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ア

ー

サ

ー

・
ラ
ヴ

ジ

ョ
イ

の

観
念
の
歴
史
叙
述
と

「暗
黙
の
仮
定
」

本
論
文
は
、
ア
ー
サ
ー

・
0

・
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ

(一c◎
刈.Q
l
一⑩
O卜o
)
が

「観
念
の

歴
史

(
爵
①
馘
ω
8
受

O
h
莚
①9
ω)
」
と
い
う
彼
独
特

の
歴
史
叙
述
に
お
い
て

用
い
た
概
念

「暗
黙
の
仮
定

(
$
。肆

o
ω
餮
目
℃
註
o
コ
)
」(1
)に
、
注
目
す
る
。

展
開
は
お
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、

「暗
黙
の
仮
定
」
は

「単
位
観
念
」
の

一
つ
の
タ
イ
プ
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず

「単
位
観
念
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
し
て
次
に

「暗
黙
の
仮
定
」
に
つ
い
て
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
自
身
が
ど
う
語

っ
て
い

た
か
を
述

べ
る
。

二
、

「暗
黙
の
仮
定
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
解
す
べ
き
か

彼
の
歴
史
叙
述
の
実
践
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
は

「暗
黙
の
仮
定
」

の
概
念
に
対
し
い
く

つ
か
特
徴
づ
け
を
行
な
い
、

「暗
黙
の
仮
定
」
と
は
ラ
ヴ

ジ
ョ
イ
の
考
え
て
い
た
よ
う
な
「観
念

」
一
般
が
持

つ
こ
ど
に
な
る

"暗
黙
性
"

と
呼
び
う
る
特
徴
が
最
も
顕
著

に
表
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
ど

を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
暗
黙
性

こ
そ
が
、
観
念
の
歴
史
叙
述
の
歴
史
性
を
保
証

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
三
、
観
念
の
歴
史
が
、
叙
述
さ
れ
る
過
去
の

人
々
の
視
点
や
意
図
か
ら
非
常
に
離
れ
た
レ
ベ
ル
の
事
柄
を
扱
い
う
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
が
あ
る
種
の

"伝
統
"
.を
描
き
出
す
の
に
適
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
示
す
。
四
、
最
後
に

「
暗
黙
の
仮
定
」
の
概
念
が
、
観
念

の
歴

史
に
対
す
る
ラ
ヴ
ジ

ョ
.イ
の
価
値
観
や
、
さ
ら
に
は
伝
統
に
対
す
る
彼
自
身
の

態
度
と
も
、
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
。

一
、

「
単
位
観
念
」
.
と
し

て
の

「
暗
黙

の
仮
定

」

幽
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
に
よ
れ
ば
、

「
ロ
マ
ン
主
義
」
㍉

「神
の
観
念
」
な
ど
と
慣
習

的
に

一
つ
の
名
で
呼
ば
れ
る
あ
る
時
代
の
傾
向
や
学
説

の
体
系
や

一
見
ひ
と
ま

と
ま
り
の
概
念
は
、
い
ず
れ
も
「複
雑
で
異
種
雑
多
な
も
の
か
ら
な
る
集
合
体
」

で
あ
り
、
分
析
を
適
用
す

べ
き

「観
念
複
合
体
」
で
あ
る
(,一)。
観
念
の
歴
史

の
方
法
は
、
そ
れ
ら
を
、
よ
り
汎
分
野
的
、
汎
言
語
圏
的
、
汎
時
代
的
な

「単

位
観
念
」
に
分
析
す
る
と
い
う
手
順
に
よ

っ
て
、
ま
ず
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

観
念
の
歴
史
の
方
法
に
対
す
る
批
判
者
達
の
多
く
に
共
通
す
る
の
は
、
彼
ら

が
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
中
に
、

一
見
類
似
し
て
い
る
が
本
質
的
に
別
の
グ

ロ
テ
ス
ク

な
歴
史
観
を
見
い
出
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
.思
考
体

系
の
基
礎
に

「単
位
観
念
」
と
名
づ
け
う
る
そ
れ
以
上
分
割
不
可
能
な
最
小
単

位
が
存
在
す
る
、
な
ど
と
ラ
ヴ
ジ
・ヨ
イ
は
考
え
て
い
な
い
。
字
面

の
怪
し
げ
な

印
象
に
反
し

て
、

「単
位
観
念
」
の
発
想
は
む
し
ろ
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え

『存
在
の
大
い
な
る
連
鎖

(
§

Φ
Q
、
§
い
9

9
き

ミ

切
Φ詳
阨
)』

の
序
文

1

そ
こ
に
彼

の
方
法
論
が
最
も
明
示
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が

ー

に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
分
析
化
学

の
比
喩
が
い
く

つ
か
の
誤
解
を
招

い

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
(3
)。
し
た
が

っ
て
、
単
位
観
念
と
文
字
通
り
の
化
学

的
元
素
と
0
違
い
を
鮮
明
に
す
る
た
め
、
次

の
三

つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
く

の

一37一.



も
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

」
1
.
ま
ず
、
「何
を

「単
位
観
念
」
と
し
、
何
を

「観
念
複
合
体
」
と
す
る
か

は
叙
述

の
仕
方
に
応
じ
て
相
対
的
で
あ
る
(4
)。
'実
際
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
、

一
つ

・

の
観
念
を
あ
る
箇
所
で
は
単
位
観
念
と
し
て
叙
述
し
、
別
の
箇
所
で
は
観
念
複

合
体
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
観
念
複
合
体
で
あ
る
は
ず
の

「存

在
の
連
鎖
」
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
主
要
な
三
つ
の
単
位
観
念
が

「あ
ま
り
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

密
接
に
そ
し
て
つ
ね
に
結
び

つ
け
ら
れ

て
き
た
の
で
、
し
ば
し
ば

一
つ
の
,単
位

　

ヘ

ヘ

へ

と
し
て
機
能
」
て
き
た
」
の
で
あ
る
し
(.。
)、
そ
の
構
成
要
素
の
単
位
観
念

の

一
つ
で
あ
る
は
ず
の

「充
満
の
原
理
」

に
つ
い
て
も

「微
妙
に
自
ら
と
衝
突
し

て
い
る
」
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
(6
)。

.
2
.
あ
る

一
つ
の
単
位
観
念
が
よ
り
細
か
な
単
位
観
念

へ
と
い
く
ら
で
も
分

「

析
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
単
位
観
念
の
連
続
性
あ
る
い
は

"同

一
性
"
に
対
す

る
考
え
方
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

つ
ま
り
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
に
好
意
的
な
最
近

の
論
者
達
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
位
観
念
は

「共
通
の
見
出
し
の
下
に
ま
と
め

る
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
に
充
分
な
家
族
的
類
似
性
を
持

っ
た
…
集
合
体
」
(7
)

と
解
釈
す

べ
き
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
釈
は
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
考
え
に

実
際
整
合
す
る
。
彼
は
、
あ
る
論
文
の
中
で
ロ
マ
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

多
様
性

に
触
れ
、

「そ
れ
ら

ロ
マ
ン
主
義
の
う
ち
の
い
く

つ
か
が
、
有
意
味
で

重
要
な
共
通
項
を
持
ち
合

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
他
の
任
意
の
二

つ
に
と

っ
て
も
ま
た
共
通
項
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
(8
v。

た
し
か
に
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
ロ
マ
ン
主
義
を
単
位
観
念
と
し
て
扱

っ
た
こ
と
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

一
度
も
な
い
。
し
か
し
原
理
的
に
は
単
位
観
念
と
観
念
複
合
体
の
区
別
は
絶
対

的
な
も
の
で
な
い
の
だ
か
ら
、

一
つ
の
名
を
与
え
ら
れ
た
単
位
観
念
に
つ
い
て

も

一
般
に
、

ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
と
同
様
、
そ
の
様
々
な
文
脈
に
お
け
る
現

れ
の

「全
て
に
共
通
す
る
何
ら
か
の
分
母
の
存
在
を
ア

・
プ
リ
オ
リ
に
想
定
す

べ
き
で
は
な
い
」
(9
vと
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

3
.
し
か
し
以
上
の
点
を
、
単
位
観
念
は
実
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

し
か
連
続
性
を
持
た
な
い
の
だ
、
と
い
う
形
で
強
調
す

べ
き
で
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
の
連
続
性
を
持

つ
単
位
観
念
を
、
ま
さ
に

一
つ
の
単
位
観
念
と

見
な
す
こ
と
が
、
観
念

の
歴
史
叙
述
に
と

っ
て
ば
不
可
欠
な
の
で
あ
る
(-o
)。

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
、

「
ロ
マ
ン
主
義
」
や

「プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
」
.の
驚
く

べ
き

異
種
混
合
性
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
ら
の
呼
称
の
全
面
的
放
棄

を
単
純
に
提
唱
し
た
り
は
し
な
か

っ
た
(11
v。

「暗
黙
の
仮
定
」
は

『存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
』
の
序
文
に
お
い
て
、

「単

位
観
念
の
い
く

つ
か
の
主
要
な
タ
イ
プ
」
の
第

一
番
目
に
挙
げ
ち
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
な
の
で
、
正
式
に
表
現
さ
れ
た
り
論
証
さ
れ
た
り

せ
ず
に
暗
黙
裏
に
前
提
と
さ
れ
る
信
念
や
、
あ
ま
り
に
も
自
然
で
必
然
的
に
思

え
る
の
で
論
理
的
な
自
意
識
の
眼
に
よ

っ
て
精
査
さ
れ
な
い
思
考
法
。
そ
れ
ら

は
し
ば
し
ば
あ
る
哲
学
者
の
学
説
の
特
徴
を
、
そ
し
て
さ
ら
に
し
ば
し
ば
あ
る

時
代
の
支
配
的
な
知
の
傾
向
を
、
決
定
す
る
」
(12
)。

し
か
し
こ
こ
で
、

「暗
黙
の
仮
定
」
が

「単
位
観
念
の
い
く

つ
か
の
主
要
な

タ
イ
プ
」
の

一
つ
で
あ
る
と
あ
ま
り
額
面
通
り
に
受
け
取

っ
て
は
な
ら
な
い
。

「形
式
的
な
定
義
を
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
前
置
き
の
後
に
示
さ
れ

る
単
位
観
念

の
タ
イ
プ
の

"リ
ス
ト
"
は
、
.彼
が
認
め
る
よ
う
に

「相
当
に
異

一38一



種
的
」
で
あ
り
、

一
項
目
に
数
え
上
げ

る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
ま
で
を

も
含
ん
で
い
る
。

と
億
い
え
多
少
図
式
的
に
で
ば
あ
る
が
、

"リ
ス
ト
"
の
中
の
雑
多
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
二
つ
の
極
を
示
す
こ
と
億
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
両
極
の
一
方
に
は

哲
学
的
著
作
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
教
義
や

信
条
や
テ
ー
ゼ
が
あ
り
、
他
方
に
は
哲
学
的
著
作
や
芸
術
作
品
全
体
か
ら
読
み

取
る
こ
と
の
で
き
る
嗜
好
の
傾
向
と
い

っ
た
も
の
が
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、.・

特
定
の
命
題
や
系
と
な

っ
て

「存
在
の
連
鎖
」
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
な

.「明

確
か

っ
明
示
的
で
ゆ
え
に
確
信
を
も

っ
て
取
の
出
し
た
り
同
定
し
た
り
す
る
こ

と
が
容
易
な
」
.(9
単
位
観
念
は
前
者

に
属
し
、
十
七
世
紀
前
半

の
英
国
風
庭

園
に
感
じ
ら
れ
る
前

ロ
マ
ン
主
義
的
な

「形
而
上
学
的
情
念

へ
の
感
受
性
」
(ど
.

