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な
っ
た
の
は
、

ブ
ル
ッ
カ
ー
に
始
ま
り
、
カ
ン
ト
で
転
回
点
を
む
か
え
、

哲
学
史
の
変
奏
曲

イ
ス
ト
ワ
ー
ル

ヘ
ー
ゲ
ル
で
完
成
し
た
と
い
う
哲
学
史
に
つ
い
て
の
〈
物
語
〉
が
あ
る
。

(
1
)
 

「
ブ
ル
ッ
カ
ー
以
来
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
何
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
」

「
カ
ン
ト
の
批
判
的
な
仕
事
は
、
全
面
的
な
哲
学
革
命
を
引
き
起
こ
し
た
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、
必
然
的
に
哲
学
の
歴
史
の
論
じ

方
を
完
全
に
変
革
し
た
。
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
従
来
書
か
れ
た
最
良
の
著
作
で
さ
え
も
、
批
判
的
原
理
に
従
っ
て
書
か
れ
る
べ
き

(
2
)
 

哲
学
の
歴
史
と
較
べ
れ
ば
、
資
料
収
集
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
み
な
し
う
る
。
」

(
3
)
 

「
哲
学
史
が
独
立
し
た
学
に
な
っ
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
。
」

(
4
)
 

K
・
フ
ォ
ア
レ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
な
ら
び
に
そ
の
後
の
「
カ
ン
ト
世
代
」
の
〈
革
命
〉
の
き
っ
か
け
と

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
最
終
章
「
純
粋
理
性
の
歴
史
」
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
そ
こ
で
①
理
性
認
識
の
対
象
に
関
し
て
、

「
感
覚
論
」
と
「
知
性
論
」

(
I
n
t
e
l
l
e
k
t
u
a
l
i
s
m
u
s
)
、
と
「
学
的
」

(
s
c
i
e
n
t
i
f
i
s
c
h
)
、
そ
し
て
学
的
方
法
を
「
独
断
的
」
（
ヴ
ォ
ル
フ
）

伊

東

道

生
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(
8
)
 

③
方
法
の
自
覚
。
出
典
を
明
記
し
、
典
拠
の
曖
昧
な
も
の
を
批
判
し
た
と
い
う
点
、
な
ど
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

（

10) 

ブ
ル
ッ
カ
ー
の
『
批
判
的
哲
学
史
』
と
『
要
綱
』
は
、
テ
ン
ネ
マ
ン
の
『
要
綱
』
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、

教
育
用
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
を
も
て
は
や
し
た
の
は
、
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
史
を
著
し
た
ド
イ
ツ
の
同

国
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
テ
ン
ネ
マ
ン
の
『
要
網
』
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た

V
・
ク
ー
ザ
ン
に
と
っ
て
も
、

(11) 

は
哲
学
史
の
父
で
あ
り
、
テ
ン
ネ
マ
ン
は
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
真
の
後
継
者
で
あ
る
」
。

さ
ら
に
、
テ
ン
ネ
マ
ン
自
身
が
ド
イ
ツ
語
訳
を
行
っ
た
ジ
ェ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
、

う
点
。 哲

学
史
の
先
駆
者
に
ブ
ル
ッ
カ
ー
を
挙
げ
る
理
由
と
し
て
は
、

と
「
懐
疑
的
」

「
ブ
ル
ッ
カ
ー
は
、
こ
の
研
究
分
野
に
携
わ
る
人

「
ブ
ル
ッ
カ
ー

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
に
よ
っ
て
も

（
ヒ
ュ
ー
ム
）
に
分
け
た
う
え
で
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
「
批
判
的
方
法
」
を
と
れ
ば
、
人
間
理
性
が
満
足
す
る
可
能

(
5
)
 

性
を
表
明
し
て
い
る
。

①
ブ
ル
ッ
カ
ー
自
身
が
序
文
で
、
護
教
の
た
め
の
著
作
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
歴
史
の
著
作
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
点
。

