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ヘ

へ

『
分
析

論
後
書

』

は
科
学

方
法
論

の
著

作

と
さ

れ
る
。

そ

の
著
作

の
主

題

で
あ

る

「論

証
」

は
、

数

学

の
公
理
化

を
範

と

し
た
諸

科
学

の
体

系

化

の
試

み

で
あ
る

と
と
も

に
、
特

に
自

然
学

に
お

い
て
は
探
求

を
導

く

も

の
と
さ

れ
た

の

で
あ
る
。

し

か
し

、
有
力

な

反
論

が
現

れ
、
論

証

の
も

つ
体
系
化

の
役

割
を

「
教
授

と
学
習
」

と

い
う
文

脈

に
お

い
て

の
み
認

め

る
が
、
論

証

の
探
求

と
の
関

わ

り
を
否

定

し
た
。

つ
ま

り
、
論

証

の
基

へ
　

ソ

本

的
役
割

は
、
何
ら

か

の
仕

方

で
探
求

し
既

に
獲
得

し

た
知
識

を
、
教
授

の
た
め

に
形
式

化
す

る

こ
と

と
し

て
描

か
れ
る

こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

そ

の
結

果
、

一
つ
に
は

、
探
求

と

い
う
知
識

獲
得

の
過

程

が
、
論

証

を
離

れ
た
場

所

で
な

さ
れ

る
と

い
う
見

方
が

生

じ
た
。

ま

た
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
著
作

で
大

き
な

部
分

を
占

め
る
自
然

学
的

著
作

は
、

論
証

式

が
現

れ
な

い
こ
と
か

ら
、
教

授
以

前

の
試
論

的
位

置
づ

け

し
か
な

さ

れ
な

い

　
　

　

こ
と

に
も

な

っ
た
。
本

論

で
は
、

『
分
析
論

後
書

』
の
う

ち
自

然
学

的
事

象

が
扱

わ
れ

る
定
義

論

の
考
察

、
特

に

「
定

義
対

象

が
あ

る
」
と

い
う
知

の
解

明
を

通
じ

て
、
論

証
が
探

求

に

お

い
て
果

た
す
役

割

と
、

「
論
証

を
通

じ

た
知
識

」
と

し

て
自

然

学
が
成

立

す

る
可
能
性

を

見
定

め
た

い
と
思

う

。
「
定
義

対
象

が
あ

る
」

と

い
う

知

は
、

定
義

が
探

求

さ
れ

る
と

き
、

そ

の
当

の
対
象

が

「
あ

る
」

と

い
う

こ
と
を
把

握

す

る
こ

と
が
必

須

で
あ

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
定
義
論

に
お
け
る
知
識

と
存
在

『分
析
論
後
書
』
B
巻

8
-

10
章

国

越

道

貴



る

と

い
う
仕
方

で
問

題

と
な

る
。

『分

析
論
後

書
』
の
定
義

論

研
究

と

い
う
観
点

か
ら
し

て
も

、

こ

の

「
あ

る
」
と

い
う

こ
と

の
知

に
関

わ

る
点

は

ま

だ
議
論

さ
れ

る

べ
き
問

題
を
残

し
て

い
る
と
思

わ

れ
る
。

一
つ
に
は
、
動

詞

「
あ

る
」

が
、
統

語
論

的

に

い
か
な

る

か
た
ち

で
あ

る

の
か
と

い

う

問
題

が
あ

る
。

つ
ま

り
、

「
あ
る

」
は
主
語

に
対

し

て
述
語

と

な
る

の

か
、

そ

れ
と
も

別

の
何

ら

か
の
述
語

の
繋

辞

と
な

る

の
か
と

い
う
問

題

で

あ

る
。

他
方

、
基
本

的

な
問
題

と

し
て
、

そ

の
知

或

い
は
把

握

が
、

い
か
な
る
意

味

で
あ

る

か
が
問
題

と

な
る
。

本
論

で
は
、

「
あ

る
」
の
把

握

が

成

立

す
る
過

程
を
追

い
な
が
ら

い
く

つ
か
の
解
釈

を
退

け

、
そ

れ
が
或

る
普

遍
性

の
把

握

で
あ

る

こ
と
を
論

じ

る
。

そ

の
こ
と

に
よ

り
、
論

証

が

探

求
過

程

と
知
識
成

立

と

に
お

い
て
果

た

し

て

い
る
役

割

を
示

し
た

い
。

ー

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
の
論

証
知

の
構
想

は
、
次

の
よ

う
な
仕

方

で
ま

と
め

ら
れ

る
。
「
或

る
事
柄

を
知

っ
て

い
る

(
　

)
」
と

い
う

こ
と

は
、

(
i
)

そ

の
事

柄

の
原
因

を
認
知

し

て

い
る

(
　

)

(
H
)
そ

の
事

柄

は
必
然

的

で
あ

る
と
認

知

し

て

い
る

　
ヨ

　

と

い
う
条
件

の
も
と

で
捉

え

ら
れ

る
　

)
。

そ

の
上

で
、

「
我

々
は
、
論

証

を
通

じ

て
も

ま
た
知

っ
て

い
る
と
主

張

す
る

(
　

　
)
」

(
　

)

と
さ

れ
る
。

論
証

は

、
「
知

識
を

生

む

(
　

)
」
推
論

、

つ
ま

り

「
そ
れ

を

も

つ
こ
と

で
そ

れ
に
即

し

(
　

)
」
知

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
が
成

立

す

る
推

論

と
し

て
導

入

さ
れ

る

(
　

(

　
)
。

こ
の

「
知
識

を
生

む

(
　

)
」
と

い
う
点

で
、
論

証

は
、
論

理
形

式

だ
け

の
推
論

、

ま
た
問

答

で

の
推

論

と
区
別

さ

れ

る

の
で
あ

る

(
　

)
。

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
は
、
論

証

の
前

提

を
他

の
推
論

の
前

提

と
区
別

す

る
仕
方

で
論

証

を
特
定

し

、
更

に
論

証
知

の
問
題

を
展
開

し

て

い
く

こ
と
に
な

る
。

「論

証

を
通

じ
た
知

」

は
、
先

の
条

件

(
i
)

(・11
)

に
即
し

て

い
え
ば
、

(F
)
論

証

を
通

じ
て
、

そ

の
事

柄

の
原
因

を
認

知

し
て

い
る

(ッー-
)
論

証

を
通

じ
て
、

そ

の
事
柄

は
必
然

的

で
あ

る
と
認

知
し

て

い
る



と

い
う

こ

と
と
し

て
基
本

的

に
捉

え
ら

れ

る
。

こ
れ
ら

(
　
)

(
　
)
を
支

え

る

の
は
、
論
証

式

に

お
け
る
命

題

で

の
主

語

と
述
語

(属
性

)
と

の

自

体
的

連
関

で
あ

る

こ
と
を
指

摘

し

て
お
き

た

い

(
　

)
。

ま

た

こ
こ
で
付

言
す

れ
ば

、
論

証

は

知

を

お
お

い
つ
く

す

わ
け

で
は
な

い
。

つ
ま

り
、
論

証

は
す

べ
て

の
事

柄

に

つ
い
て
成

立

す
る

の

で
は
な

く
、
論

証
不

能

な
原
理

が
あ

る

(
　
)
。

し

か

し
、
論

証

さ
れ

る
事

柄

に

つ
い
て
、

「
知

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と
」

は
、

「論

証

を
も

つ
こ
と

(
　

)
」

(
　

　)

に
他

な

ら
な

い
の
で
あ

る
Q

さ

て
、
定
義

論

の
問
題

が

、

(
　
)
に
関

わ
る
点

は
明

示
的

で
あ

る
。
定

義

(
　

)
と
は
、
基

本

的

に

〈
何

で
あ

る

か
〉
の
定
式

(
　

　)

で
あ
る

(以
下

〈
何

で
あ

る

か
〉
と

い
う
表

記

で

「何

で
あ
る

か
」

と

い
う
問

い
に
対

す

る
答

え
を

示
す

)
。
定

義
論

に
お

い
て

は
、
〈
何

で
あ

る

か
〉
と
原

因

と
が
同

一
と
さ

れ
て
、

(
　
)
と
照

応

す
る

「
論
証

を
通

じ

て

〈
何

で
あ

る

か
〉

は
明

ら

か
で
あ

る

(
　

)
」

と

い
う

こ
と
が

一
つ
の
結
論

と
な

る

の
で
あ

る
。

(
　
)

に

つ

い
て

は
困
難

な
問
題

が
含

ま

れ
る
。

と

い
う

の
も
、
定

義
論

で

の
例

は
大

部
分

が
自

然
学

(天

体
学

、
気
象

学

)
的

な
事
象

か
ら

採

ら

れ

て

い
る

の

に
対

し
、
論

証
知

の
基

本
的

構
想

が
述

べ
ら

れ

る
場
合

、
例

え
ば

『分
析

論
後

書

』

A
巻

11
章
ま

で
を

見

る
と
き

、

ほ
と
ん

ど

が
数
学

か
ら

の
例

な

の
で
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が
自

然
学

的
事

象

に

つ

い
て
必

然
性

を

ど
う
扱

っ
た

の
か
と

い
う

こ
と

は
、
別

に
考
察

し

な

け
れ
ば

な

ら
な

い
問
題

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ

こ
で
次

の
箇
所

に
着

目

し

て
お

い
て
よ

い
で
あ

ろ

う
。

必
然
性

の
問

題

を
焦
点

と

し

て
考

察

し
よ

う
と

す

る
文
脈

に
お

い
て

(〉
。。
)
、

定
義
論

で
論

じ
ら

れ
る
定
義

の
種
類

が
予

告

さ
れ

る

(
　

)
。

そ

し

て
、
定
義

論

で
頻
繁

に
例

と

さ

れ
る

「
月
蝕

」
を

、
「
し
ば

し
ば

起

こ
る

こ
と

(
　

)
」
と

し

て
捉

え

、
そ

れ

に

つ
い
て

の
論

証

と
知
識

に

つ
い
て
述

べ
る

の
で
あ

る

(
　

)
。

そ

れ
ゆ
え

、
定
義

論

を
読

む
場
合

、

そ

の
箇

所

で
述

べ
ら

れ

る
月
蝕

と

い
う
自

然
現
象

を
普

遍
的

な
仕

方

へ
る

　