は
後
者

に
属
し
て
い
る
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が

「思
想
の
歴
史
と
嗜
好
の
歴
史
」
(唖

と
言
う
と
き
、
そ
れ
ら
は

「観
念

の
歴
史
」
の
下
位
ク
ラ
ス
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
極
は
そ

の
二

つ
の
歴
史

に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
言

え
る
。
こ
こ
で
、

「暗
黙
の
仮
定
」
は

「信
念
」
で
あ
り

「思
考
法
」
で
あ
る

か
ら
、
単
純
に
こ
の
二
極
の
ど
ち
ら
か

一
方
に
属
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

」
"リ
ス
ト
"
の
項
目
は
互
い
に
排
他
的
で
は
な
い
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
挙
げ
た

い
か
な
る
タ
イ
プ
の
単
位
観
念
も
、

「暗
黙
の
仮
定
」
と
し
て
の
側
面
を
持

つ

ー
と
言
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
実
際
、

「存
在
の
連
鎖
」
を
構
成
す
る
単
位
観

念
も

「中
世
を
経
て
十
八
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
、「

多
く
の
哲
学
者
や
億
と
ん

ど
の
科
学
者
、
そ
し
て
そ
れ
ど
こ
ろ
か

ほ
と
ん
ど
の
教
養
あ
る
人
々
が
疑
問
を

抱
く
こ
と
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
」
と
さ
れ
る
し
(16
)、

「形
而
上

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

学
的
情
念

へ
の
感
受
性
」
も

「多
ぐ
の
哲
学
者
達
の
論
理
を
微
妙
に
導
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
哲
学
体
系
の
形
成
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
(17
)。

・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
が
自
ら
の
方
法
論
を
述
べ
た
箇
所
は
、
誤
謬
に
満
ち
た
も
の
で

は
な
い
が
、
し
か
し
彼
が
歴
史
叙
述
を
実
践
し
て
い
る
箇
所
を
基
準
に
す
る
な

ら
、
や
や
曖
昧
で
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
そ

こ
で
以
降

で
、
実
際
に
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
思
想
史
を
い
か
に
叙
述
し
て
い
た
の
か

を
、
と
り
わ
サ

「暗
黙
の
仮
定
」
の
概
念
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
す
る
。

後
に
説
明
す
る
意
味
で
の
暗
黙
性
は
全
般
的
に
単
位
観
念
が
持

つ
重
要
な
特

徴
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

「暗
黙
の
仮
定
」
は
、
単
位
観
念

の
そ
の
暗
黙

」

性
を
最
も
象
徴
的
に
示
す
概
念

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「暗
黙
の
仮
定
」
の
概

念
が
正
確
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
述
べ
る
こ
と
は
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
観

念
の
歴
史
叙
述
の
基
本
的
な
側
面
の

一
つ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
、

「
暗
黙
の
仮
定
」
の
暗
黙
性
に
つ
い
て

本
節
で
は
、

「暗
黙
の
仮
定
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
よ
り
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ

の
観
念
史
叙
述
の
実
践
に
配
慮
し

つ
つ
、
考
察
す
る
。

ま
ず

「暗
黙
の
仮
定
」
を
、
精
神
分
析
批
評
の
文
脈
に
適
合
し
そ
う
な
別
の

.概
念
と
同

一
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
暗
黙
の
仮
定
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
無
意
識

へ
と
抑
圧
さ
れ
た
も
の
が
著
者
の
知
ら
な
い
う
ち

.

に
、
主
張
の
他
の
部
分
と
矛
盾
す
る
形
で
時
折
顔
を
出
し
た
り
、
主
張
全
体
を

偏
ら
せ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
・は
な
い
。
た
し
か
に
、
あ
る
暗
黙
の
仮
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定
遊
抱
い
て
い
た
と
さ
れ
る
特
定
の

一
人
の
著
者
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
説

明
が
も

っ
と
も
ら
し
く
あ
て
は
ま
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
必

ず
そ
う
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
精
神
分
析
批
評
的
な
概

念
は
、
そ
れ
が
著
者
の
背
後
で
現
に
働
き
続
け
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
連
想
さ

せ
る
か
ぎ
り
、
観
念
の
歴
史
叙
述
に
な
じ
ま
な
い
(18
)。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
暗
黙

の
仮
定
で
あ
る
の
か
。
以
下
の
五
点
が
重

「要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
P

1
.
ま
ず

「暗
黙
の
仮
定
」
は

一
個
入

の
み
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
(も

っ

と
も
こ
れ
は

「単
位
観
念
」

一
般

の
持
徴
な

の
だ
が
)。
暗
黙
の
仮
定
は

「し

ば
し
ば
あ
る
時
代
の
支
配
的
な
知

の
傾
向
を
決
定
す
る
」
。
そ
れ
は
、

「非
常

に

一
般
的

で
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
主
題
に
関
す

る
人
間
の
考
察
の
筋
道
に
影
響
を
与

え
う
る
」
(19
)ほ
ど
汎
領
域
的

で
あ
り
、

ま
た
多
か
れ
少
な
か
れ
汎
時
代
的
で
も
あ
る
。

2
.
.暗
黙
の
仮
定
が

「正
式
に
表
現
さ
れ
た
り
論
証
さ
れ
た
り
」

「論
理
的

な
自
意
識
の
眼
に
よ

っ
て
精
査
さ
れ
」
た
り
し
な
い
の
は
、
そ
れ
が

「あ
ま
り

に
当
然
の
こ
と
で
」
、

「自
然
的
か

つ
必
然
的
に
思
え
る
」
か
ら
で
あ
る
。
暗

黙
の
仮
定
は
、
第

一
に
は
、
そ
れ
を
有
す
る
と
言
わ
れ
た
当
人
が
そ
の
こ
と
を

頑
と
し
て
否
定
す
る
よ
う
な
類

の
も

の
で
は
な
い
。
暗
黙
の
仮
定
と
さ
れ
る
の

は
、
ふ

つ
う
、
テ
ク
ス
ト
の
中
の
い
く

つ
か
の
文
が
公
然
と
含
意
し
て
い
る
事

柄
で
あ
る
。
た
だ
、
著
者
が
暗
黙
の
仮
定
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
口
に
し
て
い
る

よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
を

「暗
黙
の
仮
定
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ

れ
が

(別
の
よ
り
自
明
で
は
な
い
主
張
の
)
そ
れ
以
上
説
明
を
要
し
な
い
根
拠

と
し
て
軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

・

、̀
3
.
た
だ
し
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
含
意
さ
れ
る
こ
と
や
、
議
論

の
必

要
が
な
い
か
の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
の
全
て
が
、
す
ぐ
さ
ま
観
念
史

家
に
と

っ
て
の
暗
黙
の
仮
定
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
し

た
も
の
は
無
数
に
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
せ
い
ぜ
い
.暗
黙
の
仮
定
に
な
り
う
る

と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。

4
.
重
要
な
の
は
、

つ
ね
に
暗
黙
の
仮
定
が
後

の
変
化

ー

と
り
わ
け
暗

黙
の
仮
定
が
暗
黙
の
仮
定
で
な
く
な
る
と
い
う
出
来
事

i

に
照
ら
し
た
形

で
叙
述
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
無
数
の
候
補
の
中
か
ら
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
遡
及

的
に
取
り
出
さ
れ
た
も
の
の
み
が
、
観
念
の
歴
史
に
お
け
る
暗
黙
の
仮
定
な
の

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
暗
黙
の
仮
定
は
、
観
念
の
歴
史
家
に
は
見
て
取
る
こ
と

の
で
き
る
他

の
選
択
肢
や
偏
り
を

ー

あ
る
い
は
、
も
は
や
平
凡
な
真
理
と

ーは
言
え
な
く
な

っ
た
と
き
に
初
め
て
生
じ
る
そ
の
暗
黙
の
仮
定
の
意
義
を

1

当
時
の
著
者
は
.(当
然
)
知
り
え
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
著
者
に

と

っ
て
暗
黙
的
で
あ
る
う
と
言
え
る
。

5
.
暗
黙
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
以
上
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
、
次
の
よ

う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
あ
る
著
者
に
よ

っ
て
特
定
の
文

脈
の
中
で
明
確
な
形
で
主
張
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
も
、

(そ
れ
が
別
の
文

脈
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
仮
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
)

つ

ね
に
何
ら
か
の
側
面
に
お
け
る
暗
黙
性
を
持

つ
、
と
言
う
こ
と
が
可
能
に
な
る

の
・で
あ
る
。
観
念
の
歴
史
に
お
け
る
観
念
は
、
そ
れ
を
叙
述
す
る
歴
史
家
の
視

点
か
ら
の
み
見
て
取
る
こ
と
の
で
き
る
側
面
を
、
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
実
際

の
叙
述
を
例
に
、
ほ
ぼ
項
目
順

に
確
認
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し

て

い

こ
う

。

『人
間
本
性

に
つ
い
て
の
省
察

(肉
愚

8
翫
§

⑦
§

寒

ミ
§

〉
§
ミ
①
)
』

に
お
い
て
叙
述
の
中
心
と
な
る
十
七
世
紀
お
よ
び
十
八
世
紀

(前
半
)
の
諸
観

念
は
、
い
ず
れ
も
暗
黙
の
仮
定
と
し
て
の
側
面
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
観

念
の
多
く
は
A

「
一
定
の
階
級
の
著
述
家
や

一
つ
の
学
派
に
特
殊
な
も
の
で
は

な
」
く
、

・「十
七
、
十
八
世
紀
の
人
間
本
性
の
探
求
者

に
、
広
く

ー

全
員

と
は
言
わ
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に

ー

受
け
入
れ
ら
れ
て
」
い
た
(20
)。

ま
た
そ
れ
ら
は
、

「相
当
数

の
文
献

の
中

に
、
明
示
さ
れ
ず
と
も
暗
に
含
ま
れ

て
い
る
の
が
、
も
し
探
七
た
な
ら
認
め
ら
れ
う
る
」
(21
)よ
う
な
も
の
で
あ
ゆ
、

あ
る
い
は

「あ
ま
り
に
明
白
に
真
な
の
で
賢
明
か

つ
現
実
的
精
神
を
持

っ
た
読

者
な
ら
そ
の
正
し
さ
を
議
論
を
必
要
と
せ
ず
に
認
め
る
に
違
い
な
い
よ
う
な
も

の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
単
に
そ
う
と
だ
け
述
べ
ら
れ
る
」
(22
)よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