の
歴
史
は
、
啓
示
に
よ
っ
て
一
気
に
真
理
の
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

(
6
)
 

々
に
高
ま
っ
て
い
く
。
彼
に
先
立
つ
ス
タ
ン
レ
ー
が
、
護
教
的
精
神
か
ら
『
哲
学
史
』
を
著
し
た
の
は
、

(
7
)
 

著
名
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
は
「
理
神
論
」
的
立
場
か
ら
宗
教
を
学
問
の
対
象
と
し
て
扱
っ
た
。

し
か
も
こ

「
人
間
精
神
の
歴
史
」
と
し
て
真
理
へ
と
徐

③
ま
た
、
哲
学
体
系
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
り
、
決
し
て
著
作
者
や
「
当
代
」
の
観
念
に
よ
っ
て
い
な
い
と
い
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ろ
が
、
デ
ィ
ド
ロ
は
翻
案
を
通
り
越
し
て
し
ま
う
。
彼
は
、

哲学史の変奏曲

ブ
ル
ッ
カ
ー
の
『
批
判
的
哲
学
史
』
の
第
二
版
は
、

じ
め
は
ド
イ
ツ
語
で
、

々
す
べ
て
の
第
一
級
の
指
針
で
あ
り
、
必
要
な
指
針
で
あ
り
」

(12) 

作
品
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
遡
る
と
、
百
科
全
書
派
に
あ
た
る
。

「
本
来
な
ら
こ
こ
で
、
哲
学
に
お
い
て
流
行
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
を
要
約
し
て
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
項
目

に
許
さ
れ
た
紙
数
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
読
者
は
、
最
も
有
名
な
諸
見
解
の
要
点
を
、
こ
の
辞
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
箇
所
で
、

そ
れ
ら
が
関
係
す
る
諸
項
目
に
つ
い
て
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
問
題
を
徹
底
的
に
追
求
し
た
い
人
は
、
プ
ル
ッ
カ
ー
氏
が
は

つ
い
で
ラ
テ
ン
語
で
も
『
ヤ
コ
ブ
・
ブ
ル
ケ
ル
ス
ス
の
批
判
的
哲
学
史
、
世
界
の
揺
藍
か
ら
現
代
ま
で
の

(13) 

展
開
』
と
い
う
表
題
で
公
刊
し
た
す
ぐ
れ
た
書
物
の
う
ち
に
、
満
足
の
で
き
る
記
述
を
豊
富
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

一
七
六
六
年
ー
六
七
年
に
出
て
い
る
が
、
も
は
や
十
八
世
紀
半
ば
の
精
神
か
ら

(14) 

す
る
と
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
大
部
は
考
証
学
的
博
識
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
翻
訳
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

彼
の
著
作
は
「
要
網
」
と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
七
六

0
年
に
は
フ
ォ
ル
メ
イ
に
よ
る
仏
訳
の
、

(15) 

は
ニ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
る
英
訳
の
『
概
要
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

一
七
九
一
年
に

先
に
挙
げ
た
『
百
科
全
書
』
で
デ
ィ
ド
ロ
も
、
哲
学
史
に
関
す
る
項
目
で
ブ
ル
ッ
カ
ー
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
が
、

彼
も
ブ
ル
ッ
カ
ー
を
、
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
に
対
し
て
、
翻
訳
と
い
う
か
た
ち
で
な
く
翻
案
と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
し
た
。
と
こ

「
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
今
日
で
も
日
の
目
を
見
る
も
っ
と
も
壮
大
な
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①
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
方
法
は
理
性
だ
け
で
経
験
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
完
全
に
デ
カ
ル
ト
的
で
あ
っ
て
、
自
ら
は
ロ
ッ
ク
に

(16) 

影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
自
負
し
、

③
ま
た
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
は
、
ベ
ー
ル
や
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
の
よ
う
に
迷
信
や
寓
話
の
批
判
に
向
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
に
向
か
い
、

(17) 