で
と
ら

え

る

(
　
　

)
と

い
う
指

摘

が
顧
慮

さ

れ

て
よ

い
で
あ

ろ
う

(
　

)
。
本
論

で
は
、

こ
う

し
た

(
　
)
必

い

然
性

の
方

向

か
ら

示
唆

さ
れ

る
普

遍

の
問
題

に
対

し
、

(
　
)
原

因

の
方

向

か
ら
接

近

し
た

い
。

と

い
う

の
も
、
知

識

を

(
i
)

(
　
)

と

し
て
捉



え
な
が

ら
、
知

識
が
何

の
限
定

も

な
く
た

だ
普
遡

に
関

わ

る
と

さ
れ

る

の
は
、
普

遍

の
問
題

自
体

に

(i
)

(
薮
)
の
二

つ
の
局

面
が

あ

る
こ
と

を

示

す

と
思

わ
れ
る

の
で
あ

る

(
　

)
。

11

定

義
論

は
、

B
巻

3
章

で
の
問
題

設
定

ー

〈
何

で
あ

る

か
〉
は

い
か

に
示
さ

れ
る

か
、
〈
何

で
あ

る
か
〉
を
論

証

へ
ど

の
よ

う

に
還

元

す
る

か
、

定
義

と

は
何

で
あ
り
何

に

つ
い
て
か
ー

に
始

ま
り

(
　

)
、
定
義

を

め
ぐ

る
難
問

の
総

覧

を
経

て

(
　

)
、

8
章

か
ら
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
自
身

が
改

め

て
考
察

を
始

め
る

(
　

)
。

も

っ
と
も
既

に
、
8
巻

1
…

2
章

で
は
、
彼

の
定

義
論

で
重

要

な

役
割

を
担

う
、

(
a
)

〈
何

で
あ
る

か
〉

の
探

求

の
順
序

、

(b
)

「
原

因
」

と
中
項

の
同

一
、

(
c
)

「原

因

」

と

〈
何

で
あ

る

か
〉

の
同

一
が
述

べ

ハ
う

　

ら

れ
て

い
る
。

3
章

で
の
問
題
設

定

は

10
章

の
終

わ

り
で
考

察

さ
れ

た

こ
と
が
確

認

さ
れ
、

一
応
考

察

を
終

え
る

の

で
あ

る

(
　

)
。

こ
の
よ
う

に
定
義
論

は
、
彼

の
基
本

的
方

法
論

に
従

っ
て
書

か
れ

て
お
り

、

『分

析
論

後
書

』
の
中

で
は
特

に
周
到

に
書

か
れ
た

部
分

と

い

っ
て
よ

い
oア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
自
身

の
考

察

が
始
ま

る

8
章

で
は
、
3
章

で
挙
げ

ら

れ
た
問

題

の
う

ち
、
〈何

で
あ

る
か
V
を

論
証

へ
と

い
か

に
還

元

す
る

か
、

つ
ま

り

〈
何

で
あ

る

か
〉
を

い
か

に
論

証
式

の
項

に
配

分

す
る

か

(
　

)

と

い
う
問

題
が

主
題

と
な

る
。

そ

こ
で

は
、
先
ず

2
章

で

の

成

果

で
あ

る

(
c
)
原
因

と

〈
何

で
あ

る
か
〉

の
同

一
が
確

認

さ
れ

る

(
　

)
。

そ
し

て
、

(b
)

原
因

を
中

項

と
す

る

こ
と
、
論

証

の
結

論

が
普
遍

肯
定

命
題

と

な
る

こ
と
が
述

べ
ら

れ
る

(
　

)
。

し

か
し
、
論

証

の
結
論

が

そ

の
謹
ま

〈
何

で
あ

る
か
〉

を
示

す

の
で

は
な

い
点

は
難
問

総
覧

の
な

か

で
確

認

さ
れ

て

い
た

(
　

)
。

で

は
、

い
か
な

る
仕
方

で
論

証

が

〈何

で
あ

る

か
〉

を
示

す

こ
と

が
可
能

な

の
か

ム　
　

(
　

)
。

予

め
考
察

の
結

果
を

見

て
お
け
ば

、
具

体
的

に
は
次

の
よ

う

に
描

か
れ

て

い
る

(
　

)
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
与

え

る
項

配
分

と

、
そ

れ
ら

を
連
関

さ

せ
た
命

題

と
を
並

記

し
て

お
く

(そ

の

「
雷

鳴
」

と

「音

」

と

い
う
相

違

に

つ

い
て

は
次
節

で
述

べ
る
)
。



(項

配
分

)

(
文
)

A

雷

鳴

ー

B

火

の
消
去

音

が

火

の
消

去

に
属

す
る

:
…

・大

前
提

B

火

の
消
去

i

C

雲

火

の
消
去

が
雲

に
属

す

る

…

…
小
前
提

A

雷

鳴

l

C

雲

〔音

が
雲

に
属

す
る
〕

-
-
:
結
論

つ
ま
り

、
「
雷
鳴

と
は
何

で
あ

る

か

(
　

)
」
と

い
う
問

い
で
求

め
ら
れ

る
答

え

〈
何

で
あ

る

か
〉
と
、

「何

の
故
雷
鳴

す

る

か

(
　

　
)
」

と

い
う
問

い
で
求

め

ら

れ
る
原

因

は
、

共

に

「雲

で
の
火

の
消
去

」

で
あ

り

一
致

す

る

(
　

　)。

こ

の
と
き
、

雷
鳴

の

〈何

で
あ

る
か
〉

は
、
論

証

の
結
論

と

し

て
で
は

な
く

、
原
因

で
あ
る

「
火

の
消
去

」
を
中

項

と
し

て
論

証
式

上

に
示
さ

れ
る

の

で
あ
る
。

こ
の

こ
と
が
、

先

に

「
論

証
を

通
じ

て
原

因
を

認
知

す

る

(
　

)
」

と

い
う

こ
と

に
照
応

す

る

こ
と
と

し
て
挙
げ

た

「
論

証
を

通
じ

て

〈
何

で
あ
る

か
〉

が
示

さ
れ

る

(
　

)
」

と

い
う

こ
と

の
意

味

な

の
で
あ

る
。

た
だ

し
、

こ

こ
で
、

「論

証

を
通

じ

て
」
と

い
う
表
現

に
は
十
分

注
意

し

て

お
く

べ
き

で
あ

ろ

う
。

と

い
う

の
も
、

そ
れ

は
論
証

知

の
基
本

構
想

に
関

わ

る
仕
方

で
、
定
義

論

の
問
題

に
関

わ

っ
て

い
る
と
考

え

ら

れ
る

か
ら

で
あ
る
。

「
原

因
を

認
知

す

る
」

の
が

「
観
察

を
通

じ

て
」
と

い
う
な

ら
、

一
般
的

な
理

解

が
得

ら
れ

る

か
も
知

れ
な

い
。

そ
し

て
そ

の
場
合

、

「論

証

を

通
じ

て
」

と

い

っ
て
も

、
実

は
観
察

を
通

じ

て
認
知

し

た
原
因

を
単

に
論

証
式

の
中
項

に
組

み
入

れ
る
だ

け

の
問
題

と
了
解

さ
れ

る

で
あ

ろ

う
。

確

か

に
、
原

因

は
そ

れ
が
目

に
見

え
る

も

の
で
あ

る
と

き
、
観

察

か
ら
把

握

ざ
れ

る
事
柄

で
あ

る

(
　

)
。

し

か
し
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
論

証

知

の
眼
目

は
そ

う
し

た
原

因
自
体

の
認

知

に
は
な

い
と
思

わ
れ

る
。
初

め

に
A
巻

2
章

か
ら
挙
げ

た
知

の
成

立

の
条

件

の

一
つ

「
(i
)
そ

の
事
柄

の
原

因
を
認

知

す
る

」
と
は
、

テ

キ

ス
ト
上

正
確

に
は

「
そ

の
事
柄

が

そ

れ

の
故

に
あ

る
そ

の
原

因

〔
つ
ま
り

、

そ

の
事

柄

の
原

因
〕

を
、

そ

れ

が
そ

の
事

柄

の
原

因

で

あ

る

と
認

知

す

る

(
　

　
)
」
と
述

べ
ら
れ

て

い
る
。

つ
ま

り
、

「
論
証

を
通

じ

て
」
成

立

す
る

の
は
、

原

因
自
体

の
認

知

で
は

な

く
、
原

因

と
事

柄

が

い
わ
ば

「原

因

-
結
果

」

と

い
う
関
係

に
あ
る

こ
と

の
認
知

な

の

で
あ

る
。



原

因

と
同

一
と
さ

れ
る

〈
何

で
あ
る

か
〉
の
場
合

も
同

様

で
あ

る
。
確

か
に
、

〈何

で
あ

る
か
〉
は
、

原

因
と

な
る
中

項

だ
け

が

(
　

　
)
、
或

い
は
中

項

と
小
項

だ
け

か
ら

な

る

「
雲

で

の
火

の
消
去

」
が

挙
げ

ら

れ
る
場

合
も

あ

る

(
　

)
。

し

か
し
、
原

因

の
場
合

に
、
事

柄

と
そ

の
原

因

の
連

関

が

「
論
証

を
通

じ

て
」
示

さ

れ
る

よ
う

に
、
〈
何

で
あ

る
か
〉
の
場
合

も

、
基
本

的

に

「雲

で
の
火

の
消

去

に
よ

る
音

」

(
　

)
と

い
う

仕
方

で
、
事

柄

「
雲

で

の
音

(雷
鳴

)
」

と
原

因

「火

の
消

去

」

の
連

関

と

し

て
示

さ
れ

る
の

で
あ
る
。

〈
何

で
あ

る
か
〉
を

こ
う

し
た

仕
方

で
示

す
定
義

が

「
ひ
と
続

き

の
論

証

(
　

)
」

と
呼

ば

れ
る

の
は
、
小

項
、

大
項

、
中
項

か

ら
な

る
論

証
全

体

を
意
味

す

る

の
で
あ

る
。

「
何
故

雲

で
音

が
す
る

か
」

と
問
わ

れ
る

と
き
、

単

に
中

項

の
み
の

「
火

の
消
去

」

と

い
う

答
も
許

容

さ

れ
た

の
は
、

既

に
問

い
に
お

い
て
小

項

と
大
項

と

か
ら

な
る

「
雲

で
音

が
す

る
」
と

い
う

こ
と
が
真

だ

と
前
提

さ

れ

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

「
何
故

雲

で
音

が
す

る
か
」
と
探
求

す

る
と

き

「
雲

で
音
が

す

る
」
と

い
う

こ
と
が
把

握

さ
れ

て

い
な

い
と
す
れ
ば

、

そ

の
探

求
自

体

が
成

立
し

な

い
の

で
あ

る

(
　

　)。
本
論

冒
頭

で

ふ
れ
た

、
定
義

探
求

に
先

立

つ
定
義

対
象

の

「
あ

る
と

い
う

こ

と
」

の
把

握

と

は
、
原

因
探
求

の
問

い
に

お

　
ア

　