バ

ー

ナ

ー

ド

・
マ

ン
ド

ヴ

ィ

ル

の

『蜂

の
寓

話

(
§

Φ

壽

ミ
⑩
ミ

§

Φ

切
$
。。)
』
に
お
い
て
典
型
的
に
見
い
出

さ
れ
る
諸
観
念

ー

「私
悪
公
益
」
の

副
題
が
象
徴
す
る
観
念
を
含
右

一
群
の
観
念

1

も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

「
マ
ン
ド
ヴ
イ
ル
は
見
掛
け
よ
り
も
独
創
的
で
な
い
」
(理
。

マ
ン
ド
ヴ

ィ
ル

は
、
た
と
え
ば

一
見
正
反
対
の
気
質
を
痔

つ
と
思
え
る
同
時
代
人
ジ

ョ
セ
ブ

・

バ
ト
ラ
ー
と
さ
え
多
く
の
観
念
を
共
有
し
て
い
る
。
・さ
ら
に

『蜂
の
寓
話
』
に

書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、

「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
以
前
の
い
く
人
も
の
人
々

ー
「

J

・
ア
バ
デ
ィ
の
よ
う
な
尊
敬

さ
れ
る
正
統
派

の
神
学
者
だ
け
に
か
ぎ

ら
ず

ー

に
よ

っ
て
す
で
工
言
わ
れ

て
き
た
に
乏
で
あ
る
」
℃
、
ま
元

「彼

・

以
降

に
も
、
他
の
優
れ
た
著
者
達

ー

お
そ
ら
く
そ
れ
を

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
か

ら
学
ん
だ
の
で
は
な
い
著
者
達
や
、
学
ん
だ
と
し
て
も
彼
の
よ
う
な
評
判
の
悪

い
先
行
者

に
負

っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
著
者
達

ー

に
よ

っ
て
、
.繰
り

返
し
述

べ
ら
れ
て
い
く
」
こ
と
な
の
で
あ
る
(24
)。
そ
の
十
七
、
十
八
世
紀
的

.な
観
念
複
合
体
の
繰
り
返
し
は
、
よ
り
典
型
的
か

つ
洗
練
さ
れ
た
形
で
ジ

ョ
ン

・
ア
ダ
ム
ズ
め
政
治
理
論
お
よ
び
実
践

へ
の
適
用
に
お
い
て

(
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル

以
外
の
十
八
世
紀
人
か
ら
の
引
用
を
伴

っ
て
)
見
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
り

限
定
的
な
文
脈

へ
の
適
用
が
、
や
や
重
点
を
変
え
ら
れ
て
ソ
ー
ス
タ
イ
ン

一

ヴ

ェ
ブ
レ
ン
の
富

の
獲
得
の
動
機

の
理
論
に
お
い
て

(
「ヴ

ェ
ブ
レ
ン
自
身
が

自
覚
し
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
」
(25
vも
の
の
し
か
し
明
確
に
)
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
、
人
類
が
道
徳
を
獲
得
す
る
過
程
や
子
供
が
道
徳
を
習
得
す

る
過
程
に
つ
い
て
の

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
説
明
(26
)の
中
に
い
く

つ
か
の
暗
黙

の

「

仮
定
を
見
い
出
す
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
ら
の
説
明
が
プ
ラ
イ
ド

へ
の
濳
在
的
な

感
受
性

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、

"プ
ラ
イ
ぶ
は
人
問
に
普
遍

的
、
本
質
的
な
情
念
で
あ
る
"
(27
)と
い
う
観
念
が
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
観

念
は
、
パ
ス
カ
ル
、
ヤ
ン
グ
と
い
っ
た
傑
出
し
た
著
者
か
ら
J

・
マ
リ
ア
ー
ナ
、

ラ

・
プ
ラ
セ
ッ
ト
と
い
っ
た
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
凡
庸
な
著
者
に
至
る
ま
で
、

当
時
の
非
常
に
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
観
念
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
よ
り
は
マ
ン
ド
ヴ

ィ
ル
に
特
徴
的
な

(し
か
し
あ
る
非
常
に
流
布
し
て
い

た
観
念
を
前
提
に
し
た
)
観
念

."理
性
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
他
の
動

物
か
ら
区
別
さ
れ
る

(
そ
し
ーて
人
間
の
理
性
的
行
動
に
不
可
欠
な
動
機
が
、
プ

ラ
イ
ド

で
あ
る
)"
も
見
い
出
さ
れ
る
。

こ
の
観
念
に
関
し
て
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
自
身
が
人
間
の
偉
大
さ
や
合
理
性
を
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深
く
慈
じ
て
か
売
せ
か
、
読
者
に
そ
の
種
の
重
大
な
見
解
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
た
と
か
言
う
な
ら
、一、
ス
リ
O
デ
ィ
ン
ブ
に
な
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は

…
明
ら
か
に

〔そ
の
観
念
を
〕
想
定
し

て
い
た
の
で
あ
る
」
〔28
)。

だ
が
テ
ク
ス
ト
が
含
意
す
る
こ
と
と

い
う
だ
け
な
ら
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
取
り

出
し
た
上
掲
の
暗
黙
の
仮
定
の
他
に
、
.ま
だ
い
く
ら
で
も
取
り
出
す
こ
と
が
で

惑
る
。
た
と
え
ば

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
同
じ
箇
所
か
ら

"子
供
の
社

会
性
の
獲
得
に
親
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
"
」と
い
う
前
提
を
読
み
取
る
こ
と

も
で
き
る
。
ま
允
、
人
間
の
社
会
の
寓
話
と
し
て
蜂
の
社
会
を
描
い
て
、
る
箇

所
か
ら

"蜂
は
文
明
人
で
は
な
い
"
と

い
う
き
わ
め
て
些
末
な
含
意
も
引
き
出

せ
る

(蜂
が
、、
ま
さ
に
寓
喩
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
文
明
人

ー
レ

当
時

の

イ
ギ
リ
ス
人
の
よ
う
な
社
会
生
活
を
営

ん
で
い
る
人
間

ー

に
カ
テ
ゴ
ラ
イ

ズ
さ
れ
た
な
ら
、
そ
も
そ
も
寓
話
が
寓
話
で
な
く
な
る
か
ら
)。
も
ち
ろ
ん
こ

れ
以
外
に
も
ま
だ
無
数
に
多
く
の
事
柄
が

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
含
意

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
暗
黙
の
仮
定
と
し
て
取
り
出
し
た
も
の
は
、
少
な
く

と
も
今
日
で
は
疑
問
視
し
う
る
。
我
々
は
、

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
以
降
の
人
間
本
性

に

つ
い
て
の
様
々
な
別
の
議
論
や
、
さ
ら
に
は
人
間
本
性
に
つ
い
て
議
論
す
る

二
と
自
体
に

つ
い
て
の
議
論
を
、
知
り
う
る
立
場
に
い
る
か
ら
で
あ
る
ρ
そ
れ

に
対
し
前
段
落
で
た
め
し
に
取
り
出
し

た
一.一
つ
の
事
柄
は
、
今
日
に
お
い
て
も

特
に
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
蜂

が
文
明
人
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
こ
と
や
こ
れ
か
ら
そ
う
な
る
こ
と
を
想
像

す
る
の
が
ま
る
で
姻
難
な
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
明
示
的
に
取
り
出
す
の
が
無
意
味

ヘ

ヘ

へ

に
感
じ
ら
れ
る
。
暗
黙
の
仮
定
の
取
り
出
し
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
暗
黙
の
仮
定

と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
範
囲
の
外
側
か
ら
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
対

象
化
、
相
対
化
で
き
な
い
ま
ま
に
旨
分
自
身
の

"暗
黙
の
仮
定
"
を
取
り
出
し

た
と
し

、て
も
、
結
果
は
ひ
ど
く
冗
長
で
馬
鹿
げ
た
も
の
で
し
か
な
い
。

.暗
黙
の
仮
定
の

(
そ
し
て

一
般
に
単
位
観
念
の
)
叙
述
が
、
歴
史
家
の
視
点

を
不
可
避
的
に
反
映
す
る
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
ラ
。

「プ
ラ
イ
ド

(箕
達
ρ

o
、讐

ミ

)
」
は
、

『人
間
本
性

に
つ
い
て
の
省

キ
　
コ
ン
セ
プ
ト

察
』
が
扱
う
十
七
、
十
八
世
紀
の
い
わ
ば
鍵
概
念
で
あ
る
。
そ
の
語
も
当
時
の

「非
常
に
多
義
的
で
混
乱
し
た
」
言
葉
使
い
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
例
外
で
は
な
い
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は

「プ
ラ
イ
ド
」
の
語
の
弁
別
さ
れ
る
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
に
彼
自
身
の
言
葉
を
割
り
当
て
る
。
そ
し
て

「プ
ラ
イ
ド
」
の

語
が
当
時
、
自
負
や
自
己
称
賛
欲
と
い
っ
た
今
日
的
な
意
味
の
他
に
、

「賞
賛

さ
れ
た
さ

(や
℃
箕
Q
ぴ
鉾
才
雪
Φω
ω)
」
i

自
分
自
身

に
つ
い
て
の
肯
定
的
評

価
を
他
人
か
ら
得
た
い
と
い
う
欲
望

」

の
意
味

で
も
使
わ
れ
て
い
た
点
に
、

と
り
わ
け
注
目
す
る
(29
)。
た
と
え
ば

"プ
ラ
イ
ド
は
人
間
に
普
遍
的
、
本
質

的
な
情
念
で
あ
る
"
と
い
う
観
念
に
お
け
る

「プ
ラ
イ
ド
」
は
、
通
常
、
賞
賛

さ
れ
た
さ
を
意
味
す
る
。
・
「そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
事
柄
に
関
し
て
は

・
互
い
に
同
意
し
な
い
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
な
ら
著
者
達
の
見
解
は

一
つ
で
あ

る
」
(30
vと
言
え
る
ほ
ど
多
く
人

々
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、

こ
の
賞
賛
さ
れ

た
さ
の
普
遍
性
と
い
う
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
賞
賛
さ
れ
た
さ
と
い
う
意
味

を
切
り
出
す

こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、

「プ
ラ
イ
ド
」
が
、
そ
の
同
義
語
の

う

ち

の
あ

る
グ

ル

ー

プ

ー

す

な

わ

ち

、

口
○
〈
Φ
o
h
♂

巨
Φ
や

℃
塁

。。
一曾

o
h

馳
○
蔓

や

ρ
器
馨

o
h
げ
o
詳
霞

や
他

の
何
度
も
繰
り
返
し
て
現
れ
る
様
々
な
表

現

」

(31
)
」

と
と

も

に
注

目

さ
れ

る

の

で
あ

る
。
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ま
た
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
に
よ
れ
ば
こ
の
賞
賛
さ
れ
た
さ
の
普
遍
性
の
観
念
は
、

"プ
ラ
イ
ド

〈
少
な
く
と
も
、
賞
賛
さ
れ
た
さ
)
は
人
類
に
固
有
で
あ
り
、
そ

れ
は
情
緒
面
、
欲
求
面
に
お
い
て
人
間
を
区
別
す
る
精
神
の
指
標
で
あ
る
"
と

い
う
観
念
と
、

「そ
れ
を
厳
密
に
は
含
意
し
な
い
は
ず
な
の
に
、
し
ば
し
ば
結

び

つ
け
ら
れ
て
い
た
」
(32
)。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
単
位
観
念
と
し

て
分
解
し

て
取
り
出
す
の
は
、
そ
れ
ら
が
単
に
論
理
的
に
別
物
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら

だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
結
び

つ
い
て
い
た
別
の
観
念
が
、
た
と
え
ば

ル
ソ
ー
に
お
い
て
、
人
間
を
他
の
動
物

か
ら
区
別
す
る
も
の
と
し

て
の
「進
歩
」

や

「完
成
可
能
性
」
と
い
う
観
念

へ
と
結
び

つ
い
て
い
く
か
ら
で
あ
る

(そ
し

.

