現
実
態

E
2
5
、
現
勢

2
2
m冊
目
印
へ
と
移
る
こ
と

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
表
現
だ
け
で
は
「
発
展
」

の
意
味
が
十
分
把
え
ら
れ
得
な
い
の
で
、

ヘ
i
ゲ
ル
は
後
で
補
足
し
つ
つ
説
明
し
て
い

(
日
)

る
o

「
発
展
」
と
は
、
そ
れ
に
依
れ
ば
、
普
通
図
式
的
に
弁
証
法
の
形
式
と
さ
れ
る
即
白
|
対
白
|
即
且
対
自
一
(
傍
白

σ
2
2
n
F
)
の
三

段
階
と
し
て
一
不
さ
れ
る
。
植
物
や
人
聞
が
そ
の
具
体
例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
発
展
は
有
機
体
的
生
物
的
発
展
と
看

倣
さ
れ
、
発
展
の
過
程
も
当
然
目
的
論
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
発
展
の
目
的
と
は
自
己
自
身
へ
再
び
還
帰
す
る
こ
と
で

あ
り
、
白
己
開
示
即
自
己
還
帰
と
い
う
円
環
的
発
展
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

5 

(
却
)

次
に
、
生
物
的
実
例
で
示
さ
れ
る
発
展
の
主
体
た
る
「
具
体
者
」
と
は
即
自
在
と
対
自
在
と
い
う
区
別
さ
れ
た
契
機
の
統
一
と
規
定



6 

さ
れ
て
い
る
が
、
所
謂
理
念
、
正
確
に
は
精
神
の
こ
と
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
哲
学
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
静
的
な
原
理
(
始
元
)
で
は

な
く
矛
盾
を
核
と
す
る
動
的
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
発
展
を
欠
く
具
体
者
と
は
そ
れ
こ
そ
抽
象
的
産
物
で
あ
る
以
上
、
具
体
者

の
発
展
が
第
一
義
的
に
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
最
も
基
本
的
な
形
で
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
具
体
者
は
そ
の
本
性
上
、

即
自
的
で
あ
っ
て
も
既
に
区
別
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
対
立
し
た
諸
契
機
を
自
己
の
内
に
統
一
的
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
区

別
、
対
立
は
ま
だ
明
確
な
形
で
は
措
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
統
一
と
対
立
と
い
う
「
矛
盾
」
が
対
立
し
た
諸
契
機
を
含
蓄
的
な

状
態
か
ら
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
即
白
か
ら
対
自
へ
の
移
行
で
あ
る
が
、

し
か
し
区
別
や
対
立
乃
至
矛
盾
の
状
態
に
あ
る
契

機
が
顕
在
化
し
て
元
の
統
一
が
失
わ
れ
て
し
ま
え
ば
発
展
の
過
程
は
挫
折
を
き
た
す
。
真
の
発
展
と
は
対
立
矛
盾
す
る
契
機
の
抗
争
に

よ
り
統
一
が
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
も
、
寧
ろ
そ
の
こ
と
を
通
し
て
対
立
す
る
存
在
が
全
体
へ
と
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
元
の
統
一

が
回
復
さ
れ
、
完
現
態
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
対
白
か
ら
即
且
対
白
へ
の
移
り
行
き
で
あ
り
、
「
具
体
者
」
と
は
以
上
の

過
程
の
全
体
で
あ
る
。
発
展
の
成
果
が
本
来
の
自
己
の
確
立
で
あ
る
以
上
、
発
展
過
程
は
、
光
源
か
ら
発
せ
ら
れ
た
光
が
外
ヘ
拡
散
し

(
幻
)

つ
つ
も
自
己
の
外
部
に
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
外
に
向
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
内
に
向
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
成
果

と
し
て
の
「
具
体
者
」
は
論
理
的
必
然
性
に
よ
り
自
己
を
展
開
し
つ
つ
も
他
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
契
機
の
各
々
に
自
己
を
刻
印
し

つ
つ
自
己
自
身
の
も
と
に
あ
る

-5回
国

n
r

2
5己
が
故
に
自
由
で
あ
っ
て
、
必
然
性
と
自
由
と
が
「
具
体
者
」
の
主
要
な
契
機
で
あ
る
。

こ
う
し
た
論
理
的
展
開
を
へ

l
ゲ
ル
の
『
エ
ン
チ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
イ

l
』

の
体
系
(
狭
義
の
体
系
)
に
於
け
る
諸
哲
学
と
の
関
連
で
見

れ
ば
、
「
自
然
哲
学
」
は
対
自
在
、
疎
外
態
に
あ
た
り
、
「
論
理
学
」
、
「
精
神
哲
学
」
は
夫
々
即
自
在
、
即
且
対
自
在
に
該
当
す
る
と
言