⑱
そ
の
結
果
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
理
神
論
的
傾
向
を
押
し
進
め
、
唯
物
論
へ
と
変
え
て
し
ま
っ
た
。

一
方
フ
ォ
ル
メ
イ
は
、
と
言
え
ば
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
と
と
も
に
ベ
ル
リ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
で
、
彼
の
よ
き
理
解
者
で
あ
り
、
彼
と

(18) 

似
て
。
フ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
無
神
論
や
唯
物
論
を
嫌
悪
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
が
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
に
現
代
と
の
連
続
性
を
み
た
の
に
、
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
れ
を
完
全
に
無
視
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

フ
ォ
ル
メ
イ
の
見
解
は
定
か
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
唯
物
論
的
解
釈
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
フ
ォ

(19) 

ル
メ
イ
は
、
改
め
て
ブ
ル
ッ
カ
ー
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
百
科
全
書
の
項
目
「
哲
学
」
に
は
、
こ
う
い
う
続
き
が
あ
る
。

(20) 

「
〔
ブ
ル
ッ
カ
ー
と
と
も
に
〕
デ
ラ
ン
ド
氏
の
『
哲
学
史
』
も
ま
た
読
ま
れ
て
よ
い
書
物
で
あ
る
。
」

ブ
ル
ッ
カ
ー
、

ス
タ
ン
レ
ー
、

(21) 

ク
ロ
マ
チ
ア
ー
ノ
等
と
な
ら
ん
で
テ
ン
ネ
マ
ン
の
『
哲
学
史
』
の
文
献
に
も
登
場
す
る
デ
ラ
ン
ド
は
、

(22) 

ブ
ル
ッ
カ
ー
と
同
時
代
に
同
じ
く
『
批
判
的
哲
学
史
』
を
書
い
た
一
人
で
あ
る
。



31 哲学史の変奏曲

っ
て
ブ
ル
ッ
カ
ー
は
、

ろ
ド
イ
ツ
で
い
う
世
俗
哲
学
に
近
い
、
教
養
や
楽
し
み

ブ
ル
ッ
カ
ー
の
『
哲
学
史
』
は
、
デ
ラ
ン
ド
の
『
哲
学
史
』
初
版

(
-
i
三
巻
）
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
で
あ
り
、
デ
ラ
ン
ド
の
『
哲

〔
ブ
ル
ッ
カ
ー
に
対
し
て
〕
百
科
全
書
の
有
名
な
作
家
た
ち
と
は
反
対
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
。
」

「
百
科
全
書
の
紳
士
た
ち
は
…
…
彼
の
作
品
が
、

哲
学
史
は
学
校
や
大
学
で
教
え
ら
れ

「
要
網
」

や

「こ

「
ハ
ン
ド
ブ
ッ

よ
く
思
惟
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
が
、
あ
え
て
言
わ
せ
て

(23) 

も
ら
え
ば
、
そ
の
半
分
以
上
が
、
混
乱
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
何
に
も
ま
ね
で
き
な
い
ほ
ど
の
無
用
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
」

い
わ
ゆ
る
学
校
哲
学

(
S
c
h
u
l
p
h
i
l
o
s
o
p
o
p
h
i
e
)

が
盛
ん
で
、

ク
」
も
こ
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、

資
源
の
利
用
と
の
批
判
的
調
査
・
検
討
」
と
が
、

「
私
自
身
は
、

学
史
』
第
四
巻
は
、
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
哲
学
史
は
も
は
や
考
証
学
的
博
識
で
は
な
く
な
り
、
む
し

(
d
i
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
)
 
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
デ
ラ
ン
ド
に
と

「
公
衆
に
ヘ
ブ
ラ
イ
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
カ
バ
ラ
哲
学
な
ど
の
難
解
な
書
を
与
え
る
」
有
用
性
を
欠
い
た
、

(24) 

れ
み
よ
が
し
の
考
証
学
的
博
識
」
と
し
か
映
ら
な
い
。

「
平
行
線
を
た
ど
っ
た
」
か
た
ち
で
共
存
し
て
い
る
デ
ラ

(25) 