い
て
前
提

さ
れ
る
、

こ
う

し

た
事

柄
成

立

の
把

握

の
こ
と

で
あ

る
と

い

っ
て
よ

い
。

そ
し

て
問
題

は
、

こ
の

「
雲

で
音

が
す

る
」
と

い
う

こ
と
が

、

先

の
例

で
論
証

の
結

論

と
し

て
現
れ

て

い
る
が
、

論
証

の
結

論

は
普

遍

肯
定
命

題

で
あ

る

と
さ

れ
て

い
た

こ
と

に
あ

る

(
　

　
)
。

「
あ

る
と

い
う

こ
と
」

の
把
握

は
、

こ
の
要
請

を
満

た
す

仕
方

で
考

察

さ
れ
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
す

べ
て
の
事
柄

に

つ
い
て
、

こ
の
よ

う
な
仕

方

で
論
証

を

通
じ

て

〈
何

で
あ
る

か
〉

が
示

さ
れ

る

の
で
は

な

い
こ
と

を
注
記

し

て

お
か
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

そ
れ

は
、
論
証

に
原

理

が
あ

り
、

す

べ
て

の
事

柄

が
論

証

で
き
る

わ
け

で

は
な

い
と

い
う

こ
と

に
照

応

す

る
こ
と

で

あ

る
。

A
巻

で
数

学

に
お

い
て
論
証

知

が
構
想

さ

れ
た

と
き

の
原

理
と

し
て

の
定

義

は
、
論

証

を
通

じ

て
示

さ
れ

る
と

い
う
問

題

の
中

に
入
ら

な

い
。

「論

証

な
し

で

〈何

で
あ

る
か
〉
を
認

知

で
き
な

い
」
と
述

べ
る
と

き

「
原

因

が
別

に
あ

る
も

の

に

つ
い
て
は
」
と
限

定

が
付

け
ら

れ
て

い
る

の
は

そ

の
た
め

で
あ

る

(
　

)。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
、

(1
)

「
『あ

る

と

い
う

こ
と

』

と
そ
れ

の
原
因

が

同
じ

」

(
2
)

「
『
あ

る
と

　
　

　

い
う

こ
と
』

と

そ
れ

の
原
因

が
別

」

に
、
事

柄
を

分
類

す

る

(
　

)
。

そ

し

て
、

こ
の

(
1
)

(
2
)

の
分
類

に
照
応

さ
せ

て

く何

で
あ



る
か
〉

も
分

類
す

る

(
　

)
。

つ
ま

り

(
1
)

は
中
項

を

も
た
ず

、

A
巻

で
問
題

と

な
る
原

理

と
し

て
定
義

(基

礎
措

定

)
さ

れ
る

　
　
こ

も

の
、

例

え
ば
数

論

に
お
け

る

「単

一

(
　

)
」

に
照
応

す

る

(
　

)
。

し
か

し

(
2
)

は
中
項

を

も
ち
、

そ

れ
が

〈
何

で
あ

る
か
〉

が
論
証

を
通

じ

て
示

さ
れ

る
も

の
と

な
る

の

で
あ

る

(
　

)
。

た
だ

し
、

(
2
)

は
更

に

(
2
-
1
)
そ

れ

の

あ
る

こ
と

が
論
証

可
能

な
場
合

、

(
2
-
2
)

そ
れ

の
あ

る

こ
と
が
論

証
不

能

な
場
合

に
区

分

さ
れ
、

(
2
-
2
)

の
場

合

は
除

か
な

け
れ
ば

な

ら
な

い

(
　

)
。

(
2
-
2
)

は
次
節

に
見

る
よ

う

に
、

付
帯

的
属

性

で
あ

る
と
考

え

る
。

と

い
う

の
も

、
論

証
が

関

わ
る

の
は
、
自

体

的

属

性

な

の
で
あ
る

(
　

)
。

m

前
節

で
見

た
よ

う
な

〈
何

で
あ

る

か
〉
を

示
す
論

証
例

に

い
た

る
考
察

を
始

め

る

に
先

立

ち
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
先

ず

B
巻

1
1

2
章

を

振

り
返

っ
て

い
る

(
　

)
。

そ

こ
で
確

認

さ

れ
る
点

は
、

(d
)

「
こ
と

(
　

)
」

を
把
握

し

て

(
　
)

「何

故

か

(
　

)
」

を
探

求

す

る
、

そ

し

て
、

(
"
)

「
あ

る
と

い
う

こ
と
　

)
」

を
把

握

し

て

(
　
)
「
本

質

(
　

　　
レ

　)

〔〈
何

で
あ

る

か
〉
〕

」
を
探

求

す
る

と

い
う
順
序

で
あ
る

(
　

)
。

し

か
し
、

こ
こ

で
の
表
現

は
形

式
的

過
ぎ

て
、
前

節

で

示

し
た
論

証
例

と

い
か
に
関

わ
る

の

か
理
解

で
き

な

い
。

B
巻

1
1

2
章

に
遡

っ
て
、
今
述

べ
た

(
a
)

(
γ
)
の
そ
れ
ぞ

れ

の
系

列

を
具
体

的

に

考
察

し

て

お
き
た

い
。
(
a
)

(
γ
)
を
、
「
月
蝕

」
の
例

を
用

い
て
B
巻

1
-

2
章

を
中

心

に
テ

キ

ス
ト

を
追

え
ば

、
次

の
よ

う

に
整

理

で
き

る

(〈

〉

　り
　

は
筆
者

の
補

い
を

示
す
)
。

(
1
a)

月

(S
)
は
蝕

す

る

(
P
)
と

い
う

こ

と

ー

(
認
)

何

故
月

(
S
)
は
蝕

す

る

(
P
)
か　

(
　

)

(
　

)



(
γ
)
〈
何

で
あ

る

か
〉

の
探
求

(1γ
)

月
蝕

(
T
)
が

あ

る
と

い
う

こ
と

ー
…
ー
1
↓

(
招
)

月
蝕

(
T
)
は
何

で
あ

る
か

　
(
ε
)
原

因

の
探
求

〈
鍛
)

原

因

が
何

か
あ

る
と

い
う

こ
と

!

ー

↓

(
82
-
1
>

原

因

は
何

で
あ

る
か

　
(
2

1
o乙

ε

)

何

の
故

月

蝕

(
T

)
は

あ

る

か

　
何

の
故

月

(
S
)
は
蝕

す
る

(
P
)
か

　
(
1
a)

「
こ
と

」
と

は
、

B
巻

1
章

に

お

い
て

「
S

は
P

だ
し

と
定

式
化

さ

れ
る
。

そ

し

て

こ
れ

が
、

2
章

で
、

「
部

分
的

に
あ

る

(
　

　
)
」
を
経

て
、
「
S

に
属

す

る
P
が

あ

る

(
で
あ

る
)
」
と
定
式

化

さ
れ

る

(
　

　)。

こ
れ

が

(
"
)

「
あ

る
と

い
う

こ
と
」

の
導

入

に
お
け

る
形

で
あ

る
。

こ
れ

は
原

因
が

問

わ
れ

る
も

の
と
し

て

導

入
さ

れ

て
お
り

(
　

)
、

ま
た
属

性

P

は
主

語

S

に
対

し
自

体
的

に
属

す

る

か
、
付

帯
的

に
属

す

る
か
が

区

別

さ

れ
て

い
る
。

と

こ
ろ
で
、
前

節
末

に
区
別

さ

れ
た
事
柄

の

「
あ

る
と

い
う

こ
と
」
も

、

そ
れ

に
対

し

て
原

因

が
問

わ
れ

る
も

の
で

あ

っ
た

(
　

　
)
。

そ

こ
で
、
前

節

で

の

(2
)
原

困

が
別

の
場
合

の

く
2
-
1

)
論
証

可
能

と

(
2
-
2

)
論

証

不
能

の
区
別



は
、

そ
れ
ぞ

れ

こ
こ

で
の

(
9
自
1
1
)
自
体

的
属

性

と

(
γ
-
2
)
付

帯
的

属
性

の
区
別

に

一
致

す

る
と
考

え
ら

れ
る

。
先

に
指
摘

し

た
よ

う

に
、

論

証
が
関

わ

る

の
は
自
体

的
属

性

な

の
で
あ

る
。

さ

て
、
属
性

P

の

一
例

と

し
て

「蝕

(
　

)
」

が
挙
げ

ら

れ
る
。

し

か
し
、

日
蝕

(
　

)

と
月
蝕

の
原

因

は
異

な
る
。

そ

こ
で
原

因
が
問

わ

れ
る
先

の

「
S

に
属
す

る

P
が
あ

る

(で
あ

る
)
」
と

い
う
句

は
、

「
月

が
蝕

で
あ

る
」
と
理
解

す

る

か
、

「
月
蝕

が

あ

る
」
と
理
解

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

し

か
し
、

前
者

の
よ
う

に

「
あ

る
」
を
繋
辞

用

法

で
読

む

に
は

「
月

が
蝕

す

る
も

の

で
あ

る

(
　

　
)
」

と

い

っ
た
表

現

で
あ

る
必
要

が

あ
る
。

そ

こ

で
、

「
月
蝕

が

あ

る
」

と
述

語

用
法

で

読

ま

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

つ
ま

り
、
右

図

で
用
例

か
ら

示

す
よ
う

に
、

(
1
a)
「
S
は

P
だ
」
は

二
項

を
含

む
述

定

で
あ

る

の
に
対

し
、

("