え
よ
う
が
、
正
確
に
は
論
理
学
こ
そ
学
の
円
環
の
端
初
に
し
て
成
果
で
あ
り
、
即
自
的
に
し
て
即
且
対
白
的
段
階
を
占
め
、

(
叙
)

哲
学
の
中
枢
的
学
問
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
哲
学
的
諸
学
聞
は
「
応
用
論
理
学
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヘ
l
ゲ
ル



以
上
「
発
展
」
に
つ
い
て
時
間
的
側
面
、
論
理
的
側
面
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
関
し
世
界
史
と
の
繋
り
、
後
者
に
つ
い

て
学
(
間
)
と
し
て
の
哲
学
の
問
題
に
立
ち
入
っ
て
み
た
い
。

(四)
歴
史
と
し
て
の
哲
学
史

哲
学
史
は
歴
史
と
し
て
世
界
史
と
如
何
な
る
関
係
を
持
つ
の
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

ヘ
l
ゲ
ル
は
哲
学
史
成
立
の
根
拠
と
し
て
、

へーゲル哲学史[こ於ける論理と歴史

「
理
念
は
そ
れ
自
身
の
内
で
定
有
へ
そ
し
て
外
面
性
へ
と
思
惟
の
境
地
に
於
い
て
入
り
込
む
。
従
っ
て
純
粋
哲
学
は
思
惟
に
於
い
て
時

(
1
)

も

f

、

(
2
)

間
の
中
で
前
進
す
る
現
存
在
と
し
て
現
象
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
カ
「
こ
の
定
有
と
時
間
内
存
在
と
は
有
限
な
個
別
的
意
識
一
般

(
3
)
 

の
契
機
で
あ
る
と
共
に
哲
学
的
理
念
の
発
展
の
契
機
で
も
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
個
々
人
の
哲
学
者

(
即
ち
個
々
の
哲
学
者
)

の
営
為
が
理
念
発
展
の
特
定
の
段
階
に
照
応
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
哲
学
者
は
特
定
の
時
代
、
民
族
に
帰
属
し
て
い
る

か
ら
、
世
界
史
の
主
体
た
る
世
界
精
神
の
「
荷
負
い
手
L

と
し
て
の
民
族
や
時
代
の
精
神
に
浸
透
さ
れ
つ
つ
、
こ
れ
を
思
惟
に
於
い
て

(
4
)
 

最
も
純
粋
に
把
握
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
哲
学
史
は
世
界
史
の
核
心
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(五)
学
と
し
て
の
哲
学
史

へ
i
ゲ
ル
哲
学
は
へ

l
ゲ
ル
の
年
少
時
か
ら
の
歴
史
的
関
心
の
強
さ
を
反
映
し
て
歴
史
性
と
い
う
も
の
を
自
己
の
特
質
と
し
て
持
ち
、

こ
の
歴
史
的
関
心
と
学
的
要
求
と
が
相
侯
っ
て
哲
学
史
と
い
う
領
域
を
学
(
即
哲
学
)
と
し
て
成
立
さ
せ
た
が
、
こ
う
し
た
経
緯
は
、

上
述
の
よ
う
に
、
哲
学
史
と
哲
学
の
間
に
密
接
不
可
分
の
連
関
を
持
た
せ
て
い
る
。
「
神
の
生
命
と
時
間
的
に
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
も

7 

の
と
は
精
神
が
自
己
を
認
識
し
、
自
己
自
身
を
自
己
の
対
象
と
し
、
自
己
を
見
い
出
し
、
自
己
自
身
を
自
覚
し
、
自
己
を
自
己
と
結
合
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(
1
)
 

す
る
こ
と
に
向
つ
て
の
努
力
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
は
、
『
大
論
理
学
』
の
「
緒
論
」
で
論
理
学
が

(
2
)
 

叙
述
」
と
一
不
さ
れ
て
い
て
、
時
間
的
な
も
の
に
哲
学
史
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
論
理
学
、
哲
学
と
哲
学
史
の
目
的
と
規
定
と