ン
ド
に
と
っ
て
、
考
証
学
的
博
識
は
乗
リ
越
え
ら
れ
、
有
用
な
知
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

百
科
全
書
に
協
力
し
、
そ
の
精
神
、
す
な
わ
ち
「
人
間
精
神
と
啓
蒙
の
進
歩
の
批
判
的
歴
史
」
と
「
自
然
資
源
と
人
問
が
な
し
う
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
致
は
し
て
い
な
い
が
、

そ
れ
で
は
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
史
は
ど
う
い
う
楠
想
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

曰
く
、
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具
体
的
に
は
、

そ
の
企
図
は
、
こ
う
で
あ
る
。

の
歴
史
が
そ
れ
に
結
び
つ
き
、
密
接

「
哲
学
史
は
、
あ
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
精
神
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
人
間
精
神
が
可
能
な
限
り
高
い

(26) 

視
点
に
高
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
歴
史
で
あ
る
。
」

「
哲
学
は
、
各
時
代
で
で
き
う
る
か
ぎ
り
の
最
高
の
思
弁
に
ま
で
高
ま
っ
て
は
い
る
が
、
…
…
そ
の
思
弁
は
常
に
同
じ
も
の
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
最
初
に
発
見
さ
れ
た
真
理
が
新
た
な
真
理
の
た
め
の
固
定
点
に
な
っ
た
り
、
そ
の
発
見
が
多
く
の
教
義
を
生

（
切
）

み
出
し
た
の
で
、
決
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
べ
き
で
も
な
か
っ
た
。
」

「
批
判
的
哲
学
史
を
書
く
に
あ
た
っ
て
私
の
意
図
は
、
人
間
精
神
の
歴
史
を
そ
の
も
っ
と
も
好
ま
し
い
側
面
か
ら
描
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
歴
史
を
一
層
際
立
た
せ
る
た
め
に
人
間
の
心
情

c
8ur 
h
u
m
a
i
n
 

に
一
体
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
人
間
を
よ
く
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
言
わ
ば
そ
れ
を
分
解
し
、

(28) 

次
に
そ
の
心
情
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

ま
ず
そ
の
精
神
を
、

一
、
主
要
な
思
想
の
源
泉
に
遡
る
こ
と
。

1

一
、
同
時
に
、
思
想
の
間
の
無
限
の
多
様
性
や
徴
妙
な
相
互
関
係
を
検
討

す
る
こ
と
。
三
、
そ
れ
ら
の
思
想
が
順
々
に
、
あ
る
い
は
一
方
か
ら
他
方
が
と
い
う
具
合
に
生
ま
れ
た
過
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
。

四
、
古
代
の
哲
学
者
の
見
解
を
喚
起
す
る
こ
と
。
五
、
古
代
の
哲
学
者
が
、
実
際
に
言
っ
た
こ
と
以
外
は
言
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す(29) 

お
び
た
だ
し
い
真
理
と
誤
謬
の
集
ま
り
に
注
意
深
く
目
を
配
り
、
識
別
す
る
こ
と
が
肝
要
な
わ
け
で
あ
る
。
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助
け
合
い
、

一
致
し
て
真
理
が
よ
り
輝
く
よ
う
に
。
ベ
ー
コ
ン
卿
に
よ
る
と
こ
う
し
て
、
哲
学
者
は
厳
密
で
有
用
な
学
問
を
す
べ

五、 四、 立
ち
向
か
い
…
…
自
然
を
じ
っ
く
り
観
察
し
た
人
。
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
」

「
思
惟
す
る
こ
と
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
明
晰
明
瞭
な
観
念

(idees
claires 
et 
nettes)
し
か
用
い
ず
、
明
晰
明
瞭
な
観
念

「
現
代
哲
学
は
、
デ
カ
ル
ト
が
し
た
よ
う
に
数
学
に
基
づ
く
。
彼
自
身
、
数
学
者
で
あ
っ
た
。
」

「
沢
山
の
現
代
の
発
明
品
、
巧
妙
な
機
械
」
が
新
し
い
哲
学
を
ま
す
ま
す
信
頼
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。