)
は

一
項

の
定
式

で
あ

る
。

右
図

で

(
"
)
に

「
P

が
あ

る
」

で
は
な
く

特

に

「
T
が

あ
る

」
と
表
記

し

た

の
は
、

「主

語

S

の
属
性

P
」

の
内

、
論

証
可

能

な
自

体

的
属

性

の
場
合

を
示

す

た
め

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

「
月
蝕

(
T
)
」
と

は
そ

の
定

義

に
月

が
含

ま

れ
る

「
月

(S
)

に
お
け

る
蝕

(
P
)
」
と

い
う
仕

方

で
導

　は
　

入
さ

れ
る

と
考

え
ら
れ

る
。

こ

こ
に
論
証

に
お
け

る

「
月
蝕

」

と

い
う
項

(けΦ
「
ヨ
)

の
成
立

を
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

(
"
)

「
月
蝕

(T
)

が
あ

る
」
と

は
、

「月

(S

)
に
自
体

的

に
属
す

る
月
蝕

(T

11

「
月

S

に
お
け

る
蝕

P
」
)
が

あ

る
」
の

こ
と

で
あ

る
。

そ

れ

に
応

じ

(
"
)

「
S

に
属

す

る
P
が
あ

る
」

の
原

形

(1
a)

「
S

は
P
す

る
」

は
、
特

に
自

体
的

な
連

関

(
d
)
「
月

(
S
)

は
月
蝕

(
T
)

す
る
」

と
理

解

さ
れ

る

の
で
あ

る
。
前

節

の
論
証
例

に
現

れ
た

「雷

鳴
」

に

つ
い
て
も
同

様

に
、

「
雷
鳴

(
T
)
」

と
は

そ

の
定

義

に
雲
を

含

む

「
雲

(
S
)

に

お
け
る
音

(
P
)
」

と
言

い
換

え
ら

れ
る

(
　

)
「
雷
鳴

(
T
)

が
あ

る
」

は
、

(d

)
「
雲

(
S
>

で
雷
鳴

(
T
)
す

る
」

と
理
解

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

以

上

の
よ
う

に
、

(
已

は
、

先
ず

統
語
論

的

に

「
あ

る
」
の
述

語
用

法

で
あ

る
点

か
ら
、

そ

し
て

「
あ

る
」
の
主
語

T
は
自
体

的

属
性

と
し

て
、

　
け

　

定
義

の
対
象

や
論

証

の
項

と
し

て
単
独

で
問

題

に
な
り

う
る

と

い
う
点

か
ら
、

(
1γ
)

「
T
が
存

在

す
る

こ
と

」
と
表

記

し
て
許

さ

れ
る

で
あ

ろ
う
。

論
証

に
お

い
て
確

か
に

こ
う
し
た

一
項
命

題

は
用

い
ら

れ
な

い
。

し

か
し
、

("
)

「
T
が
存
在

す

る

こ
と
」
は

(d
)

「
S

は
T

す
る

(
T
は

S

に



　ほ
　

属

す
る
こ

と

二
項

命
題

に
変

換
可
能

な

の

で
あ
る
。

そ

し

て
こ

の

(1
a)

「
S
は

T
す

る

(
T
は

S

に
属

す

る
ご

は
自
体

的

な
連
関

と
し

て
論

証

の
結

論

た
り
う

る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
次

の
点

に
注

意

し
て

お
き
た

い
。

(
iγ
)

「
雷
鳴

(T
)

が
存
在

す

る
し
は

、
厳
密

に
は

(
躍
)

「
雲

(
S
)
で
雷

鳴

(
T
縫
S

に
お
け
る

P

)
す

る
」

で
あ
る
。

し

か
し
、
文

「雲

で
音

が

し

て

い
る

」

に
お
け

る

「音

」

と
、
文

「
雲

で
雷

鳴

し

て

い
る
」

に
お
け

る

「
雷
鳴

」
と

は
、

、

、

、

、

{
15

}

意
味

す

る

(
　

)
こ
と

は
変

わ

ら
な

い
と

い
う
点

で
あ

る
。

そ

し
て

こ
れ

が
、
前

節

の
論
証

例

で
、
項

が

「雷

鳴

」
と
提
示

さ

れ
な

が
ら
、

ヘ

へ

文

に
お

け
る
例

で

は

「
音
」

と

さ
れ
た
背

景

で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

(
1γ
)

「
T
が
存

在

す
る

」
は

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
に

と

っ
て
意

味

と

い
う
点

で

(
　
)

「
S

は
P
す

る
」

と
等

し

い
の
で
あ

る
。

こ
の
点

は
次

節

で

「名

目

的
定
義

し

と

の
関

わ
り

で
問
題

と
す

る
。

残

さ

れ
た

(認
)

(2γ
)
に

つ
い
て
見

て

お
こ
う
。

(
認
)
「
何

故

か
」
は

「
何
故

S

は
P

か
」
で
あ

り
、

(弼

)
〈
何

で
あ

る

か
〉
は
、

〈界
)

門
T

が
あ

る
」

の
以

上

の
よ
う

な
理
解

か

ら
、
直

ち

に

「
T
と
は
何

で
あ

る
か
」

と
し

て
も

よ

い
。
た

だ
し

、

こ

こ
で

〈
何

で
あ

る

か
〉
が

原
因

と
同

じ

と
さ

れ
た
文
脈

を
確

認

し

て
お
く

べ
き

で
あ

ろ
う
。

〈
何

で
あ

る

か
〉
と
原

因

の
同

一
は
、

(翅

)

「月

蝕

と
は
何

か

」
と

(
82

)
「
何

の
故

、
月

蝕

は
あ

る
か
」

と
を
問

い
と
し

て
立

て
た
と

き

の
答

え
が
実
質

的

に
等

し

い

こ
と
で
確
保

さ

れ
る

と

い

っ
て
よ

い

(
　

"

O
倉

一
為

)
。
し

か
し

、
よ

り
重
要

で
あ
る

の

は
、

(
γ
)
と

(
ε
)
と

の
過

程
全

体

の
並
行

性

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

(d
)

「
S

は
P

だ
」
か
ら

(
　
)

「
何

故
S

は
P

か
」

と

い
う
探

求

の
過

程

は
、
右

図

の

(
γ
〉
〈
何

で
あ

る

か
〉
探

求

の
過
程

と
、

(
ε
)
原

因
探
求

の
過
程

と

い
う

二

つ
の
並
行

す

る
探

求

の
過
程

と

し
て
捉

え
直

さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

れ
ゆ

え

(
"
)
「
T
が

あ

る
と

い
う

こ
と
〕

と

(
81
)

「
原
因

が
何

か
あ

る
し

と

は

同

一
と

い
う

こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

こ
の
意
味

は
次

節

に
お

い
て
考
察

す
る
。

さ

て
、
前

節

に
述

べ
た

B
巻

1
…

2
章

の
成

果

の
確

認

(
　

)

に
続

い
て
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
は

(
γ
)

〈
T

は
何

で
あ

る
か
〉

の
探

求

の
過
程

に
お
け
る

("
)

「
T

が
存
在

す

る

こ
と
」

の
把
握

を

二

つ
の
仕
方

で
区

別

す
る
　

)
。

つ
ま
り
、

一
方

で
付

帯
的



な

(
　

)
把

握

の
場
合

は
、

正

し
く

は

「
T

が
あ

る
と

い
う

こ
と
」
を
把

握

し

て

い
る
と

い
え
ず

く
T

は
何

で
あ

る

か
V

の
探

求

に
向

か
え
な

い
こ
と
、
他

方

「
事
柄

T
自

体

の
何

か

(
　

)
」
或

い
は

「
〈
T

は
何

で
あ

る
か
〉

の
何

か

(
　

)
」

を
把
握

し

て
、

「
T
が
存

在

す
る

こ
と
」

を
把

握
す

る

と
き

は
、
〈
T

は
何

で
あ

る
か
〉

を
探
求

で
き
る

こ

と
が
述

べ
ら

れ

て

い
る
。

本
論

冒
頭

か

ら
問
題

と

し
た

(
"
)

「
T
が
存

在

す
る

こ
と

」
の
把
握

の
意

味

と

は
、

(
翅
)
〈
T
は
何

で
あ

る

か
〉

へ

の
探

求

に
必

要

と
さ

れ
る
把
握

で
あ

る
。

つ
ま

り
問
題

は
、

「
事
柄

T
自

体

の
何

か
」
を
把

握

し
た

「
T
が
存

在

す
る

こ
と
」
の
把
握

と

は
、

い
か

に
成

立
す

る
か

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
意

味

を
順
次

考

え

て

い
き

た

い
。

「
『事

柄
自
体

の
何

か
』

の
把
握

」

と
は
、

そ

こ
で
挙
げ

ら

れ

る
例

「
雷

鳴

を
雲

の
或

る
音

(
　

)

〔
で
あ

る
〕
と
、

蝕

を
光

の
或

る
欠
如

(
　

)

〔
で
あ

る
〕

と
、

ひ
と

を
或

る
動
物

〔
で
あ

る
〕

と
、

た
ま

し

い
を
そ

れ
自
身

を
動

か
す
も

の

〔
で
あ

　
ぼ

　

る
〕
と

〔把
握

す

る
〕

(
　

)
」
が
、

そ

の
例

に
相

当

す
る

と
ほ

ぼ

一
致

し

て
解
釈

さ

れ

て

い
る
。

つ
ま
り
、

雷
鳴

の

〈何

で
あ

る
か
〉

は

「雲

で
の
火

の
消

去

に
よ

る
音

」

で
あ

る

が
、

こ

こ
で

の
例

「
雲

の
或

る
音

」

は
そ

の

〈
何

で
あ
る

か
〉

の

一
部

と

な

る
と

い
う
点

で

「
事

柄

自

体

の
何

か

(
〈何

で
あ

る

か
〉

の
何

か
)
」

と
な

る

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、
確

か

に
そ

う
し

た
解
釈

は
正

当

で
あ

ろ
う
。

し

か
し

、
そ

れ
は
結

果

的

に
そ
う

な

の
で
あ

り
、

(
2γ
)
〈
何

で
あ
る

か
〉
の
把
握

ま

で
先

取
り

し

て
し
ま

っ
て

い
る
。

(
"
)