「
永
遠
の
実
在
に
あ
る
神
の

が
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
更
に
、
「
歴
史
に
於
け
る
諸
々
の
哲
学
体
系
の
継
起
の
順
序
は
諸
々
の
概
念
規
定
の
論

(
3
)
 

理
的
展
開
に
於
け
る
理
念
の
継
起
の
順
序
と
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
著
名
な
、
し
か
し
や
や
独
断
的
な
主
張
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
学
は
円
環
的
で
あ
り
、
歴
史
が
直
線
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
諸
科
学
の
よ
う
な
端
初
を
持
た
な
い
円
が
如
何
に
直
線

へ
と
聞
か
れ
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
哲
学
(
及
び
哲
学
史
)
の
端
初
は
哲
学
す
る
主
観
に
関
係
し
、
哲
学

(
4
)
 

そ
の
も
の
と
は
関
係
を
持
た
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
哲
学
の
端
初
は
こ
の
よ
う
に
主
観
的
任
意
な
も
の
に
過
、
ぎ
な
い
の
で

は
な
く
、
直
接
的
と
見
え
る
端
初
も
実
は
成
果
に
よ
り
楳
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
最
後
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
を
有
し
て
お
り
、

諸
科
学
に
於
け
る
端
初
の
主
観
性
と
、
哲
学
に
於
け
る
そ
の
客
観
性
、
必
然
性
と
い
う
こ
側
面
は
哲
学
史
の
始
ま
り
の
問
題
に
影
響
を

及
ぼ
す
。
ま
た
、
哲
学
史
で
扱
わ
れ
る
内
容
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
内
的
歴
史
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
概
念
的
時
間
に
於
け
る

「
現
在
ん
が
巾

m
2
3
2
の
相
で
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
外
的
歴
史
」
に
於
け
る
よ
う
な
過
去
の
死
物
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
o

し
か
し
、
論
理
と
歴
史
と
の
相
即
不
離
の
関
係
に
つ
い
て
ヘ

l
ゲ
ル
は
留
保
条
件
を
つ
け
、
両
者
は
必
ず
し
も
照
応
し
合
う
も
の
で

「

6
)

は
な
い
と
断
っ
て
い
る
が
、
『
講
義
』
で
の
取
り
扱
い
は
統
一
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
哲
学
史
の
構
成
及
び
そ
の
問
題

へ
l
ゲ
ル
哲
学
史
の
根
本
問
題
は
、
先
述
の
よ
う
に
歴
史
(
世
界
史
)
発
展
の
導
き
の
糸
た
る
自
由
と
必
然
性
に
あ
る
と
共
に
、
『
エ

ン
チ
ユ
ク
ロ
ベ
デ
イ

l
』

の
「
予
備
概
念
」

で
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
哲
学
と
し
て
、
思
惟
と
存
在
と
の
一
致
に
あ
り
、
哲
学
史



は
こ
れ
の
問
題
史
と
も
考
え
ら
れ
る
。
哲
学
史
発
展
の
原
型
を
示
す
べ
き
論
理
学
の
中
心
課
題
は
、
広
く
は
、
思
惟
と
存
在
と
の
一
致

(

l

)

(

2

)

 

の
問
題
、
よ
り
正
確
に
は
神
の
存
在
証
明
の
問
題
、
「
弁
神
論
」
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
の
背
景
と
し
て
は
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
に

(
3
)
 

見
ら
れ
る
二
元
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。

右
の
留
保
条
件
に
つ
い
て
遂

『
講
義
』

の
本
文
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
は
浅
学
の
た
め
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
「
緒
論
」
や
「
結

論
」
で
一
不
さ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
小
論
の
課
題
を
果
し
て
行
き
た
い
。

へーゲル哲学史に於ける論理と歴史

哲
学
史
の
全
体
は
基
本
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
ゲ
ル
マ
ン
哲
学
に
二
分
さ
れ
、
後
者
は
「
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
哲
学
」
と
し
て
中

世
哲
学
を
前
段
階
と
す
る
。
こ
の
二
つ
の
哲
学
は
夫
々
「
理
念
の
展
開
」
、
「
精
神
の
展
惇
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、
全
員
義
の
も
の

と
し
て
来
た
理
念
と
精
神
と
の
相
違
が
三
つ
の
哲
学
の
違
い
を
生
ん
で
い
る
。
理
念
の
展
開
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
は
具
体
者
に