「
十
六
世
紀
で
は
、
学
問
は
す
べ
て
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
。
新
し
い
哲
学
は
そ
れ
を
集
め
、
統
一
し
た
。

が
哲
学
に
力
と
秩
序
を
与
え
た
。
」

二、 ヽ

長
く
失
っ
て
い
た
健
康
を
取
り
戻
し
た
よ
う
に
、

し
い
哲
学
の
創
始
者
と
し
て
デ
カ
ル
ト
を
高
く
評
価
す
る
|
|
＇

そ
し
て

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
叙
述
の
容
観
性
を
重
視
す
る
点
や
折
衷
主
義
と
も
思
え
る
立
場
は
デ
ラ
ン
ド
の
言
に
反
し
て
、
ブ
ル
ッ

カ
ー
に
近
い
。
敢
え
て
、
彼
ら
を
分
か
つ
の
は
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
評
価
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
デ
ラ
ン
ド
の
『
哲
学

史
』
第
四
巻
は
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
の
そ
れ
よ
り
後
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
ブ
ル
ッ
カ
ー
を
意
識
し
た
の
か
、
そ
こ
で
新

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
哲
学
研
究
は
古
代
人
を
尊
敬
を
も
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
で
な
く
、

古
代
人
自
身
も
研
究
し
て
い
た
真
正
な
理
性

la
droite 
r
a
i
s
o
n
 

起
源
ば
か
り
で
な
く
、
研
究
を
行
う
的
確
な
方
法
の
全
き
革
新
を
、

い
哲
学
の
誕
生
と
成
長
に
は
、

に
存
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
新
し
い
哲
学
の

(30) 

わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
負
っ
て
い
る
」
。

(31) 

お
も
に
五
つ
の
事
柄
が
寄
与
し
て
い
る
」
。

「
こ
の
新
し

「
長
い
間
忘
れ
ら
れ
、
踏
み
に
じ
ら
れ
た
理
性
が
そ
の
権
限
を
と
り
も
ど
し
た
。
」
「
…
…
権
威
の
束
縛
か
ら
逃
れ
、
偏
見
に

し
か
も
、
互
い
に
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ル
ッ
カ
ー
の
哲
学
史
も
」
そ
う
で
あ
り
、

「
十
九
世
紀
ま
で
続
い
て
い
る
」
。

つ
ま
り
、

「
文
献
学
か
ら
歴
史
へ
と
い
う
『
批
評
』

の

つ
い
た
『
歴
史
』
と
『
批
評
（
的
）
』
と
い
う
二
つ
の
語
で
あ
る
。
」

こ
の

い
て
こ
う
語
っ
た
。

て
研
究
対
象
に
含
み
、

一
、
二
‘
-
―
―
は
直
接
デ
カ
ル
ト
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、

学
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

デ
カ
ル
ト
的
で
あ
り
な
が
ら
、
幾
分
護
教
的
で
あ
り
、
素
質
と
し
て
百
科
全
書
的
。
テ
ン
ネ
マ
ン
以
降
も
は
や
忘
れ
去
ら
れ
る
デ
ラ

ら
表
象
と
真
実
の
「
批
評
」

フ
ー
コ
ー
は
、
古
典
主
義
時
代
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
言
語
が
言
語
と
と
り
結
ぶ
関
係
を
、
テ
ク
ス
ト
の
先
行
に
よ
る
「
註
釈
」
か

(33) 

へ
と
捉
え
さ
ら
に
、
批
評
（
批
判
）
が
展
開
さ
れ
る
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
の
領
域
と
し
て
「
博
物
学
」
に
つ