「
雷
鳴

が
存
在

す

る
」
の
把
握

に
先
立

つ

「
雷

鳴

は
存

在

す
る

か
」

と

い
う

問

い
を
発

し

て

い
る

そ

の
場

面

で
考

え

て
み
な

け
れ
ば

、

そ

の
も

つ
意

味

を
明

ら

か
に
し

え
な

い
だ

ろ
う
。

い
わ

ゆ
る
「
名

目
的
定

義

(
　

)
」
、
ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス

の
言
葉

で

い
え
ば

、
「名

も

し
く

は
他

の
名
的

な
句

が
何

を
意

味

す
る

　レ
ソ

か

の
定

式

(
　

)
」

の
考
察

が

こ

こ
で
有
効

だ

ろ
う

。
と

い
う

の
も
、

「
名

目
的
定
義

」
は
、

(
"
)

「
T
が
存
在

す

る

こ
と
」
の
把
握

に
先

立

つ

「
T
が
存

在

す
る

か
」
と

い
う
問

い
を
立

て
る

こ

　
バ

し

と

に
お

い
て
役
立

つ
と
考
え

ら
れ

る

か
ら
で
あ

る
。

(
"
)
「
T

(
S

に
お
け

る
P
)
が
存

在

す
る

こ
と
」
は
、
前

節

で
見

た

よ
う

に

(
d
)

「
S

は

P
だ

」
と
意

味

(
　

)

と

い
う

点

に

つ

い
て

は
同

じ

で
あ

る
。

例

え
ば
、

「
雷
鳴

」

の
場
合

、

(
　
)

「
雷
鳴

が
存

在

す
る

か
」
は

(d
)

「
雲

で
音

が
す

る
か
」
と
言

い
換

え
ら

れ
る
。

「
名

目
的
定

義

」
つ
ま
り

「
名

が
何

を
意
味

す

る
か

の
定
式

」
と

は
、

こ
う
し

た
言

い
換

え

の
こ

と



で
あ

る
と
考

え

ら
れ
る
。

こ
の
言

い
換

え

に
よ
り
、

先

に
も
指

摘

し
た

よ
う

に
論
証

で
用

い
ら
れ

る

二
項

命
題

が
準

備

さ
れ

る
。

こ

こ
で
重
要

な

こ
と
は
、

「名

目
的

定
義

」

に
よ
る

「雲

で
の
音

」

と

い
う
欝

い
換

え

は
、

「
雷
鳴

」
と

い
う
事

柄

に

つ
い
て
我

々
が
書
語

的

に
理
解

し

て

い
る

ア脳

　　
　

と
を

示
し

て

い
る
で
あ

ろ
う
と

い
う
点

で
あ

る
。
先

ず

、
〈
何

で
あ

る

か
〉

(
11
原

因
)

が
問

わ

れ
る

べ
き

(
　
)

「
雷
鳴

が
存

在

す
る

こ
と

」
が
、

言
語

的

に
理
解

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

(
1
a)

「
雲

で
音

が

し

て

い
る
」
と
言

い
換

え
ら

れ
る
。

そ

し
て
、

そ

の
換

言

に
よ

っ
て
、
何

が
説

ヘ

セ

ヘ

ヨ

ヘ

へ

明

さ
れ

る

べ
き

こ
と
な

の
か
明

示
さ

れ
る

の
で
あ

る
。

た
だ

「
雷
鳴

と

は
何

で
あ

る

か
」
「
何

故
雷

鳴

す
る

の

か
」
と
問

う

て
も
、
何

が

説
明

さ

れ

る

べ
き

こ
と
と

し
て
問

わ
れ

て

い
る

の
か
明

ら

か
で

は
な

い
の

で
あ

る

(
　

)
。

「
T
が

存
在

す

る

こ
と
」

を

知

る

こ
と
に
お

い
て

「
『
T

と

い
う
事

柄
自

体

の
何

か
扇
を
把
握

し

て
」
と

い
わ

れ
、

雷
鳴

に

つ
い
て

「雲

の
或

る
音

福
が
例

に
挙
げ

ら
れ

た

こ
と

の

一
つ
の
側

面

は

こ
う

し
た

こ
と

で
あ
ろ

う
。

つ
ま

り
、

「事

柄
自

体

の
何

か

(〈
何

で
あ

る
か
〉
の
何

か
ご

を
把

握

す
る

と

い

っ
て
も

、

そ
れ

は

(
2γ
)
〈
何

で
あ

る

か
〉
ま

で
先

取
り

し
た

わ
け

で
も
な

け

れ
ば
、

予
め

想
定

し

て

い
る
わ

け
で

も
な

い
。
我

々
が

〈
何

で
あ

る

か
〉
に
向

か
う

の

は
、

我

々

に
よ

り
知

ら
れ

る
と

こ
ろ

か
ら
で
あ

り
、

「
何
故

あ

る
か
」

「
何

で
あ

る

か
」

の
問

い
自

体

に
そ

う
し

た
我

々

の
理
解

が
含

ま
れ

て

い
る

意
味

で
、

そ
れ

は

〈
何

で
あ

る

か
〉

の
部

分

と

い
わ
ざ

る

を
得

な

い
の

で
あ
る
。

そ

こ

か
ら
出

発
し

て
探
求

さ
れ
る

〈
何

で
あ

る

か
〉
が
結

果

と

し

て
誤
り

で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と

は
あ

り
得

る
か
も
知

れ
な

い
。

し

か

し
そ

の
と
き

は
、
我

々
の
理
解

し

て

い
る

こ
と
を
再

吟
味

し

、
問

い
を

立

ハ　
　

て
直

せ
ば

よ

い
の
だ
。

し

か
し
、

こ
う
し
た

陶
名

目
的

定
義

』
の
理
解

し
で
、

「
『
事
柄

自
体

の
何

か
』

の
把

握

」
が

尽

く
さ

れ
る

わ
け

で
は
な

い
。

「
『事

柄
自

体

の
何

か
』

の
把
握

」

は
存
在
把

握

に
と

っ
て
十

分

で
あ

る
。

し

か
し
、

「
『
名
目

的
定

義
』

の
理

解
」

の
み

で

「
存
在

す

る

こ
と
」

の
把
握

は
成

り
立

た

な

い
の

で
あ
る
。

「
名

目
的
定

義

」
は
、

そ

の
例

と
し

て
挙
げ

ら

れ
る

「
三
角

形

」
に
よ

っ
て
基
本

的

な
性
格

が
了

解

さ
れ

る

(
　

)
。

「
三
角

形

」
の
定
義

は
、
〈
何

で
あ
る

か
〉
を

示
す

。
し

か

し
、
類

の
基

礎
措
定

と
異
な

り

「あ

る

と

い
う

こ
と
」
は
容
認

さ

れ

て
お
ら
ず

、
証

明

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で
あ

る

(
　

寒
)
。

そ

し

て
そ

の
こ
と

が

「
名

目
的

定
義

」

の
要
点

と

し
て

「
意

味

し

は
す

る
が

〔「
あ

る

と

い
う

こ
と

」
を
〕

証

明
し

な

い

(噺
謹

袋
電
勲

幕

タ

簿
鍵

鷲
§

蛎
"o
鮮

⇔ご
一
〇
"
潟
ぴ
もφ
⑩
ら
爵

一
)
」

と
繰

り
返

さ
れ

る
。



つ
ま
り

「
名

目
的
定

義

」
は
と
も

か
く

も

〈何

で
あ

る
か
〉
の
定
式

で
あ

る
限

り

に
お

い
て
定
義

の

一
つ
に
挙
げ

ら

れ

る
が

(
　

。
)
、

そ

の

〈
何

で
あ

る
か
〉

は

「
意

味

さ
れ

る

こ
と
」
「
理
解

さ
れ

る

こ
と

(
　

〉
一
〇
為

①
げ
宥
)
」
と

し

て
な

の
で
あ

る
。

ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス

は
、

こ
う

し
た

A
巻

の
数

学

に

お
け
る

了
解
を

、
定

義
論

で
の
問
題

と
重

ね

て
述

べ
る
。

つ
ま
り
、

(
1γ
)
「
T
が

存
在

す

る
こ

と
」

か
ら

(
2ε
)

「何

の
故

T
が
あ

る

か
」

の
探

求
過

程

を
挙
げ

、

「存

在

す

る
こ
と

を
知

ら
な

い
の
で
あ

れ
ば
、

そ

の
も

の
を

こ

の
よ
う

に

〔原

因
を

知

る
仕
方

で
〕
把

握

す

る

こ
と
は
難

し

い

(
　

)
」

と
述

べ
る
。

こ
こ
で
意

図

さ
れ

る

の
は
、

「名

目
的

定
義

」

で
は
、

付
帯

的
な

仕
方

を
除

い
て

(
"
)
「
T
が
存

在
す

る

こ
と
」

の
把
握

は
成
立

し
な

い
と

い
う

　ゆ
　

こ
と
で
あ

る

(
　

㎝
)
。

で
は

「
名
目

的
定
義

」

つ
ま
り

「
月
蝕

」

に

つ
い
て

の

「
月

の
光

の
欠
如

」

と

い
う

言
語

的
理
解

だ
け

で
な
く

、
更

に

「
月
蝕

」

と

い
う
現
象

の
観

察
が

加

わ
れ
ば

ど

う

で
あ

ろ

う
か
。

し

か
し

こ
こ

に
、

先

に
指
摘

し

た
存
在
把

握

の
二
種

の
仕
方

、

「付

帯
的

な
仕

方

」
と

「
『事

柄
自
体

の

何

か
』
を
把

握

す
る
仕

方

」
と

の
相

違

が
あ

る

の
で
あ

る
。

そ

の
対
比

の
中

で
、

「
存
在

す

る

こ
と
」
の
把

握

の
意
味

が

明

ら
か

に
さ

れ
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。
考

察

の
手
掛

か
り
は
、

〈
何

で
あ

る
か
〉
の
探
求

に
向

か

い
う

る

「
『事

柄
自

体

の
何

か
』
を
把
握

す

る
仕
方

」
の
場
合

、

「名

目
的

定

義

」

と

し
て

の

「
月

の
光

の
欠
如

」

と
同

じ

で
は
な
く

、

「
〔
月

の
〕
或

る
光

の
欠
如

」

と

「或

る

」
と

い
う

限
定

が
入

っ
て

い
る

こ
と

に
求

め
ら

へれ
　

れ

る
で
あ

ろ

う
。

こ

の
限
定

が

入

っ
た
経
緯

が
明

か

さ
れ

れ
ば
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
の

い
う

「
存
在

す

る

こ
と
」

の
把
握

と

は

い
か
な

る

こ
と

で

あ

る
の

か
示
す

こ
と
が

で
き

る
で
あ

ろ
う
。

月
蝕

は
、

(
2γ
)