て

「完
成
可
能
性
」
は
、
後
の
、

『人
間
本
性
に
つ
い
て
の
省
察
』
が
扱
わ
な

」

い
観
念
史
の
展
開
に
照
ら
し
て
、
重
要

で
あ
る
)
。

さ
ら
に

「賞
賛
さ
れ
た
さ
」
と
い
う
表
現
の
仕
方
自
体
、
歴
史
家
の
視
点
を

反
映
七
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
、
人

間
の
情
念

の
当
時

の
分
析
家
の

「奇

妙
な

一
面
性
」
を
ほ
の
め
か
す
の
で
あ

・る
(33
)。
彼
に
よ
れ
ば
、
十
七
、
十
八
世
紀
の
著
者
達
は
肯
定
的
評
価
の
獲
得

と
否
定
的
評
価
の
回
避
と
い
う
欲
求
の
二
面
性
を
考
慮
せ
ず
、
い
ず
れ
か

一
方

」を
中
心
に
論
じ
て
い
た
。
そ
七
て
さ
ら

《
、
ぽ
と
ん
ど
の
論
者
に
お
い
て

(
ロ
ッ

ク
の
よ
う
な
少
数
派
は
別
と
し
て
)
、
中
心
と
な
る
側
面
は
肯
定
的
評
価
獲
得

の
欲
求
の
方
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は

「観
念
複
合
体
」
を
単
な
る
複
合
体
で
は
な
く

「不

安
定
な
複
合
体
で
あ
る
」
と
し
た
(34
)
。
こ
こ
で
、
観
念

の
変
化
を
叙
述
す
る

ラ
ヴ
ジ

ヨ
イ
の
典
型
的
か

つ
特
徴
的
な
仕
方
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

「暗
黙
の
仮
定
」
が

"無
意
識
払
の
中
に
抑
圧
さ
れ
た
前
提
と
同

一
で
な
い

こ
と
は
す

で
に
示
し
た
。
だ
が
暗
黙
の
仮
定
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
の
矛
盾
、

対
立
、
葛
藤
を
生
み
出
す

の
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
、
諸
観
念

の
間
の
関
係

の
中

で
、
対
立

の
関
係
を
特
別
に
重
視
し

て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が

「弁

証
法
的
動
因
」
を
単
位
観
念
の
タ
イ
プ
の

」
つ
と
し
て

(整

っ
た
リ
ス
ト
を
作

る
な
ら
タ
イ
プ

の

一
つ
に
は
数
え
な
い
方
が
よ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
)

あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
諸
観
念
の
対
立

は
第

一
に
歴
史
的
過
程
に
お
け
.る
対
立
で
あ
る
。
齟こ
こ
で
言
う
歴
史
的
過
程
と

は
、
概
略
的
に
述

べ
る
な
ら
、
あ
る
著
者
や
学
派
の
内
部
に
無
自
覚
的
に
持
ち

込
ま
れ
た
観
念
や
、
あ
る
い
は
持
ち
込
ま
れ
た
時
点
で
ま
だ
導
出
さ
れ
て
い
な

か

っ
た
そ
の
観
念
の
系
が
、
後
に
体
系
内
の
別
の
観
念
と
衝
突
す
る
こ
と
が
顕

著
に
な
り
、
問
題
を
孕
む
も
の
と
し
て
自
覚
的
に
吟
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過

程
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
暗
黙
の
仮
定
が
も
は
や

「暗
黙
の
仮
定
」
で
な
く
な

っ
た
と
き
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、
個
々
の
著
者
が
自
ら
の
内
部
の
観
念
の
衝
突
を
、
問
題
と
し
て
自
覚
す
る

こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た

「暗
黙
の
仮
定
」
で
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
と
き
は
、
充
分

に
自
覚
さ
れ
な
い
対
立
が
あ
る
著
者
に
お
い
て
何
か
の
動
因
に
な

っ
て
い
る
と

言
う
の
が
も

っ
と
も
な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
Q
だ
か
ら
こ
そ

「葛
藤
す
る
諸
観

念
や
、
感
覚
や
嗜
好
の

一
致
し
な
い
諸
傾
向
か
ら
生
じ
る
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の

個
々
の
著
者
の
心
の
中

の
ー

そ
し
て
、
と
き

に
は

一
つ
の
著
書
、
あ
る
い

は
単

一
の
頁
の
中

に
さ
え
見

い
出
さ
れ
る

ヨ

内
的
緊
張
や
動
揺
」
(35
)が

注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
叙
述
の
パ
タ
ー
ン
は

『存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
』
に
お
け
る

変
化
の
叙
述
の
基
調
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
例
を

一
つ
示
そ
う
。

(
『人
間
本
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性
に
つ
.い
て
の
省
察
』
に
お
け
る
叙
述

の
中
心
は
、
限
定
さ
れ
た

一
時
期
の
諸

観
念
の
多
様
な
展
開
と
そ
の
影
響
で
あ
り
、
特
定
の
観
念
の
変
化
や
消
波
の
過

程
は
詳
述
さ
れ
な
い
。
)

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
初
頭
に
、
存
在
の
多
.様
性
や
種
の
充
満

に
対
す
る
考
え
方
に
変
化
が
起
こ

っ
た
。

「存
在
の
連
鎖
の
時
間
化
」
で
あ
る
。

存
在
者
や
種
の
充
満
は
、
最
初
か
ら
そ
し
て
永
遠
に
静
的
で
完
全
な
秩
序
と
し

て
で
は
な
く
、
宇
宙
史
の
中
で
徐
々
に
実
現
さ
れ
て
い
く
自
然
の
計
画
と
し
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
こ
の
変
化
を
、
別
の

宗
教
的
な
情
念
止
の
反
発
に
よ

っ
て
説
明
す
る
。
十
八
世
紀
に
入
る
と

"静
的

な
存
在

の
連
鎖
"
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
帰
結

1

す
な
わ
ち
、

"宇
宙
全
体

が
す
で
に
完
全
に
善
な
ら
ば
、
悪
が
消
滅
す
る
見
込
み
は
な
い
"
お
よ
び

"他

の
位
の
も

の
を
蹴
落
き
ず

に
は
存
在
の
梯
子
を
上
昇
で
き
な
い
ゲ

ー

は
、

道
徳
的
な
希
望
を
欠
い
て
い
る
と
ま
す
ま
す
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
言

う
。

「…
充
満
の
原
理
の
こ
の
二
つ
の
含
意
に
対
す
る
反
逆
は
、
そ
れ
ら
の
含

意
が
十
分
に
明
ら
か
に
な
る
や
否
や
、
避
け
ら
れ
な
か

っ
た
。

一
般
的
な
進
歩

や
、
他
の
場
所
で
の
.墜
落
に
よ

っ
て
釣
り
合
い
を
と
る
の
で
は
な
い
個
人

の
進

歩
を
認
め
る
よ
う
に
、
存
在
の
連
鎖
は
や
む
を
え
ず
解
釈
し
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」
(36
)。

ア
デ
ィ
ソ
ン
や
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
や
ヤ

ン
グ
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、

"被
造

物
全
体
が
無
限
に
上
昇
し
て
行
く
存
在

の
梯
子
"
や

"終
わ
る
こ
と
の
な
い
進

歩
と
し
て
の
人
間
の
運
命
"、
あ
る
い
は

"形
而
上
学
的
な
天
体
進
化
"
と
い
っ

た
観
念
が
出
現
す
る
の
を
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
こ
う
し
た
過
程
の
も
と
に
捉
え
る

の
で
あ
る
。

観
念
の
歴
史
は
、
ち
ょ
う
ど
物
語
が
ま
だ
何
も
し
て
い
な
い
主
人
公
に
注
目

す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
過
去

の
暗
黙
の
仮
定

に
ー

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
暗

黙
の
仮
定
だ
け
で
な
く
単
位
観
念

一
般
に
1

注
目
す
る
。
さ
ら
に
観
念
の

歴
史
家
は
、
非
常
に
し
ば
し
ば
、
過
去

の
テ
ク
ス
ト
か
ら
当
時
の
著
者
達
に
は

不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
観
念
を
取
り
出
し
て
く
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

伝
記
作
家
が
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
を
、
そ
の
場

に
居
る
産
婆
に
は
不

可
能
な
具
合
に
、

「
『プ
リ
ン
キ
ピ

ア
』
の
著
者
」
と
記
述
す
る
の
に
似
て
い

る
。
.と
り
わ
け
暗
黙
の
仮
定
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に

「暗
黙
の
仮
定
」
で
あ
る
が

ゆ
え
に
そ
れ
を
抱
い
て
い
る
当
人
に
は
他

の
選
択
肢
が
見
え
ず
、
そ
の
当
人
に

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と

っ
て
取
り
出
す
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

観
念
の
歴
史
家
も
ま
た
、
ア
ー
サ
ー

・
ダ

ン
ト
の
言
う

「過
去

の
遡
及
的
再

整
理
」
(37
vを
行
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
が
、
ダ

ン
ト
の
言
う

よ
う
に
、
歴
史
叙
述
は
お
ろ
か
我
々
が
過
去
に
.つ
い
て
述

べ
る
際
に
は
そ
う
せ

ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
き
わ
め
て
基
本
的
な
仕
方
で
あ
る
な
ら

(そ
し
て
ま
さ

に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
思
う
が
)、
観
念
の
歴
史
叙
述
も
、
他

の
受
容
可
能

な
様
々
な
歴
史
叙
述
と
同
様
、
紛
れ
も
な
い
歴
史
性
を
持

っ
て
.い
る
こ
と
に
な

る
。
単
位
観
念
が
不
変
化
で
あ
る
と
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
想
定
し
て
い
た
と
考
え
、

そ
こ
か
ら
観
念
の
歴
史
叙
述
の

「非
歴
史
性
」
を
批
判
す
る
論
者
達
(38
)は
、

「単
位
観
念
」
が

(と
り
わ
け

「暗
黙
の
仮
定
」
が
典
型
的
に
)
持

っ
て
い
る

こ
の
歴
史
性
を
見
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三
、

「
暗
黙
の
仮
定
」
と
意
図
、
お
よ
び
伝
統
の
叙
述

さ
て
、
観
念
の
歴
史
の
過
程
は
し
ば
し
ば
長
期
.に
渡
り
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な

色
彩
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「あ
る
世

代
に
よ

っ
て
、
そ
れ
に
合

っ
た
哲
学
的
気
分
や
傾
向
に
仕
え
る
よ
う
に
と
導
入

さ
れ
た
原
理
が
、し
ば
し
ば
、
思

っ
て
も

み
な
か

っ
た
反
対
の
傾
向
の
芽
を
持

っ

て
い
る
こ
と

ー

す
な
わ
ち
そ
の
隠
さ
れ
た
含
蓄

の
た
め
に
、
そ
れ
が
奉
仕

.す
る
よ
う
も
く
ろ
ま
れ
て
い
た
そ
の
時

代
精
神
の
破
壊
者
に
な
る
こ
と

ー

が
分
か
る
と
い
う
の
は
、
観
念
の
歴
史

の
示
唆
に
富
む
ア
イ
ロ
ニ
ー
の

一
-つ
で

あ
る
」
、(39
)。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
テ
ク
ズ

ト
に

「意
図
せ
ぬ
」
、

「思
い
も
よ
ら

な
い
」
と
い

っ
た
表
現
が
頻
出
す
る
の
は
、
.決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

観
念
史
叙
述
の
こ
う
し
た
傾
向
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
考
え
ら
れ

る
。
.す
な
わ
ち
、
暗
黙
の
仮
定
は
、
そ
れ
が
見
い
出
せ
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

著
者
が
本
当
に
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
は
全
く
な
い
宀
あ
る
い
は
著
者
の

意
図
と
は
全
ぐ
関
係
が
な
い
。
ゆ
え
に
そ
れ
は

"神
話
"
的
な
、
あ
る
い
は
せ

い
ぜ
い
付
属
品
的
な
、
概
念
に
す
ぎ
な

い
、
・と
い
っ
た
批
判
で
あ
る
(40
v。

テ
ク
ス
ト
を
作
り
出
す
こ
と
を

一
種

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
見
な

し
、
そ
の
行
為
に
お
い
て

「意
図
さ
れ

て
い
た
こ
と
」
こ
そ
が

(思
想
史
家
が

把
握
す
る
こ
と
に
専
ら
努
め
る
べ
き
)
そ
の
行
為
の
本
当
の

「意
味
」
で
あ
る

と
考
え
る
な
ら
、
た
し
か
に
観
念
の
歴
史
の
方
法
の
中
に
は
受
け
入
れ
が
た
い

も
の
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
種
の
批
判
は
、
結
局
、
き
わ
め
て
グ