す
な
わ
ち
、

〈
目
撃
者
〉
と
い
う
古
い
意
味
を
回
復
し
た

h
i
s
t
o
r
i
a
n

イ
ス
ト
リ
ア
ン

は
、
彼
の
「
視
線
の
採
集
し
た
も
の
を
滑
ら
か
な
、
中
性
化
さ
れ
た
、
忠
実
な
語
で
書
き
写
」
し
、
の
過
程
で
最
初

イ

ス

ト

ワ

ー

ル

イ

ス

ト

ワ

ー

ル

(34)

に
成
立
し
た
記
述
の
形
式
が
、
自
然
の
記
述
で
あ
」
り
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
「
歴
史
」
の
成
立
に
方
法
論
を
与
え
た
。

批
評
（
批
判
）
と
歴
史
の
結
び
つ
き
は
、
実
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
『
純
化
』

「
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
書
物
の
標
題
に
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
言
葉
の
ひ
と
つ
は
、
互
に
結
び

「
…
…
ブ
ロ
ー
・
デ
ラ
ン
ド
の
『
哲
学
の
批
評
的
歴
史
』
·
…
•
•
ブ

（
記
述
者
1
1
歴
史
家
）

ン
ド
の
姿
は
、
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
見
る
か
ぎ
り
、

(32) 

一
種
の
百
科
全
書
を
つ
く
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

四
、
五
は
む
し
ろ
百
科
全
書
的
な
意
味
で
の
哲
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な
ら
な
い
。

学
が
、
百
科
全
書
的
知
か
ら
純
粋
哲
学
へ
と
純
化
さ
れ
る
。

‘、、カ
そ
し
て
、

対
す
る
克
明
な
再
吟
味
と
い
う
手
続
き
を
へ
、

「
そ
の
発
生
か
ら
現
代
ま
で
経
験
し
て
き
た
変
化
を
叙
述
し
た
総
体
が
哲

「
経
験
か
ら
独
立
し
て
規
定
さ
れ
た
事
物
の
連
関
の
学
」

哲
学
的
と
は
思
惟
に
依
る
、

先
行
す
る
諸
種
の
歴
史
記
述
に

ま
た
形
式
的
に
は
、
そ
れ
ら
の
史
料
や
典
拠
の
直
接
的
な
引
用
や
、
そ
の
価
値
を
め
ぐ

る
詳
細
な
論
議
を
ま
じ
え
た
歴
史
記
述
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
歴
史
記
述
た
ら
ん
と
す
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
」
。

「
十
八
世
紀
後
半
以
後
、
こ
の
結
び
つ
き
に
一
部
取
っ
て
代
わ
る
の
は
…
…
『
歴
史
』
と
『
哲
学
』
の
結
び
つ
き
で
あ
る

(35) 

『
批
評
』
と
『
哲
学
』
の
交
代
は
そ
の
ま
ま
、
約
百
年
間
に
な
し
と
げ
ら
れ
た
知
の
支
配
的
形
態
の
転
換
を
物
語
っ
て
い
る
」
。

(37) 

(
3
6
)
 

歴
史
が
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
人
生
の
教
師
で
は
な
く
ま
た
考
証
学
的
博
識
で
も
な
く
な
り
批
判
も
ま
た
、
文
献
批
判
に

(38) 

終
わ
ら
ず
、
批
判
的
精
神
と
な
り
さ
ら
に
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
と
結
び
つ
き
認
識
論
と
し
て
の
哲
学
批
判
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
哲

(39) 

こ
う
し
て
「
歴
史
」
と
「
批
判
」
と
「
哲
学
」
が
交
差
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
単
に
「
年
代
記
的
で
は
な
く
」
、
「
愚
者
の

歴
史
」
で
も
な
い
、
批
判
原
理
に
従
っ
た
哲
学
史
あ
る
い
は
「
実
用
的
歴
史
」
を
記
述
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
「
カ
ン
ト
世
代
」
に
他

十
八
世
紀
末
の
哲
学
史
の
方
法
論
的
論
争
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
論
文
に
お
い
て
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
は
、
①
歴
史
と
哲
学
を
分
離
、