〈何

で
あ

る
か
〉
に

お

い
て

「
地

球

の
遮

蔽

に
よ

る
月

の
光

の
欠
如

」
で
あ

る

か
ら
、

「
月

の
或

る
光

の
欠
如

」
に

お
け
る

「
或

る
」
と

い
う

限
定

は
、

原
因

を
示

す

「
地
球

の
遮

蔽

に
よ

る
」
と

い
う
限

定

と
関

わ

っ
て

い
る

こ
と
は

予
想

で
き

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
、

「
月

蝕

」

を

A
、

「月

」
を

C
、

「
地
球

の
遮

蔽
」

を

B
と

し
た
上

で
、

「
月

が
蝕

し

て

い
る

か
否

か

(
　

)
」

を
探

求
す

る

こ

と

は
、

「中

項

B
が

あ
る

か
否

か

(
　

)
」
を
探

求

す
る

こ
と

だ
と
述

べ
て

い
る

(
　

)
。

つ
ま

り
、

「
月
が
蝕

し

て

い

る

(
川
月
蝕

が
存

在

す
る

)
」
と
把
握

す

る

こ
と

は
、
「
B
が
あ

る
」
と

い
う
把
握

で
あ

る
。

し

か
し

こ

こ
で
、

「
B
が

あ

る
」
と

い
う

こ
と

は
、

「
『地



球

の
遮

蔽
』
が

あ
る
」
と

い
う

こ
と

で
あ

る
必
要

は
ま

だ
な

い
。

「
月

が
蝕

し

て

い
る
」
と

い
う
把

握

の
時
点

で
、
中
項

(
11
原

因
)
B

は
ま

だ
特

定

さ
れ

て
な
く

と
も
よ

い
の
で
あ

る

(
　

)
。
そ

れ
を
定

め
る

の
は
、

(露
)

「
B

は
何

で
あ

る

か
」
と

い
う
問

い
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

(
1
a)

「月

が
蝕

す
る
」

(
川

("
〉

「
月
蝕

が
存

在

す

る
」
)
の
把

握

の
次

に
問

わ

れ
る

べ
き

(
42
>

慣
何
故

月

は
蝕

す

る
か
」

(
則

(翅
)

「
月
蝕

は

何

で
あ

る
か
」
)
と

い
う
探

求

に
お

い
て
で
あ

る
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

、

こ
こ

で
B
巻

2
章

の
図
式

を
使

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。
前

節

で
述

べ
た

よ

う

に

(
環
節

の
表

を
参
照

)
、

(認
)

「
S

は
P
だ

」
か
ら

(
　

「
何
故

S

は
P

か
し

の
過

程

は
、

(
81
)

「
原
因

が
何

か
あ

る
」

か
ら

(
82
)

「
原

因

は
何

で
あ

る
か
」

の
過
程

と
等

し

い
。

つ
ま
り

、
月
蝕

の

(
1γ
)
「
存

在

す
る

こ
と
」

の
把

握

と
は
、

そ

の

(
d
)

「
原
因

が
何

か
あ

る
」

と

い

ハ　

う
把

握

と
し

て
成
立

す
る

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

「
原
因

が
何

か
あ

る
」

と

い
う

仕
方

で
、

原
因

が
特
定

さ
れ
ず

に
把

握

さ
れ

て

い
る
場
合

と

し
て
、

次

の
例

を
考

え
る

こ
と

が

で
き

る
。

つ
ま
り
、

「
月
」
を
小

項
、

「
月
蝕

し
を
大

項

と

し
、
「
満

月

の
と

き
我

々
と

の
間

に
何

も
見

え
る

も

の

〔
例

え
ば
、

雲
〕
が
な

い
の

に
影

を
作

り
え

な

い
こ
と
」

と

い
う

こ
と
を
中

項

と
し

て

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
描

く
例

が
そ

れ

に
相

当

す
る

(
　

)
。

そ
れ

は

(
必
)

「月

が
蝕

す
る

(
　

)

「月

蝕

が
存
在

す

る

(
　

と

い
う

こ
と
が
把

握

さ
れ

て

い
る
が
、

(
　
)

「
何
故

月

が
蝕

す

る

か
」

(
2γ
)
「
月
蝕

は
何

で
あ

る
か
」
の
把
握

は

ま
だ

な
さ

れ

て

い
な

い
事
例

で
あ

り
、

更

に

こ
こ
で

の
中
項

が
何

で

あ
る

か
、

遮

蔽

か
、
月

の
回
転

か
、

〔光

の
〕
消
滅

か
、

を
探

求

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と
さ

れ
る

の
で
あ

る

(
　

)
。

こ
の
例

で

の
中

項

「
…

影
を
作

り

え
な

い
こ
と
」
は
原

因

に
は
当

た

ら
な

い
。

と

い
う

の
も
、
原

因

で
あ

る

に
は
、
中

項
が

小
項

と
大

項

と

に
対

し
無
中

項
連

関

を

な
す

こ
と

を
必
要

と
す

る
　

)
。

そ
し

て
確

か

に
、

こ
こ

で
の
中
項

を
原

因

と
考

え
る

と
奇
妙

で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
の
中
項

「
満

月

の
と
き
我

々

と
の
問

に
何

も

見
え

る
も

の
が

な

い
の

に
影
を
作

り

え
な

い
こ
と
」

が
、
小

項

「
月

」
と
大

項

「
月
蝕

」

を
繋

ぐ
と

き
、

つ
ま

り
、

こ
う

し
た
中

項

を
了
解

し
た

な

か
で

「月

が
光

を
欠

如

す

る
」

こ
と

を
見

る
と

き
、

門
月

が
蝕

す

る
」

こ
と

の

(
81
)

「
原

因

が
何

か
あ

る

(
　

　が
　

　
)
」

と
判
断

す

る

の
で
は

な

い
で
あ

ろ
う

か
。

そ

し
て
、

そ

の

(
2
-
1

ε

)

「
原

因
が
何

で
あ
る

か
」

川

(
82
-
2
)

「何

の

故
あ

る

か

(
　

を
初

め

て
問

う

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

こ
う
し

た
場
合

に
、

「
何

か
原

因
が

あ

る
」
と

い
う
仕

方

で

「月

蝕

が
存



在
す

る
」

(
川

「
月
が
蝕

す

る
」
)

と
把
握

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
う
し

た

「何

か
原

因

が
あ

る
」

と

い
う
仕
方

で

「
月
蝕

が
存

在

す
る

」
と

把

握

し

て

い
る

こ
と

に
、

「
事

柄
自

体

の
何

か
」
の
例

「
月

の
或

る
光

の
欠
如

」
で
問
題

と

し
た

「
或

る
」
と

い
う
限

定

が
関

わ

る

で
あ

ろ
う
。

「
或

る
」

と

い
う

限
定

は
、
特

定

の
原
因

に
よ

る
限
定

で

は
な

い
。
し

か
し

、
何

か
不
特

定

の
原

因
を
把

握

し

て

い
る

と
考

え

て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、

先

に

「
月

蝕

(T
)

が
存

在

す

る
」

は

「
名

目
的
定

義

」

か
ら
意
味

と

い
う
点

で

「
月

(S

)
が
光

を
欠

如

(P
)

す

る
」

と
等

し

い
と
し
た
。

し

か
し
同

時

に
、
述

語

「
光

を
欠
如

す

る
」

を
文

か
ら
独

立

さ

せ
単

独

で
問
題

に
す
る

と
、

一
般
的

す
ぎ

て
意

味

の
同

一
性

も
確

　
ゐ

ね

保

で
き

な

い
こ
と

に
注
意

す

べ
き

で
あ

る
。

「
雷
鳴

が
存
在

す

る
」
の
場
合

の

「
音

が

す
る
」
も
同
様

で

あ
る
。

こ
う
し

た
主
語

と

の
関

わ
り

に

お

い
て
考

え
ら

れ

て

い
な

い
、

つ
ま
り

自
体

的

な
属
性

で
な

い
仕

方

で

の

「月

が
光

を
欠

如

す
る
」
の
把
握

を

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は

「
『事

柄
自

体

の
何

か
』

の
把

握
」

と
対

比

し
て

「
付
帯

的

な
把

握

」

と
呼

ん
だ

の
で
あ

ろ
う

(
　

)
。

そ

し
て
、

こ
う
し

た

「名

目
的

定
義

」

の
み

に
よ

る

「
月

の
光

の
欠
如

」

と

い
う
把

握

に
対

し
、

「
或

る
」
と

い
う
限

定
が
加

わ

っ
た

「事

柄
自

体

の
何

か
」

の
把

握

の
場
合

、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
そ
う

呼
ば

な

か

っ
た
が

「自

体

的

な
把

握

」

が
成

立

し

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
で
あ

ろ

う
。

つ
ま

り
、

そ

の
限

定

が

示
す

「
原
因

が
何

か
あ

る
」

と

い
う
把
握

が

、

そ

の
事
柄

の
自

体
的

な
把

握

と
し

て

の

「
月
蝕

(
T
)

が
存

在
す

る
」

川

「
月

(S
)

は
月
蝕

(T
)

す

る
」

と

い
う
把

握
を

保
証

し

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
の

で
あ

る
。

ア
リ

ス

ト
テ

レ
ス
は
知

覚
が

「
こ
れ
」

「
こ

こ
」
「
今

」
と

い

っ
た
個
別

状
況

に
拘

束

さ
れ

る

の
に
対

し
、
知
識

ま

た
論

証

は
「
普
遍

(
　

)
」

に

つ
い
て
問
題

に
な
る

こ
と
を
指

摘

す

る

(
　

)
。

つ
ま

り
知
識

や
論

証

の
成

立

に
は
、

個

々

の
事
態

の
知
覚

か
ら

(簿

　
)
帰

納
を

経

て

「
普
遍

」

が
把
握

さ
れ
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る

(
　

)
。

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の

い
う

「普

遍

」
と

は
、
厳
密

に
は

(2ε
)
原

因

の
把
握

ま

で
含

ん
だ

と

こ
ろ

で
成

立

す
る

と
考

え
ら

れ
る

(
　

)
。
し

か
し

、

そ

の
前

段
階

と
し

て

の

("
)