ロ

テ
ス
ク
な
主
張

ー

行
為
者
に
と

っ
て
意
図
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
行
為

の
記
述
や
Y
行
為
者
が
意
図
し
な
か

っ
た
行
為
の
帰
結
に
照
ら
し
て
為
さ
れ
た

当
の
行
為
の
記
述
は
、
そ
の
行
為
の

"真

の
"
記
述

に
比

べ
れ
ば
全
く
重
要
で

な
い
と
す
る
主
張

1

か
、
さ
も
な
く
ば
、
な
し
崩
し
的
に
後
退
し
て
中
身

の
な
い
主
張

1

「著
者
が
本
当
に
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
」
を
知
る
に

・
は
、

「著
者
が
本
当

に
言
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
]
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で

.あ
る
と
い
っ
た
主
張

-

の
い
ず
れ
か
に
至
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん

著
者

の

「意
図
」・を
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
た
形
で

「再
構
成
」
で
き
、
し
か
も

そ
う
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
言
い
う
る
よ
う
な
文
脈
も
あ
る
だ
ろ
う

(そ

し
て
そ
の
場
合
、
作
業
は
つ
ね
に
細
心
の
注
意
を
要
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の

だ
が
)。
し
か
し
、
あ
る
行
為
に
関
し

て
、
そ
の
行
為
が
と
に
か
く

一
つ
の
記

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

述

の
も
と
で
は
意
図
的
な
そ
の
人
の
行
為
で
あ

っ
た
と
さ
え
言
え
れ
ば

,(あ
る

い
は
そ
う
と
し
か
言
え
ず
、
か

つ
そ
れ
で
)
、充
分
で
あ
る
よ
う
な
文
脈
も
存
在

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
そ
の
よ
う
な
場
合
は
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
る
行
為
の
帰
結
が
そ
の
行
為
者
の
意
図
し
た
も
の
で
は
.

な
い
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
そ
の
行
為
者
の

「意
図
」
を
何
ら
か
の
確
定
的
な

仕
方
で

「再
構
成
」
す
る
必
要
が

つ
ね
に
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い

の
で
あ
る
。

あ
る
行
為
は
無
数
に
多
く
の
仕
方
で
捉
え
ら
れ
う
る
。
行
為
者
の
意
図
と
は

無
関
係
な
具
合
に
記
述
さ
れ
た
行
為
の
記
述
も
、
さ
ら
に
、
時
間
的
に
は
る
か

に
隔
た
っ
た
行
為
の
帰
結
か
ら
遡

っ
て
為
さ
れ
た
行
為
の
記
述
も
、
ま
さ
し
く

ぷ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ
ビ

そ
の
行
為
者
に
よ
る
そ
の
行
為

の
記
述
た
り
う
る
の
で
あ
る
(9
。
そ
し
て
ま

た

一
般
に
出
来
事
は
、
後

の
出
来
事
と
の
関
連
性
の
下
に

ー

そ
し
て
、
そ

の
関
連
性
が
生
じ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
よ
う
な
仕
方
で

ー

い
く
通
り
に

・も
記
述
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。観
念
の
歴
史
叙
述
は
、
多
く
の
場
合
当
時
の
人
々
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に
は
そ
も
そ
も
感
知
さ
れ
傳
な
い

ー

ゆ
え
に
当
の
著
者
の
意
図

(
そ
こ
に

は

"無
意
識
の
意
図
"
と
い

っ
た
も
の
も
う
も
し
あ
る
な
ら
、
含
ま
れ
る
Y
と

は
直
接
関
係
-の
な
い

1

暗
黙

の
仮
定
を
、
後

の

(時
に
は
特
徴
的
に
も
何

世
紀
も
後

の
)
変
化
に
照
ら
し
て
描
き
出
す
の
で
あ
る
。

観
念

の
歴
史
叙
述
は
現
在

の
立
場
か
ら
過
去
を
再
構
成
す
る

一
っ
の
方
法
に

違
い
な
い
が
、
し
か
し
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
歴
史
学
を
へ
第

一
に
歴
史
家
が
現
在
直

.

面
し
て
い
る
問
題
を
解
く
た
め
の
も
の
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に

よ
れ
ば
歴
史
学
に
は
固
有
の
価
値
が
あ
り
、
歴
史
家

に
は
固
有

の
関
心
が
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
む
し
ろ

「そ
れ
だ
け
で
は

〔歴
史
家
自
身
の
〕
目
標
の
た
め
の

道
具
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
先
人
達
の
独
自
の
且
標
」
や
、

、自
分
や
自
分
の

同
時
代
人
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
よ
う
な
、
過
去
の
人
に
と

っ
て
関
心
の
あ
る

問
題
、
正
し
い
と
思
え
る
推
論
、
価
値
あ
る
信
念
」
な
の
で
あ
る
(42
)。

言
ヶ
ま
で
も
な
く
、

一
般
に
、
過
去

の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
現
代
の
歴
史
家
に

と

っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
よ
う
な
問
題

へ
の
執
着
や
正
し
い
と
思
え
な
い
推
論

や
奇
妙
な
信
念
が
見
い
出
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
を
直
ち
に
そ
の
著
者
が
責
任

を
負
う
べ
き
著
者

の
非
合
理
性
に
帰

し
て
し
ま
う
の
は
早
計

で
あ
る
。
ラ
ヴ

ジ

。
イ
は
正
当
に
も

(他
に
も
正
当
な
方
法
は
あ
ろ
つ
が
〉
、
そ
れ
ら
の
う
ち

の
あ
る
も
の

(全
て
の
も
の
で
は
な
い
)
を
、
よ
り
広
い
文
脈
に
お

い
て
ー

「

す
な
わ
ち
当
時
の
多
卓
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
り
、

"伝
統
グ
と
し

・、

て
当
の
著
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
諸
信
念
や
諸
観
念
の
網
の
目
の
中
に
位
置

づ
け
る
こ
と
で
ー

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
テ
ヴ
ジ

3
イ
は
、
賞
賛
さ
れ
た
さ
を
執
拗
に
悪
徳
と
見
な
す
傾
向

の

一
つ
の
背
景
に
原
始
主
義
の
伝
統
(43
)を
見
い
出
す
。
ま
た
、
賞
賛
さ
れ
た

さ
に
関
す
る

「奇
妙
な

一
面
性
」
を
、

一
時
代
の
著
者
達
に
特
色
を
与
え
、
さ

ら
に
は
プ
ラ
イ
ド
に
関
す
る
観
念
を
様
々
な
文
脈

へ
と
適
用
す
る
彼
ら
の
仕
方

.
に
特
徴
的
な
限
界
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
叙
述
す
る
。

「奇
妙
な

一
面
性
」
に
代
表
さ
れ
る
奇
妙
.さ
を
、
前
述
の
よ
う
な
批
判
を
す

・

る
者
は
時
代
錯
誤
的
な

"神
話
"
と
見
な
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

一
般
に

伝
統
や
慣
習
と
言
わ
れ
る
も
の
の
多
く
は

(全
て
と
言
う

つ
も
り
は
な
い
が
)

そ
も
そ
も
そ
う
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
影
響
圏
外
か
ら
の
み

記
述
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も

の
ー

あ
る
範
囲
の
人
々
を
現
に
制
御
し
て

い
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
言
語
ゲ
ー
ム
の
ず
れ
と
し
て
の

み
我
々
の
前
に
姿
を
現
わ
す
よ
う
な
も

の
ー

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

よ
う
な

"伝
統
ガ
は
、
伝
統
の
意
味
の
重
要
な

一
つ
を
構
成
し
て
い
る
と
思
え

る
の
で
あ
る
。

.記
述
さ
れ
う
る
暗
黙
の
仮
定
は
無
数
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
ゆ
え
に
記
述
さ
れ

う
る

払伝
統
"
も
無
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
多
数
性
は
す
ぐ
さ
ま
無

政
府
的
な
恣
意
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

な
遡
及
性
は
我
々
が
過
去
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
・一
つ

の
仕
方
を
表
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
暗
黙
の
仮
定
が

「あ
る
哲
学
者
の

ヘ

ヘ

へ

学
説

の
特
徴
、
さ
ら
に
、
あ
る
時
代
の
支
配
的
な
知
的
傾
向
を
決
定
」
し
、
ま

さ
に
こ
れ

こ
れ
の
伝
統
が

「見
い
出
さ
れ
る
」
と
、
言
い
う
る
の
で
あ
る
っ
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四
、
観
念
の
歴
史
学

の
価
値
と

「暗
黙
の
仮
定
」

以
上
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
た

「暗
黙

の
仮
定
」

一
般
か
ら
、
我
々
は
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い

(そ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
些
末
な
真
理
で
あ
り
、
憂

え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
)
。
し
か
し
、
あ
る
特
定

の
暗
黙
の
仮
定
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
否
応
無
し
に
そ
こ
か
ら
は
み
出
て

も
し
ま
う
。
暗
黙
の
仮
定
か
ら
は
み
出

て
し
ま
う
過
程
と
は
、
他
の
観
念
と
の

対
立
が
ま
す
ま
す
明
白
に
な
り
自
覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る

(観
念

の
歴

史
家
の
叙
述
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
)
歴
史
的
過
程
で
あ
る
q
そ
れ
に

つ
い
て

ゐ

ヘ

へ

は
す
で
に
述
べ
た
。

一
方
、
歴
史
家
が
自
ら
の
暗
黙
の
仮
定
か
ら
自
由
に
な
る

可
能
性
は
、
歴
史
学
に
対
す
る
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
価
値
観
が
表
明
さ
れ
た
箇
所
に

示
唆
さ
れ
て
い
る
p

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
.「人
間
の
精
神
の
働
き
と
そ
の
多
様
性
の
範
囲
に
光
を
あ
て

る
こ
と
」
(44
)が
観
念

の
歴
史
叙
述

の
二

つ
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
。
過
去
の
著
者
の
我
々
ど
の
隔
た
り
や
、
過
去
の
著
者
達
の
間
の
圧
倒
的

な
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
暗
黙
裏
に
仮
定
し
て
い
た
あ
る

事
柄
が
そ
れ
ほ
ど
自
明
で
は
な
く
多
様
な
選
択
肢
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
思
え

る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
に
よ
れ
ば
、

一
般
に

「歴
史
の

研
究
は
、

つ
ね
に
、
現
在
の
限
界
や
先
入
見
を
越
え
る
こ
と
を
あ
る
程
度
め
ざ

す
も
の
」
で
あ
る
(45
)。
そ
し
て
さ
ら

に
、
そ
の
よ
う
に

「現
代
的
な
問
題

へ

の
拘
泥
」
か
ら
自
由
で
あ
れ
ば
、
歴
史
研
究
は
我
々
を
新
た
な
問
題

へ
と
導
い

て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
(
46
)。

多
様
性
が
表
れ
る
絶
え
る
こ
と
の
な

い
過
程
そ
の
も
の
の
中
に
、
ラ
ヴ
ジ

ョ

イ
が
価
.値

(美
的
な
価
値
も
含
め
て
)
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
だ
彼
に
と