含
ま
れ
る
諸
規
定
が
「
即
白
的
に
」
、
「
観
念
的
に
」
展
開
さ
れ
統
一
を
得
る
と
い
う
過
程
を
示
し
で
い
て
ま
だ
単
純
で
あ
る
。
つ
ま
り
ま

だ
思
惟
と
存
在
と
の
対
立
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
よ
う
に
思
惟
は
ま
た
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
無
意
識
的
な
前
提
か
ら

出
発
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
単
純
で
あ
る
か
ら
こ
そ
論
理
的
展
開
の
典
型
と
し
て
三
角
柱
の
比
輸
を
用
い
て
描

出
さ
れ
得
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
的
、
ゲ
ル
マ
ン
哲
学
が
精
神
の
展
開
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
具
体
者
一
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
契
機
が
実
在

性
を
得
て
独
立
し
且
つ
夫
々
が
相
互
に
全
体
性
を
獲
得
し
つ
つ
止
揚
さ
れ
て
真
の
具
体
者
を
構
成
す
る
過
程
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
と
断
わ
ら
れ
る
の
は
主
体
と
し
て
の
理
念
た
る
精
神
が
普
遍
者
、
具
体
者
と
な
る
と
い
う
思
想
が
キ
リ

(
5
)
 

ス
ト
教
世
界
で
初
め
て
興
っ
た
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
た
だ
精
神
が
「
思
弁
的
理
念
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、

9 

理
念
と
精
神
と
は
全
く
別
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
規
定
を
う
け
た
理
念
が
精
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
兎
も
角
、
こ
の
近
代



10 

哲
学
に
於
い
て
初
め
て
思
惟
と
存
在
、
主
観
と
客
観
、
人
間
と
神
、
自
由
と
必
然
、
釜
口
と
悪
と
い
う
問
題
連
関
が
真
に
脚
光
を
浴
び
る

に
至
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
近
代
哲
学
の
百
花
練
乱
の
歴
史
は
ヘ

l
ゲ
ル
の
論
理
的
枠
を
は
み
出
し
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学

史
に
見
ら
れ
る
整
然
た
る
体
系
的
構
成
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
史
に
於
け
る
論
理
と
歴
史
と
の
対
応
関
係

に
つ
い
て
も
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
例
え
ば
、
論
理
学
冒
頭
の
有
無
成
の
ト
リ
ア

l
デ
に
つ
い
て
そ
れ
に
対
応
す
る
と
言
わ
れ
る
パ
ル

(
6
)
 

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
時
代
的
先
後
関
係
、
学
的
内
容
の
妥
当
性
は
よ
く
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
管
見
を

メ
ニ
デ
ス
、
仏
教
、

示
し
た
い
。

へ
l
ゲ
ル
は
上
述
の
よ
う
に
、
「
外
的
歴
史
L

と
「
内
的
歴
史
」
と
を
区
別
し
て
い
る
が
、
『
講
義
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
両
者
の
総

(
7
)
 

合
乃
至
混
請
で
あ
り
、
叙
述
さ
れ
て
い
る
内
容
全
体
が
「
真
の
哲
学
史
」
、
哲
学
の
内
的
歴
史
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
史
の
順
序

か
ら
言
え
ば
、
東
洋
哲
学
が
哲
学
史
の
始
ま
り
を
な
す
が
、
東
洋
哲
学
が
哲
学
史
か
ら
除
外
さ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
一
節
が
設
け

(
8
)
 

ら
れ
、
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
タ
レ

l
ス
や
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
思
想
は
ま
だ
純
粋
な
思
惟
の
境
地
で
真
理
を
把

え
て
い
な
い
と
し
て
哲
学
(
史
)
の
端
初
を
な
さ
ず
、

エ
レ
ア
派
か
ら
「
真
の
哲
学
史
」
は
始
ま
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
真
の
哲
学
史
」
と
へ

i
ゲ
ル
が
呈
一
T
ノ
も
の
は
、
最
も
簡
単
な
形
で
は
、
『
講
義
』
の
結
論
で
示
さ
れ
て
い
る
八
つ
の
段
階
(
へ

l
ゲ

ル
自
身
の
哲
学
を
入
れ
れ
ば
九
段
階
)
の
内
、
近
代
哲
学
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
哲
学
史
講
義
が
実
質
的
に
完
成
さ
れ
て
い
た
イ
ェ

l
ナ

後
期
の
主
著
『
精
神
現
象
学
』

の
「
絶
対
知
」

の
章
に
於
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
で
論
む
ら
れ
て
い
る
が
、
『
精
神
現
象
学
』
の
中
で
哲