「
存
在

す

る

こ
と
」

の
把

握

も
、

或

る
仕
方

で
普

遍
的

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

「存

在

す

る

こ
と
」

と
は
、

そ

の
導

入

に
お

い
て
そ

れ

の
原
因

が
与

え
ら

れ

る
事

態

で
あ

っ
た

が

(
　

)
、

そ

の
原

因

は
個

々

の
事

態

に
対

し

て
で
な

く
、
同
時

に
そ
れ

の

(
2γ
)

〈何

で
あ

る
か
〉
が
問

わ
れ

う

る

一
般
的

な
事

態

に
対

し

て
問

わ

れ

る

の
で
あ

る
。
別

の
仕
方

で
言



え
ば
、

個
別
的

な

「今

、

月

が
蝕

し
て

い
る

(
　

)
」

と

い
う
知
覚

で
は
、

「蝕

(光

の
欠

如

ご

が
主
語

「
月
し

に
単

に

付

帯
す

る
だ

け

の
独

立

の
現
象

と

し
て
掘
握

さ
れ

る
場
合

も
あ

ろ

う
。

例

え
ば

「
ソ
ク

ラ
テ

ス
は
白

い
し

と
類

比
的

な
偶
然

的
結

び

つ
き
と

み
な

さ
れ

よ
う
。

そ

の
場

合
、

(
1ε
)
「
月

蝕

の
原
因

が
あ

る
」

と

い
う
把
握

は
な

い
の

で
あ

る
。

し

か
し

、

(
d
)

「
原
因

が
あ

る
」

と
把

握

さ
れ
た

と

き
、

そ

こ
で
は

「蝕

(光

の
欠

如
)
」
が

「
月

」

と
の
関

わ
り

に

お

い
て
捉

え

ら
れ

(翼

)
「
月
蝕

(
目
月

に
お
け

る
蝕

)

が
存
在

す

る
」

と

い
う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

把

握
が

一
つ
の
事
態

の
把

握

と
し

て
成
立

し

て

い
る
と

い
い
う
る

で
あ

ろ
う
。

〈
何

で
あ

る

か
V
或

い
は

「
何
故

か
」
が
問

い
う

る
把
握

と
し

て
問

　
　

へ

題

と

さ
れ

た
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の

「
存

在
把

握
」

と

は
そ

こ

に
成

立
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

　
ゆ

　

そ

し
て
、

こ
う

し
た
普

遍
的

な
把

握

と
し

て

の

「
存
在

す

る
こ

と
〕

の
把

握

は
、

そ

の
ま

ま
論

証

の
結
論

に
位

置

す
る

と

い

っ
て
よ

い
。

論
証

の
結
論

と

は
、
定
義

論

の
う

ち

に
お

い
て
も
普
遍

で
あ

る
と

さ
れ
　

)
、

ま

た
自

体

的
な
命

題

で
あ

っ
た

(
　

)
。
「
月

蝕

が
存

在

す
る
」

「
雷
鳴

が
存

在

す
る
」
と

い
う
把
握

は
、

「
月

が
月
蝕

す

る
」

「
雲

で
雷
鳴

す

る
」
と

い
う
仕
方

で
、
自

体

的
命

題

と
し

て
成

立

す

る
。

こ

の
と
き
、
確

か

に
ま

だ
原

因
は
特

定

さ
れ

て

お
ら
ず
、

前
提

と
な

る
命

題
を
特

定

し

て

い
な

い
。

し

か
し
、

そ

の
存

在
把

握

の
も

つ

「
原

因

が
何

か
あ

る
」

と

い
う
把
握

に
よ

っ
て
、
原

因

が
特
定

さ

れ
る

べ
き
中

項

の
位
置

は
既

に
確

保
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

あ

と
は
、

小
項

と
大

項

と
で
無

中
項

な
連
関

と

な
る

よ
う

な
中
項

を
探

せ
ば

、

そ
れ
が

原
因

な

の
で
あ

る

(
　

〉
。

そ
れ

に
対

し

て
、
も

し
、

原
因

の
探

求

に
先
立

つ

「存

在

す
る

こ
と

"

の
把

握

が
、
個

別
的

な

「
今
、

月

が
蝕

し
て

い
る
」

と

い

っ
た
把

握

に
留

ま

る
な

ら
、
論

証

は
原
因

の
探
求

に
何

の
役
目

も
果

た

さ
な

い
で
あ

ろ
う
。

と

い
う

の
も
、

個
別

の
事

態

は
原
因

が
与

え

ら
れ
説

明

さ
れ

る
と

し
て
も

、

そ
れ

は
普

遍

的
な
事

態

の
或

る

一
事
例

と

し
て

の
み

な

の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、
論

証
を
離

れ

て
観
察

を
繰

り
返

し
原

因
を
探

求

し

た
結
果

か
ら

論
証

の
前
提

を
定

め
て
、

そ

の
個

別

の
事

態

を
説
明

す

る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

か
ら

で
あ

る
。

原

因
ま

た

〈
何

で
あ

る

か
〉

の
探

求

に
お

い
て
必
要

と

さ
れ

る

の
は
、
先
ず

普
遍

的
な
把

握

な

の
で
あ

る
。
そ

し
て

ま
た
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
論

証
知

の
構
想

に
、
こ
う

し
た
個

別

の
事
態

を
説

明

す
る
論

証

は
基
本

的

に
な

い
。

つ
ま

り
、

「
月
蝕

は
地
球

の
遮

蔽

に
よ

る
」
と

い

っ
た

い
わ
ば

自
然

法
則

と

「
今
、

月
を

地
球

が
遮
蔽

し
て

い
る
」
と

い

っ
た
条
件

が
前

提

と
さ

れ
、

　
が

　

「
今

、
月

が
蝕

し
て

い
る
し

と

い
う
個
別

の
事

態

が
説

明
さ

れ
る

と

い
う
形

は
と

ら
れ

な

い
。

む
し

ろ

「
月
蝕

は
地

球

の
遮
蔽

に
よ
り
、

か

つ
月



を

地
球

が
遮
蔽

す

る
な

ら
ば
、

月

は
月
蝕

す

る
」
と

い

っ
た
結
論

を
含

め

た
論
証

全
体

(
　

)
が

、
即

ち
自

然
法

則
な

の
で
あ

り
、

そ
れ
が
全

体

と
し

て
知
識

の
対

象

と
な

る
で
あ

る
。

月
蝕

と

い

っ
た

「
し
ば

し
ば
起

こ
る
こ

と
」

の
論

証

に

お

い
て

「
月
蝕

が
普

遍

で
あ

る
限

り

　　
　

知

識

は
常

に
あ

る

(
　

)
」

と
語

っ
た
意

味

は
、

こ
う

し
た

と

こ
ろ

に
見

出

し
う

る
で
あ

ろ
う

。

以
上

に
お

い
て
、

「
存

在
す

る

こ
と
」
の
把

握

が

い
か
な

る
も

の
で
あ

る
か
を

、
定
義

論

の
範

囲

で
論

じ

え
た

と
思

う
。
繰

り
返

せ
ば

、

そ
れ

は

自

然
現
象

の
知

覚

に
由
来

す

る
が
、
普

遍

的

な
仕
方

で
成

立

し
て

い
る
把
握

で
あ

る
。

そ

の
成
立

は

「中

項

が
あ

る

(
川
原
因

が
何

か
あ

る
)
」
と

い
う
把
握

と

し

て
あ

り
、
無

中

項
な
連

関

と
な

る
中
項

を
定

め

る

こ
と

と
し

て

〈
何

で
あ

る
か
〉

(
"
原
因

)
は
探

求

さ
れ

る
。

そ

の
探

求

に

お

い

て
、
論
証

の
形

式
が

介
在

し

て

い
る
。
「
存

在

す
る

こ
と
」

の
把

握
を

、

「名

目
的

定
義

」

の
理
解

、
或

い
は
個
別

の
事

態

の
知
覚

に
お

い
て
考

え

よ
う

と
す

る
場
合

に
は
、
論

証

と

は
離

れ

た

と

こ
ろ
で

「存

在

す
る

こ

と
」

の
把

握

が
成
立

す

る

と
し

て

い
る
の

で
あ
り
、

そ

れ
は
結

局

、
論

証

と
は
離

れ
た

と

こ
ろ
で
、

そ

の
原
因
或

い
は

〈何

で
あ

る
か
〉

を
探
求

す

る
と

い
う
見

方

に
陥

る

で
あ

ろ

う
。

し

か
し
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
お

い
て
、

「
〈
何

で
あ

る
か
〉

を
認
知

す

る

の
は
、
論

証

な
し

に

は
あ
り

え
な

い
(
　

)
」

こ
と

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

註

(1
)
　

(2

)
　

教

授

と
知

識

成

立

の
点

か
ら

の

切σ
①
ヨ
①
ω

批
判

と
し

て

、
　

q　

・
自

然

学

的
著

作

と

の
比

較

を
通

じ

た

批
判

と
し

て

、
〉
・

　
及

び
　

(3
)
以
下
の
引
照
に
お
い
て
書
名

の
な

い
も
の
は

『
分
析
論
後
書
』
か
ら

の
も

の
で
あ
る
。



(
4
)

こ

の
箇

所

は
、

し

か

し
、

テ

キ

ス

ト
、
解

釈
共

に
問

題

を
含

ん

で

い
る
。
　

　
ま

た

註

(
29
)

を
参

照

。

尚

、

A
巻

8
章

で
直

接

「
必

然
性

」
は
問

題

と

さ

れ
な

い
が

、
主

題

で

あ

る

「永

遠

的

な

こ

と

(
　

は

「
必

然

性

」
と
密

接

に
連

関

す
る

〈Φ
・

　)。

(
5
)