っ
て
そ
の
多
様
性
は
、
そ
れ
を
通
し
て
何
か
が
よ
り

一
層
実
現
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
の
多
様
性

で
は
な
く
(47
)、
ま
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性

記
述
の
み
を
受
け
付
け
る
よ
う
な
徹
底
的
に
土
ハ約
不
可
能
な
諸
精
神
風
土
と
し

て
の
多
様
性

で
も
な
い
(48
)。
彼
は
、

「歴
史
家
の
仕
事
は
…
人
間
の
思
想
と

感
じ
方
と
行
動
に
お
け
る
変
化
す
る
も
の
と

一
定
な
も
の
と
を
知
る
こ
と
で
あ

る
」
と
述

べ
る
(49
)。
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
自
身
に
と

っ
て

二

定
な
も
の
」
と
は
汎

領
域
的
汎
時
代
的
な

「
(単
位
)
観
念
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
も
お
そ

ら
く
広
域
的
な

「異
な
る
分
野

に
共
通
の
賜
題
」
(50
vや
、
思
想
史
に
お
い
て

受
け
継
が
れ
る

二
.
つ
の
」

「永
続
的
な
問
題
」
で
あ
る
。
多
様
性
は

つ
ね
に

・

そ
れ
ら
の
連
続
性
の
下
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
自
ら
に
と

っ
て
も

「永
続
的
な
問
題
」
..で

あ
る
と
考
え
て
い

た
の
は
、
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
に
象
徴
さ
れ
る

「人
間
の
本
性
と
人
間
の

〔広

い
意
味
で
の
〕
振
舞
い
に
つ
い
て
の
問
題
」
で
あ
る
(51
)。
そ
の
問
題
は

「永

続
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
意
味
に
お
い
て

「現
代
的
な
問
題
」
、
で
あ
る
、

と
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
考
え
る
。
そ
れ
で
彼
は
.
『人
間
本
性
に
つ
い
て
の
省
察
』
に

お
い
て
、
自

ら
を
そ
の
問
題
の
伝
統
の

一
部
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
形
容
詞

「永
続
的
な

(b
霞
①
暮

芭

)」
を
あ
ま
り
強
く
取
る

べ
き
で

は
な
い
。

一
本
の
太
い
幹
に
貫
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
観
念
の

"連
続
性
"
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
v
そ
の

「永
続
的
な
問
題
」
の
永
続
性
は
、

永
続
的
に
思
え
た
過
去
の
他
の
問
題
と
同
様
、
原
理
的
に
は
い

つ
思
わ
ぬ
仕
方

で
断
ち
切
ら
れ
る
か
.分
か
ら
な
い
。
こ
の
点
は
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
強
調
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
い
が
、
彼

の
歴
史
叙
述
の
方
法
に
整
合
す
る
。
存
在
の
連
鎖
を
め
ぐ

一47一



・

る
問
題

」

宇
宙
の
構
造
あ
る
い
は
被
造
物

の
秩
序
に

つ
い
て
の

「
一
つ
の
」

問
題

ー

億
、
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
そ
の
歴
史
を
描
き
出
し
た
時
点
で
寸
で
に
「永

続
的
な
問
題
」
-で
は
な
べ
な

っ
て
い
た
。.
亠
方
、
す
ぐ
に
は
否
定
ざ
れ
そ
う
に

な
い
永
続
性
を
得
る
の
に
、人
間
本
性
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
.
"汝
自
身
を
知
れ
"

の
よ
う
に
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た

一
般
的
な
形
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

と
な
る
ど

二

つ
の
」

「永
続
的
な
問
題
」
の
想
定
は
冗
長
な
付
け
足
し
に

思
え
る
か
も
七
れ
な
、
。
し
か
し
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

-歴

史
学
は
、
言
葉
の
最
も
広
い
意
味
で
の
人
間
学
の

一
分
野
で
あ
る
。
そ
し
て
歴

史
家
は
、
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
を
完
遂
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
類
の
努
力
に
、、彼

自
身
の
仕
方
で
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
(52
)。
こ
こ
か
ら
v
思
想
史
の
伝

統
を

ー

そ
の
伝
統
は

一
定

の
方
向
を
持

っ
た

一
本
の
太
い
幹

で
は
な
い
も

の
の
そ
れ
で
も

1

継
承
し
よ
う
と
す
る
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
意
志
が
読
み
取
れ

.・る
ゆ
今
日
で
は
へ.
こ
の
態
度
を
頑
な

で
あ
る
と
七
て
拒
否
す
る
こ
と
も

で
ぎ
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
の
.叙
述
に
沿

っ
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ

.に
せ
よ
我
々
は
、
、好
む
と
好
ま
ざ
る
と

に
か
か
わ
ら
ず

「し
ば
し
ば
思

っ
て
も

み
な
い
仕
方
で
」
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

こ
の
語
を

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
が
定
ま

っ
た
形

で
提
示
し

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
箇
所

に
ト
ぢ

て
は
、
.

「喜

藝

囂

毒

暑

8

」
、

「
蘯

骨

①
・
冒

。
聾

。
・・煽
、

「胃

Φ
o
o
o
ξ

卑
鉱
o
昌
」

な

ど

の
別

の
表

現

が

使

わ

れ

た

り

、
動

訝

の
形

で
表

現
き

れ

た

り

し

て

い

る
。
し

か

し

そ

れ

ら

も

全

て

「暗

黙

の

仮

定

(
冨
o
詳

㊤
m
の
諾
ヨ
℃
寓
8

)
」
.

の

こ
と

を

言

っ
て
い

る

の
で

あ

る

。

(
2

)

搴

⑩
Q
Y
⑩9

Q
賽

詳

ミ

bロ
亀
磁

.(O
㊤
葺

び
同
貳

σq
ρ

ζ

㊤
。。
の
こ

お

。。
①
-

以

下

Q
O
bd

と

略

記

)
、

題

。

。。
i

①

〔邦

訳

十

二

～
十

五

頁

〕

を

参

照

。

引

用

語

句

億

P

G。

か

ら

。

.
『
〔
観
念

の
歴
史

の
〕
手

順

の
第

一
は
、

ー

ア
ナ

ロ
ジ

ー
に
は
危
険
が

つ
き
も
.

の
だ
が

ー

分
析
化

学

の
方
法

に
ど

こ
か
類
似
し

て
い
る
と
言
え

る
。

た
と
え
ば

哲
学

の
学
説

の
歴
史

を
扱
う
場
合
、
観
念
史
家
は
強
固
な
個
々

の
体
系
に
入
り
込
み
、

自
ら

の
目
的

の
た
め

に
体
系
を
そ

の
構
成
要
素
に
,
す
な
わ
ち
単
位
観
念
と

で
も
言

う

べ
き
も

の
に
分
解

す
る
。
ど
ん
な
哲
学
者

や
学
派

の
学
説

の
総
体
も
、
ほ
と
ん
ど

つ
ね
に
複
雑

で
異
種
雑

多
な
も

の
か
ら
な
る
集
合
体

で
あ
り
、

そ
れ
は
し
ば
し
ば
当

の
哲

学
者
自
身

が
思

っ
て
も

み
な
い
仕

方
で
そ
う
な

の
で
あ
る
。
」

(さ
ミ

.)

(
3
)
た
と
え
ば

宕
=
m
bσ
撃囚
く
㊧
。。
訂
9

.
O
ロ

]≦
9
ず
o
侮
ぎ

誓
①
国
尻
8
塚
団

.o
恥
鬥画
①
㊤
。。
、、

(含

器
ミ
§

帖o
蓉

』
卜
o
讐

。
笥
⑪
言
⑩
§

⑩

(
お
諺

)
噂

⑩
O
I
=
O
)

に

お

い

て

は
、

「単

位

観

念

」」
が
、

単

な

る

テ

ク

ス
ト

の
構

成

要

素

と

同

一
視

さ

れ

て

い

る
。
.

(
4
)
こ

の
論
点
は
、
.
ル
イ

ス

・
ミ

ン
ク

の
攻
撃

ー

ミ

ン
ク

は

「単
位

観
念
」

の

「不

変
化

性
」
を
問
題

に
し
た

ー

に
対

す

る
フ
ィ
リ

ッ
プ

・
ウ

ィ
ー
ナ
ー

に
よ

る
ラ

ヴ

ジ

ヨ
イ

擁

護

に

お

い

て
暗

示

さ

れ

て

い

る

(勺
冨

=
喝

勹
●
≦

δ
5
Φ
ぴ

.
ω
o
琶

Φ

切
Φ
ヨ

贄

舒

8

即

0
8

の
の
霞

ζ

一ロ
犀
.

。・

≦

Φ
≦
m

o
{

竃

①
爵

&

9
0

σq
嘱

一昌

曁

Φ

題

ω
8
曼

o
=

侮
雷

F
.

田

恥
ミ

①
§

ミ

ー
Ω
§

ミ

q

、
鏨

ミ

貯
。。
噛

b。

(
一⑩
①
c。
)

℃

ω
ロ

「i
Q。
一
、
)。

ま

た
、

フ

ラ

ン

シ

ス

・
オ

ー

ク

リ

ー

が

象

き
骨
O
鷺
§

辞

9

謹

ミ
§

蕊

'

節

9
・9
町

(
H⇔}一㊤
o
㊤
.

一⑩
co
心
)

に

お

い

て

、

ラ

ヴ

ジ

ョ
イ

に

よ

る
単

位

観

念

の
動

的

側

面

の
叙

述

を

よ

り

明

確

に

指

摘

し

て

い

る

(
同

書

眉

●
。。
Φ
参

照

)。

な

お

、

こ

の
論

点

を

踏

ま

え

、

以

下

で
は

「単

位

」

あ

る

い
は

「複

合

体

」

と

し

て

の

い
ず

れ

か

の
側

面

を

強

調

す

る

必

要

が

な

い
場

合

、
齟単

に

「観

念

」

と

表

記

す

る

。

(
5
)

Q
Q
じd
、
.も

.

N
O

〔
二

七

頁

〕
、

傍

点

引

用

者

。

(
6

)
Q
O
bご
》.
廿
.、

b。
8

〔
一.二

六

頁

〕。

実

際

、

「充

満

の
原

理

」

は

ラ
ヴ

ジ

ョ
イ

の

考

え

て

い
た

以

上

に
変

化

に
富

む

歴

史

的

展

開

を

見

せ

て

い

る
と

の
指

摘

も

あ

る

。

ω
冒

σ

国
琵

⊆
邑

貯

(
Φ9

)
、
冨
§

磁

き
晦

誉
⑩

♀

§

鉢

Q
§
§

ミ

切
&
磁

(
U
o
『
号

Φ
o
馨
'
お
。。
一
)

は
、
.と
り
わ
け
様
相
観
念

の
歴
史

に
お
け

る

「充
満

の
原

理
」

の
複
雑

で
多
様
な
展
開

の
、
よ
り

「正
確
な
」
叙
述
を
目
的
と
し

て
い
る
。

ラ

ヴ
ジ

ョ
イ

の
そ

の
「見
落
し
」
は
、
彼
が

「充
満

の
原
理
」
を
専
ら

「存
在

の
連
鎖
」

の

一
構
成
要
素
と
し

て
扱

っ
た
か
ら

で
あ
る
と

い
う

の
は
正
し

い
。
し
か
し
論
争
的

一48一



な

印

象

の
題

名

に
反

し

て
.
(そ

し

て
、

所

収

さ

れ

て

い

る
J

・
ヒ

ン

テ
.イ

ッ
カ

の
論

文

に

お

け

る

ラ

ヴ

ジ

ョ
イ

の
方

法

論

に
対

す

る
批

判

的

な

意

図

と

は

裏

腹

に
)
、

こ

の
論

文

集

金

体

を

貫

く

精

神

は
む

し

ろ

ラ
ヴ

ジ

ョ
イ

の
そ

れ

に
近

い
も

の

で
あ

る
。

っ
ま

り

論

文

.集

は
、

観

念

複

合

体

と

し

て

の

「充

満

の
原

理
」

の
歴

史

の
叙

述

の
可

能

性

を

示

唆

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

そ

の
.よ
う

な

歴

史

叙

述

.の
存

在

が

ラ
ヴ

ジ

ョ
イ

の
方

法

論

と

原

理

的

に
衝

突

し

な

い

こ
と

は
言

う
ま

で
も

な

い
。

(
7

)

寓

o
詳
ぎ

oQ
.O
鐔

言

卿

切
ざ
『
㊤
乙

竃

.H≦
町

該
P

.、.臼
冨

℃
穹

鵠
m

o
h

コ

Φ
巳

-

・

ε

⊆
ρ

.
き

ミ

§

N
ミ

ミ

Φ
窪

。。8

q

9

ミ

§

ω
'
凸

(
一⑩
。。O
)
▼

お

刈
ー
㎝
F

p

O
8

・

な
お

…

は
引

用
者

に

よ

る
省

略

を

表

す

(
以
下

で
も

)
。

・(
8

)
.