学
史
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
通
常
的
自
然
的
歴
史
と
論
理
と
の
対
応
関
係
が
恐
ら
く
焦
点
と
な
る
の
で

あ
ろ
う
が
触
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
真
の
哲
学
史
」
と
哲
学
(
論
理
)
と
が
相
即
的
に
円
環
を
な
し
て
端
初
に
還
帰

す
る
こ
と
か
ら
『
エ
ン
チ
ユ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
l
』
の
末
尾
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『
形
而
上
学
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
事
情
が
理
解
さ
れ
得



ょ
う
。哲

学
史
に
於
い
て
も
「
真
の
哲
学
史
」
と
自
然
的
哲
学
史
と
が
区
別
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
論
理
と
歴
史
と
の
照
応
と
い
う
原
則
も

哲
学
史
の
核
心
的
部
分
に
於
い
て
貫
徹
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
具
体
者
発
展
の
基
本
的
過
程
に
関
し
て
看
取
さ
れ
得
る
も
の

と
言
え
よ
う
。

註

へーゲル哲学史に於ける論理と歴史

(
1
)
の
・
ぎ
・
司
・
出
品
。
-
当
2
Z
Z
N
5
E
N
E四
回
部
出
品
。
口
一
で
ロ
ユ

E
S
H
h
m詰

O
E『
門
出
礼
町
内
川
町
匂
円
、

H札
口
宮
市
民

2
・
可
F
R
N
O白
D
H
U
F
Z
(
ω

切
言
島
。
)
い
ロ
『
司
吉
岡
臣
官
〈
Z
Z
m
本
文
で
は
『
講
義
』
、
引
用
で
は
〈
の
回
以
と
略
し
、
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
数
を
表
わ
す
。
翻
訳
は
緒
論
部
巴
三

2
gロ聞

に
つ
い
て
は
、
へ

l
ゲ
ル
『
哲
学
史
序
説
』
(
武
市
健
人
訳
、
岩
波
文
庫
)
、
本
文
に
つ
い
て
は
へ

i
ゲ
ル
全
集
『
哲
学
史
』
(
岩
波
書
庖
)
に
原
則
と

し
て
従
い
、
翻
訳
か
ら
の
引
用
は
夫
々
『
序
論
』
、
『
哲
学
史
』
と
略
す
る
。

(
2
)

『
序
論
』
℃
・
ぉ

(
3
)

『
序
論
』
司
・

5

(
4
)

『
序
論
』
同
所
、
同
・
問
。
E
昇
Z
ロ
N
引
の
・
唱
で
・
同
町
品
目
白
h
h
S
3・
巧
一
切
2
ロ
Z
E
E
-
n
Z

∞
znr雪
印
。
-
z
n
z
p
s
g
-
m
w
-
N
O「
茅
野

良
男
「
へ

l
ゲ
ル
の
哲
学
史
と
歴
史
哲
学
」
、
『
思
想
』
四
日
号
(
へ

l
ゲ
ル
待
集
号
)
、
問
自

一一

(
1
)
〈の
M
M
-
H

・∞

-
E
(『
序
論
』
】
Y
忠
)

(
2
)
〈
の
司
-
H
-

∞・
ω
∞
(
『
序
論
』
]
U

白
日
)

(
3
)
〈
OHYH
∞・
ω印
(
『
序
論
』

HYA山N)

(
4
)
〈の司・同・∞
-
N
O
(
『
序
論
』
H
V

・ω
∞
)

(
5
)
の・
4

司
『
・
出
。
間
丘
一
同
S
N
坦
芝
OHMMwa
芯
弘
司
、
ー
も
F
帆
目
白
白

C
H
U
E白
白

F
司
昌
司
z
h自
己
白
円
、
w
h
y
冶
町
戸

は
間
山
句
者
と
略
し
、
翻
訳
は
岩
波
文
庫
版
に
従
う
。

(
6
)
開
句
者
第
二
版
へ
の
序
文

5
8・
士
山
由

N
z
m
m件
N
N
同
室
田
か
ら
の
引
用

11 
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