=

応

」

と

い
う

の
は

、

B
巻

13
章

で

こ

こ
で

の
考

察

が

確

認

さ

れ

(
　

)、

定

義

の
考

察

が

再
開

さ
れ

る

か

ら

で
あ

る

。
但

し
、

13

章

で

の
考

察

は
、

本
論

で

の
問

題

に
直

接

関

わ

ら

な

い
。

(
6
)

後

に
論

じ

る

よ

う

に

「
月
蝕

」

に

つ

い
て
も

同
様

に
考

え
る

こ
と
が

で
き

る
。
　

　
尚
、

こ

こ
で

の
雷

鳴

の
定
義

は
、

方

法
論

的

観

点

か

ら
与

え

ら

れ

て

お
り

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
自
身

の

も

の
で

は

な

い

(
　

)
。

(
7
)
　

(
8
)
加

藤

信

朗

氏

の

『分

析
論

後

書

』

訳
註

(
4
)

を
参

照

。

『
ア

リ

ス

ト

テ

レ
ス
全

集

董

』
岩

波

書

店

、

一
九

七

一
、

八

一
八
⊥

九
頁

。

(
9
)
定

義

と
基

礎
措

立

は
、

A
巻

で
論

証

知

の
原

理

(
　

)
論

と

し

て
解

釈
問

題

を

も

つ
。
本

論

で

は
、

基

礎

措
定

は
広

義

の
定

義

の

一
つ
で

あ

り
、

「
あ

る
と

い
う

こ

と

(
　

が
容

認

さ

れ

る
原

理

と

い
う
点

で

、
狭

義

の
定

義

(例

え

ば

「
三
角

形

の
定

義

」
)

と

は
区

別

さ

れ

る

と

い
う
解

釈

を

と

る

。

(
10
)

漂

困

と
同

一
化

さ

れ

る

(翅

)
〈
何

で

あ

る

か
〉

を
指

し

て
、
特

に

「
本

質

(
　

)
」

と

い
う
語

が

用

い
ら
れ

る

こ
と

が
あ

る

(
　

　)。

(
11
)
B
巻

1
章

で

(d
)
「
S
は
P
だ
」

(認
)
「何
故
S
は
P
か
」

に
対
比

さ
れ
る
の
は

(
御
)
「
S
が
あ
る
」
(
彫
)
「
S
は
何

で
あ
る
か
」

と
い
う
実
体

系
列

の
探
求
過
程

で
あ
る
。
2
章
で
は
a
系
列
と

β

系
列
が
合

わ
せ
て
、

γ
系
列
と

ε
系
列

に
変
換
さ
れ
る
。
β
系
列

に
つ
い
て
は
そ
の
変
換

の

意
味

に

つ
い
て
問
題
を
含
む
が
、

11
節
末

で
の
区
別

の

「
原
因
が
同
じ
」
場
合

に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
扱

わ
な
い

(
　

　(12
)

「
自
体

性

」

の
第

二
規

定

に
応

じ

る

(
　

)
。

太

陽

に

つ
い
て

も
述

べ
ら
れ

る
意

味

で

の
蝕

(
P
)

(
　

)

は

、

「光

の
欠
如

」

と

言

い
換

え
る

こ

と

が

で
き

る

(
　

)
。



(13

)
「
あ

る
」
を

繋

辞

用
法

と
読

む
解

釈

と

し

て
、
『
分
析

論

後
書

』
で

一
貫

し

て
そ

う

読

む
　

と
、

一
つ
の
可

能
性

と
し

て
挙

げ

る

>
o
ζ

≡

が

あ

る
。

〉
　

　
し

か
し
、
　

が

証
拠

と
す

る
箇

所

(
　

)

で

は
そ

の

こ
と
が

直

接

明

示

さ
れ

ず

(
　

)
、
本

論

で

の
よ

う

に
、
論

証

式

に
現

れ

る
命

題

の
問

題

で
は

な
く

、

項

の
言

い
換

え

の
問

題

と

解

釈

で
き

る

(
　

)
。

(14
)
　

(15
)

「
雷
鳴

」

と
同

じ

く

、

「
シ

モ

ン
　

鼻

の
凹

み
性

(
　

)
」

は
、

「
自
体

性

」

の
第

二
規
定

(
　

)

に
相
当

す

る
仕
方

で
自

体

的

属
性

で
あ

る

が

(
　

)
、

〔
「音

」

に
相
当

す

る

〕

「
凹

み

(&

さ

い。評
ミ

)
」

が

、

〔
「雲

」

に
相

当

す

る

〕

「鼻

」

に
付
加

さ
れ

た
句

・
文

に
お

い
て

(
　

)
、

〔
「雷

鳴

」

に
相

当

す

る
〕

「
シ

モ

ン
」

を

意

味

す

る

と
述

べ

F

「

ら

れ

て

い
る

(
　

)
。

尚
、
　

(
　

)

に
よ

る
付

加

は
読

ま

な

い
。
註

(25

)

も
参

照

。

(16
)
　

は
、

こ
の
例

を

付

帯
的

把

握

と

す

る
が

、

そ

の
批

判

と

し

て
次

を

参

照
。
　

(
17
)

こ

の
句

の
解

釈

は
、
多

く

の
解

釈

者

と

と
も

に
　

に
従

う

(
　

)
。

(
18
)

(d
)

「
S

は

P
だ

」

と

い
う
定

式

(
　

)

に

お

い
て

、
問

い

(
　

)
と

答

え

(
　

)
と

が
合

わ

せ

て
示

さ

れ

て

い
る

(
　

　)。

(
1γ
)
に

つ
い
て
も
同

様

で
あ

る
。
B
巻

1
章

の
論

点

に
は
、
問

い
と
答

え
を

四

つ
の
定
式

に
揃

え
る
こ
と
も
あ
る
。
　

　
(
19
)

「名

目

的
定

義

」

の

問
題

を

「徴

候

(
　

)
」

(例

え
ば

「
妊
娠

」

の
徴

候

は

「
乳

が

で
る

こ
と
」
)

の
問
題

(
　

)

に
関

連

づ

け

る
議

論

が

あ

る
。

そ

の
場
合

、

「
名

目
的

定

義

」

の
内

実

と

し

て

「
我

々
の
常

識

・
了

解

(
　

)
」

の
線

が
う

ま

く
捉

え
ら

れ

る
。
　

に
も
指

摘
が

あ

る

が

(
　

&

を
参

照

(
　

)
。

(
20
)

こ

れ
は

、
　

の
問

題
提

起

へ
の
応

答

で
あ

る

。
　

(
21
)
引

用

文

の
解

釈

に

つ

い
て
　

を
参

照

(
　

)
。

「名

目
的

定

義

」

が
端

的

に
存

在

把

握

を

も

つ
と

い
う
解

釈

は
維
持

で

き
な

い
が
、

し

か

し
、

存

在
把

握

を

も

つ
も

の
も

あ

る

、
或

い
は

「事

柄

自

体

の
何

か
」

と
同

じ

も

の
も

あ

る

と
す

る
解

釈

者

は

多

い
。



　
註

(27
)
で
の
問
題

の
他

に
、
「名
目

的
定
義

」

に
つ
い
て
特
別

の
含
意

が
与
え
ら
れ
る

(
　

〉
。

(22
　

以
下

の
趣
旨
は
　

に
近

い
。

こ
の

「或

る
〕

へ
の
着
目

に
よ

っ
て
、
　

の
提
示
す
る
問
題

(
　

)
は
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(23
)
　

(24
)
こ
こ
で
の
中
項

に
含
ま
れ
る

「
影
を
作
り
え
な

い
し
と

い
う
こ
と
は
、
「
光

の
欠
如

し
を
規
定
す
る
も

の
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る

(
　

　)。
尚
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
、
月

の
上

に
探
求
者
が

い
て
、
月
蝕

の
原
因
を
直
接
知
覚
す
る
場
合
を
想
定
す
る
こ
と
が
あ
る

(》
ω
一
　

o
　

)
。
し
か
し
そ
う
し
た
想
定

の
な

い
場
合
、
原
因
が
何

か
あ
る
と
し
更

に
そ
れ
を
特
定

す
る
こ
と
は
、
知
覚

に
依
る
よ
り

も
、
理
論
的
考
察

に
依

る
も

の
で
あ
ろ
う
。
月
蝕
は
天
体
学
が
扱

い
　

)
、
雷
鳴

は
気
象
学
が
扱
う

(
　

)
。

ハ25
)
註

(15
)
で
挙
げ
た
文
脈

に
お

い
て
、
「
鰻
み
」
は
、
単
独

で
は

(
　

)
「
が
に
股
性

(
　

こ

の
場
合
と
も
共
通
な

こ
と
を
意
味
す
る

と
さ
れ
、
「
シ
モ
ン
〕
と
の
意
味

の
岡

一
性
が
否
定
さ
れ
る

(
　

)
。

(26
)
　

は
、
「存
在
把
握
」
を
、
B
巻

19
章

に
お
け

る

「経
験

(
　

こ

の
成
立
と
重

ね
て
い
る
　

。

(27
)

こ
の
点

に
関

わ
る
B
巻

鎗
章
で
の
定
義

の
種
類

の
解
釈
問
題

に
つ
い
て
、
加
藤
氏

の
訳
註

(
(3
)
前
掲
書

八
二
〇
↓
ご
一頁
)
を
参
照
。
　

は

「名
目
的
定
義
」
と

「論
証

の
結
論
」
を
同
じ
と
す
る
。

そ
れ
は
特

に

「
名
目
的
定
義
」

に

「存
在
把
握

」
を
想
定
す
る
論
者

に
引

き
継
が
れ
た
。

註

(21
)
を
参
照
。
但
し
、
　

は

「名
冒
的
定
義
」
の

「
存
在
把
握
」
を
否
定

し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
「
名
羅
的
定
義
」
を

「
存
在
把
握
」
以
前

と
し
て
位
置
づ
け
、
「論
証

の
結
論
」

は

「事
柄
自
体
の
何

か
」
と
嗣

じ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
28
)
　

は
、
論
証

の
形
式

は

0
9
象

で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
を
提
示
す
る

(
　

)
。

(
29
)
　

(本
学
大
学
院
博
士
課
程

・
西
洋
哲
学
史
)