.
O
骸

爵

①

U
尻
o
艮
日

ぎ

㊤
謡
o
昌

o
噛

即
o
ヨ

餌
馨

ざ
♂
日

。・
'
、噂
震
e
竃
§

識
o
器

ミ

ミ

Φ
ミ

o
織
⑩
§

卜
a
鴣

g
Q
恥
Φ
》
。。吻
o
o
貯
翫
o
登

。。
O

(
お
b。
心
)
'
た

だ

し
、

こ
・の
論

文

は
驃

ω
8
、の
営

寒

①
鶤

。。8

q

ミ

毳

§

。。

(
切
巴
江
旨

o
冠
9

お

幽
。。
"

以

下

国
国
一と

略

.

記

)
.に
収

め

ら

れ

て

お

り

、

そ
ち

ら
を

参

照
し

た

。
所

収

箇
所

は
.伺
書

の
b。卜。
¢
亅
α
。。。

.引

用

は

、

噂

面
ω
①
か

ら
。

(
9

)
軸窪

9

(
10

)
.ゆ

え

に

「単

位

観
念

」

の
概

念

の
放

棄

と

い

う

ダ

ニ

エ
ル

・
ウ

ィ
ル

ソ

ン
の

お

そ

ら

く

好

意

的

な

提

案

(U
卑
巳
9

臼
≦

諺

o
梦

、、い
o
〈
Φ
す
鱒
.

。。

Q
、
§

胖
Q
竇

雪

ミ

じ口
禽
磁

譽

Φ
弓

田

量

団
①
晋

。・
"
,き

ミ

貳

N
9

ミ

⑩

鶤

。。8

q

駄

ミ

§

。。
.

虧
。。

(
お

。。
刈
Y

一。。
刈
「ー
ト⊃
O
曾

P

卜⊃
O
α
参
照

)

は
、

思

感

に
反

し

て
、
.
ラ

ヴ

ジ

ョ
イ

の

方

法

論

の
根

本
的

な

破

壊

か

へ

よ

く

て
.も

中

途
半

端

な
.隠

蔽

を

も

た

ら

す

こ
ど

で

あ

ろ

う

。
.

(
11
)

た

だ

、

こ
う

し

た

語

の
.多

義

性

に
無

自

覚

な

使

わ

れ

方

に
対

し

て
ラ

ヴ

ジ

ョ
イ

が

苛

立

ち

を

覚

え

て

い

た

こ
と

も

、

事

実

で
あ

る
。

し

か

し

「プ

ラ
グ

マ
テ

ィ
ズ

ム
」

に
関

し

て
言

う
な

ち

、
、.そ
れ

が

、

互

い

に
論

理
的

に
独

立

で
、

あ

る
も

の
と

あ

る
も

の

は
両

立

不

可

能

で
す

ら
あ

る

諸

テ
」

ゼ

に
分

析

で

き

る
と

し

て
も

、

「プ

ラ
グ

マ

テ

寄
ズ

ム

」

と

い
う

一
つ

.の
名

が

与

え

ら

れ

た
動

向

の

間

に

へ歴

史

的

に
見

て
突

出

.

し
て

い

る

た
め

)
他

の
特

徴

よ

り

は
本

質

的

で

あ

る

と
言

い
.う

る

よ

う
な

特

徴

な

ゼ

そ
も

そ

も
全

く

存

在

し

な

い
、
と

決

め

つ
け

る

の
.は
ラ

ヴ
ジ

ョ
イ

の
立

場

で
な

い
つ

(
§

⑳

§

ミ

"
§

・㌧
、鴣

ミ

ミ

房
ヨ

の
.§

織

9

書

、

驃

ω
塁

⑦

(
ud
巴
"ぎ

o
噌
9

..
一⑩
①
ω
)

の
、と
り

わ

け
讐

・G。
マ
。。卜。
を

参

照

。

〉

(
12

)
Ω
O
UU
層

P

刈

〔
一
五

頁

〕。

次

段

落

の
引

用
語

句

も

同

頁

か

ら

。

(
13

)
Ω
O
切
.

P

=

〔
二

二
頁

〕
。

(
14

)

「
形

而

上

学

的

情

念

」

に

つ
い

て

は

、

O
O
加

署

一〇
ー

一①

〔
}・九

～

二
.三
頁

〕

を
参

照

。

(
15

)
国
団

尸

筍

o
や

葺

.

(
16

)
Q
O
切d
、

P

巳

〔六

一
頁

〕

。

(
17

)
Q
O
UJ
.

b
噴

一
。。
1
犀

〔
二

一
頁

〕
、

傍

点

引

用

者

。

(
8工

)

ラ

ヴ

ジ

ョ
イ

が
当

時

の

流

行

で

あ

っ
た

精

神

分

析

学

的

な

考

え

方

に
距

離

を

置

い

て

い

た

こ
と

は

確

か

で
あ

る

(
た

と

え

ば

、
肉
ミ

⑩
o
黛
o
嵩
。。
o
嵩
寒

§

Ω
嵩

賽

ミ

話

(
b」
巴
江
巨

o
肘
9

一〇
①
ド

以

下

切
国
乞
と

略

記

)
、

P

旨

を

参

照

)
。

し

か

し
、

慎
重

に

で
は

あ

る

が

、

と

き

.に

精

神

分

析

批

評

家

に
好

ま

れ

そ

う

な

表

現

を

使

っ
て
い

る

。

あ

る

箇

所

で
彼

は

、

過

去

の
著

者

が

「自

ら

が

受

け

入

れ

た

前

提

の
必

然

的

で
明

白

な

含

意

を

見

落

と

す

こ
と

」
.
に

つ

い

て
」

そ

う

し

た

事

態

は

・「し

ば

七

ば

、.
実

際

に

あ

っ
て
も

明

示

さ

れ

な

い
か

あ

る

い
は

意

識

下

の
事

実

の
徴

し

で
あ

」

り

、

そ

し

て

「も

し

可

能

な

ら

心

理

学

的

説

明

を

要

求

す

る

」

と

述

べ

る

の

で
あ

る

(

.、↓
げ
①

竃

霽

巳

づ
㎎

o
頃
勾
o
ヨ

簿
5
寓
9
。・
ヨ

8

弓
曁

①
出
嵐
8
弓
貯

5

0
口

号

器

"..
&

g
こ
§

N
ミ

簿
⑩
鶤

硫
8
謎

ミ

ミ

§

。。
'

.b⊃

(
お

ε

》

N
望

I
b。
刈
c。
「

℃
b

①
㎝
)
。

.
(
19
)

Ω
O
切
.

犠
'

一〇

〔
一
九

頁

〕

。

(
20
)

因
国
Z
、

P

一
。。
ピ

と

は

い

え
、

全

て

の
人

が

同

じ

こ
と

を

言

っ
て

い

た

よ

う

に

ポ
ピ
ユ
ラ
コ

語
ら
れ

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
単

位
観
念

の
あ

る
も

の
は
相
対
的

に
よ
り

一.般
的

で
な

い
こ
と
が
分
か

る
。
.ま
た

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
は
語
め
多
義
性

に
注
目
す
る
が
、
そ
れ

は
、
単
位
観
念
と
し

て
叙
述
し
た
も

の
の
さ
ら
な

る
区
別

の
可
能
性
を
示
唆
し

て
い

る
。

(
21
)

切
出
客
'

P

一
ト⊃
'

(
22
.)

口
国
客

冨

.

=

一
1
に

P

(
23
)

即
国
=
堕

P

一、
ρ

(
24
)

国
出
Z

'

P

一お

.

.(
25
)

即
団

Z
愉

P

N
一9

(
%
)

『蜂

の
寓

話

』

の

「道

徳

の

起

源

の
探

求

(
国
5
ρ
三

菷

ぎ

8

誓

㊦

O
ユ
σq
一昌

O
h

呂

9

巴

く
貯
ε

Φ
)」

の
箇

所

を

参

照

。

そ

の
箇

所

は

こ

の

二

つ
の
説

明

を

中

心

に
構

一49一



成
さ
れ
て
い
る
コ

、
.

(
27
)

こ
の
ま
う
諏
書
き
方
は

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ

の
慎
重
さ
を
損
な
う
も

の
で
あ

る
昏
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な

い
9
し
か
し

こ
の
書
き
方
は
、
あ
る
単
位
観
念
が
見
い
出
さ
れ

る

あ
ら
ゆ
る
具

体
的
場
面
か
ら
独
立

し
た
そ

の
基
準

型

の
提
示
を
意
図
し
た
も

の
で
は

な

い
。
.そ
う
で
ば
な
く
て
説
明

の
簡
便
さ

の
観
点
か
ら
、
.比
較
的
単
純

起
表
現
さ
れ

た
単
位
観

念
の

一
例
で
も

っ
て
そ

の
名
前

の
代
わ
り
と
し
た

の
で
あ
る

.(

『存
在

の
、
.

大

い
な
る
連
鎖

』
と
異
な
り

『人

聞
本
性

に

つ
い
て
の
省

察
』

に
お

い
て
は
単
位
観

.

念

の
=
一一.つ

一
.つ
に

一
定
.の
名

が
付

け
ら
れ
て
い
な

い
が
、

こ
の
よ
う

に
叙

述

の

"主

役

"
と
な
る
い
く

つ
か
の
単
位
観
念
を
読

み
叡
る

こ
走

は
可
能
で
あ
る
)
』

(
28
)
国
=
宕
.

P

ミ
9

な
お

〔

〕
内
は
引
用
者

に
よ
る

(
以
下

で
も
)
。

(
29
)
勾
出
Z
鄂
箸

c。
刈
ー
㊤
ピ

箸

お
Φ
1
一
ω
一
を
参
照
コ
引
用
語
句

、非
常

に
多
義
的

で

…
」
・は

P

這
⑩
か

ち
。

「賞
賛

さ
れ
た

さ

(卑
唱
旨

o
σ
陣
岳
く
①
昌
雷
。。
)
」

の
概
念
を

ラ

ヴ

ジ

ョ
イ
は
、
歴
史
的
文
脈
を
全
く

異
.に
す

る
骨
相

学
か
ら
借

り
て
き
て
い
る
心

も

ち

ろ
ん

「賞
賛

さ
れ
た
さ
」.
自
体
、
.様

々
な
種
類

や
程
度

の
情
念
を

含
ん
だ
類
的

概

.
念

で
あ
る
。

そ
し
て
ラ
ヴ

ジ
・ヨ
イ
自

ら
、

ジ

ェ
ー
ム
ズ

や
ク
ラ

ッ
ト

ン
闘
ブ

ロ
ッ
ク

な

ど
彼
と

(
ほ
ぼ

)
同
時
代

の
心
理

学
者

の
仕
事
を
引
き
合

い
に
出

し
な
が
ら
、
賞

.

賛

さ
れ
た

さ
や
関
連
す

る
情
念
、
お

よ
び

そ
れ
ち
の
関
係

に

つ
い
.て
考
察

し
て
い
る
。
.

(国
団
客
第

皿
章
)
。

ラ
ヴ

ジ

ョ
イ

は
そ

の
考
察

を
十
七
、
.十

八
世

紀

の
諸

観
念

の

分
析

に
役
立

て
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ

っ
て
そ
の
逆

で
は
な
.い
、

と
い
う
点

が
重

要

で
あ

る
。
.
,

(
30
)
切
国
2
℃

P

一
ω
じ

・(
31
)
.即
国
1

P

一Φ
9

.

(
32
)
男
団
乞
マ

P
.一念

・
.な
お
、
さ
き

ほ
ど

マ
ン
ド
ザ

ィ
ル
の
と
こ
ろ

で
二
番
目

に
挙

げ
た
観
念

は
、
プ
.ラ
イ
ド

の
人
類

に
よ

る
専
有
性
と
い
う

こ
.の
観
念
に
、
.

吻
理
性
的

行
動
の
動

機
は
、
、冖情
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
"
と
い
う
特
徴
的
な

(
ヒ

ュ
ー
ム
に

つ
な

が
る
よ
う
な
)
観
念
と
、

・"社
会
的
場
面

で
機
能
し
て
い
る
情
念

の
う
ち
で
最
も
基

底
的
な
も

の
は
プ

ラ
イ
F

で
あ
る
"
と

い
ヶ
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
た
観
念
を

っ
.

け
加
え
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
.が
.で
き
る
。

(
33
)
男
国
客

P

一
ω
①
.

(
34
)
O
O
bコ
.
づ
.
。。

〔
一
二
頁

〕。

(
35
)

.国
田

讐

鷲

①
『

誌

ー
憂

=
一
∵
..

.

(
36
)

Q
O
切
噂
・や

」袋

①

碧

工
ハ
Q

5

二
亠
ハ

一
頁

〕
b

(
37
)

番
弓
誓

ξ

◇

∪
碧

けP

』

§

§

号
Q
執

、
ミ

o
。・8

、電

ミ

鶤

。。8

蔓

.(9

寧

.耳

茂

σq
ρ

国
巨
σq
二
∵
一⑩
①
0
)
.
〔

『物

語

と

し

て

の
歴

史

』

(
河
本

英

夫

訳

、

国

文

社

、

.
一
九

八

九

年

)

〕
、

田

章

参

照

。

引

用

語

句

は

P

δ

。。

〔
二
〇

四

頁

〕

か

ら

コ

(
38

)

典

型

的

な

も

の
を

挙

げ

る

と

、

じ
O
巳
の

ρ

竃

ぎ
ぎ

、、O
冨

5
σq
①

匿
口
匹

O
蹲
ロ
。。
巴

-

騨
堵

言

昏

Φ

出
器
8

曼

o
晦

置

Φ
器

...
田

晦
ミ

Φ
§

ミ

ー
G
§

ミ

蔓

紹

ミ

馬Φ
塑

"。

(
一
⑩
①
⑳

"

刈
I
bO
9

(
39

)
.O
O
切
臥
.や

ト。
。。
c。

〔
三

〇

五

頁

〕
。

あ

る

い

は
、

よ

り

端

的

に
は

、.

「命

題

の

諸

.
含

意

は

必

ず

し

も
常

に
明

ら

か

で
縁

な

べ

、

ま

え

そ

の
倫

題

を

肯

定

す

る

者

に
乏

っ

て

歓

迎

さ

れ

る

も

の
ば

か

り

で
も

な

い
。
「.」

(

.切
①
博
㊦
o
鼠
o
ロ
。。
o
ロ

爵

o
出
厨
げo
ξ

.O
鳴
一⊆
①
㊤
o自
"..
き

9
、§

N
.ρ
丶
縣}
①
襲

Qo鉢O
q

ρ
丶
ミ

①
Ω
09
、、

一

(
一
⑩
幽
9

.

Q◎
l
bO
QO
.

P

卜。
。。

)

・

(
40
)
曾

の
薮

コ
ω
臨
暮

¢
さ

、、ζ
o
磐

言
σq
穹

傷
d
巳

偶
。。
鼠
巳

甘
σq
貯

爵
①
田

。。
8
蔓

.。
隔
.冠
Φ
㊤
ρ
.
趨

。。8
q

.Ω
き
g

§

8
謎

・

。。

(宀
o
Φ
汐

・

。。
」

o
。。
を
参
照
。

次
段

落
の
引

用
語
句

も
同
論

文
か
ち

。
そ

の
論
文

で
ス
キ
ナ
ー
は

こ
れ
と
ほ
と
ん

ど
同
様

.

の
主
張
を

し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
思

想
史

に
お
け
る

「神
話

」
.や

「
不
条

貍
」
に

対
す

る
彼

の
警
告

の
い
く

つ
か
は
、
あ

る
程
度

理
に
適

っ
て
い
る

(
"
責
任
"
の
概

.

念
に
対
す
る
極
端
な
見
解

が
背
後

に
読

み
取
れ
る
も

の
の
)。
.
し
か
し

そ
九

ら
の
警

告
も
、

ラ
ヴ

ジ

ョ
イ
の
名
を
挙

げ
た
こ
と
が
不
適
切

に
思
え
る
ほ
ど
に
、
こ
と
ご

と

く
ラ
ヴ

ジ

ョ
イ
の
歴
史
叙
述

に
あ

て
は
ま
ら
な
い
。
.
ど
う
あ

て
は
ま

ら
な
い
の
か
に

つ
い

て
は
、

O
卑
鉦
㊦
団
.
(8

..9
野

と

く

に
箸

。。
b。
」
。。戯
)
.が

、
複
数

の
点

か
ち
述

.べ
て
い
る
。

(
41
)
ゆ
え
に
、
行
為

に

つ
い
て
の
言
明

に
は
存
在
者

に
関
す

る
言
明

の
形
式
が

い
か
に

'も
う
ま
く
適
合

し
、
.ま
た
複
数

の
行
為

の
記
述

の
間
を

(
そ
れ
ら
が
共
通

の
何

か
に

.つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
と
し

て
)
等
号

で
結
ぶ

こ
と
が
と

に
か
く
何
ら
か

の
意
味

で

可
能

で
あ
.る
。

(
42
)

,
等

①
ωΦ
曇

望
9

曾

。
ぎ
訂

雪

創

℃
器

前
国
§

。
弓
ざ
、
き

§

§

N
ミ

㌧
ミ

?

。。8

ミ

讐
。。
①
(
お
。。
9
り
疇
刈
ー
幽
。。
O
参
照
。

引
用
は
順

に
冨

・
心
。。
卜。
1
畠
ρ

署

.
偽
。。

.一
ー
幽
。。卜。
か
ら
。

亠50一



,

(
43

)
原

始

主

義

も

ま

た

、

一
つ
の
ま

と

ま

り

と

し

て
言

友
す

る

に
値

す

る
独

自

の
歴

史

を

持

っ
た

観

念

複

合

体

で
あ

る

。

ピ
o
〈
£
o
団

即

Ω
㊦
o
『

σq
①
bd
σ
四
m
㌔

蕊
§

ミ

ミ
。。
§

Ω
き
9
淘
⑪
貯
譜
犠

毳

§

。。
詳

》
嵩
瓢
Q
酎翫
童

(
切
㊤
一一一b
P
O
『
①
▼

一
Φ
QQ
㎝
)

参

照

。

(
44
)

じ
o
く
Φ
一〇
ざ

租

・
9
縣

(
一
〇ω
㊤
・

'

P

直
o。
ト

響

(
45
)

馬守
帖織

層
P

心
cQ
卜o
・

(
64
)
軋
守
軸風
噂

P
.心
cQ
bQ
.

(
47
)

い
o
く
&
o
ざ

起

.
o戀

(
一
逡

O
)
ー

唱
唱
.
卜。
O
l
圏

参

照

。

そ

こ
で

彼

は
、

思

想

史

の
持

つ

「揺

ら

ぎ

の
性

質

」

に

つ
い

て
述

べ

て

い

る

。

"
原

理

"

や

"法

則
"

は

ラ

・
ヴ

ジ

ョ
イ
.の
叙

述

に

な

じ
ま

な

い
。
シ

ノ
プ

テ

ィ

ッ
ク
な

視

点

お

よ

び

〃
弁

証
法

的
"

叙
述

パ

タ

ー

ン
の
多

用

と

い

う
彼

の
叙

述

の
特

徴

か

ら
考

え

れ

ば
、

こ

の
点

は
注

目

す

べ
き

で
あ

る
。

.

.

.

・

(
48

)
..
切
Φ
冨

団
8

勺
8

h①
。。
。。
頸

ω
且
訂
①
5

..
き

ミ

丶§
N
.ミ

ミ

Φ
鶤

。。8

蔓

ミ

ミ

§

。。

"

σ

(
一⑩
ぬ

)

.

卜。
O
心
i
b。
一
の
を

参

照

。

(
49

)
い
o
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o
ざ

8

.
9
縣
(
一
㊤
Q◎
㊤
)

矗
'

す
●
心
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餅

(
50

)
い
O
〈
O
」O
ざ

起

幽
O
鉢

(
一
⑩
心
O
)

'

b
●

"
.

ロ

(
51

)

ピ
O
く
a

O
℃
噸
8

.
9
縣

(
一
⑩
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Φ
)

.
層

O

・

心
oo
宀

(
25

)

軸
ぴ
軸
皀
噸

ラ
ヴ
ジ

ョ
イ
に
関
連
す
る
引
用
、
参
照
文
献

一
覧

Ω

弓
頸
5
P

]≦
O
#
犀
Φ

の
二

跨
昌
画

国

一〇
ず
9
弓
傷

回≦
●
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㊤
弓
寓
ロ
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ニ
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げ
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勺
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ユ
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O
h
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ト

ε
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8
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ぎ

ピ
。
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ざ
.
き

ミ

建

N

ミ

§

鶤

。。8
q

..ミ

毳

⑪
Q
い
、
心
一

(
一⑩
oo
O
)
鴇

昏
⑩
『
卜
㎝
一一
.

国
5
ロ
ζ
い球
に
P

ω
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O
(①
ユ
陰)

噸笥
§

磁

馬き
晦
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⑪

Q
、
⑬
Ω
"

Ω
款
9
馬き

Ω
丶
切
Φ
馬嵩
晦

(U
O
7

脅

①
o
苳

・
U
・
即
①
蔵
色

℃
窟
げ
㍑
Φ
7
言

σq
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ゆ
旨

唱
卑
す
ざ

一㊤
。。。。
)

.「

N
<
簿
o馳
げp
3

Z
出
ρ

bd
こ

激
.O
ロ

一≦
馨
げ
o
α

ぎ

.誓

Φ

出
尻
8
弓
蟹

o
宀
..
H仙
Φ
P
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§

鷺
ミ
§
-

熹
O
嵩
Ω
執
卜
O
酋
O
笥
⑩
貫
⑩
S
.

⑩

(
一⑩
刈
⑩
)
、

⑩
0
1

一
一〇
・
.

.ピ
o
〈
£
o
ど

〉
『
葺
β
村
..O
二
§

Φ

Q
、
Φ黛

.Q
横9

嵩
ミ

切
禽
部
鱗

』
..忽

ま
§

ミ

S

Φ
.鶤

o。
"O
蔓

.・
∴
∴
ミ

..丶"
Φ
Ω
い
「..(
O
簿
8

ぽ

昼

σq
p

.髯

器

ω
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