②
哲
学
の
定
義
、
③
哲
学
史
の
定
義
と
い
う
戦
略
を
と
る
。
歴
史
的

(
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
)

ヽ
ヽ

(42)

と
い
う
認
識
原
理
に
従
っ
て
、
歴
史
と
哲
学
を
批
判
し
、

連
関
が
思
惟
に
の
み
負
う
よ
う
な
」
学
と
し
て
の
哲
学
が
、

(43) 

学
史
と
な
る
。

一
方
テ
ン
ネ
マ
ン
は
、
①
歴
史
の
定
義
、
②
学
の
歴
史
の
定
義
、
③
哲
学
史
の
定
義
と
い
う
戦
略
を
と
り
、
時
間
継
起
を
重
視
し
た

領
域
の
拡
大
」
が
あ
り
、

と
は
経
験
に
依
り
、

「
事
物
の
必
然
的

「
『
批
評
的
歴
史
』
と
は
要
す
る
に
、
内
容
的
に
は
厳
密
な
史
料
批
判
や
、
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注

哲
学
史
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
近
そ
の
〈
神
話
〉
を
解
体
す
る
試
み
が
多
数
な
さ
れ
て
お
り
、
拙
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ
け
以

下
の
諸
論
文
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
感
謝
し
て
記
す
次
第
で
す
。

加
藤
尚
武
「
デ
カ
ル
ト
中
心
史
観
の
吟
味
ー
—
ボ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
疑
問
」
『
―
―
―
世
紀
へ
の
知
的
戦
略
』
筑
摩
書
房
、

七
年「

論
理
思
想
の
歴
史
」
『
講
座
ド
イ
ツ
観
念
論
』
第
六
巻
、
弘
文
堂
、
一
九
九

0
年

「
哲
学
と
哲
学
史
」
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
現
在
』
加
藤
尚
武
、
安
井
邦
夫
、
中
岡
成
文
編
、
世
界
思
想
社
、

「
哲
学
の
歴
史
が
作
ら
れ
る
現
場
」
『
現
代
哲
学
の
冒
険
8

物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
0
年

「
哲
学
史
の
成
立
と
そ
の
意
味
」
『
国
学
院
雑
誌
』
八
七
巻
第
六
号
、
一
九
八
六
年

「
一
八
世
紀
末
の
哲
学
史
論
争
」
『
白
山
哲
学
』
第
ニ
―
号
、
一
九
八
七
年

「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
観
」
『
国
学
院
雑
誌
』
第
八
八
巻
第
一
―
一
号
、

柴

田

隆

行

栗

原

隆

同
じ
批
判
原
理
に
の
っ
と
り
な
が
ら
も
、

1
8
4
7
)

そ
し
て
お
そ
ら
く
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
を
も
念
頭
に
お
い
て
、

ヽ

(47)

て
排
除
す
る
」
哲
学
史
に
釘
を
さ
す
。

「
歴
史
」

史
と
格
闘
し
た
彼
ら
で
は
あ
る
が
、
既
に
「
純
粋
哲
学
」
と
「
歴
史
主
義
」

一
九
八
七
年

へ
の
傾
倒
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

へ
と
シ
フ
ト
し
た
哲
学
史
を
構
想
す
る
テ
ン
ネ
マ
ン
と
、

し
た
哲
学
史
を
構
想
す
る
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
。
古
典
主
義
か
ら
近
代
へ
と
移
り
ゆ
く
な
か
で
、
歴
史
と
哲
学
と
批
判
を
め
ぐ
っ
て
、
哲
学

一
九
八

一
九
八
八
年

「
哲
学
」
ヘ
シ
フ
ト

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(44)

ヽ
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
え
で
の
「
出
来
事
の
結
合
」
と
い
う
歴
史
観
か
ら
、
「
哲
学
の
連
続
的
形
成
の
叙
述
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
ヽ
(45)

つ
い
て
の
学
の
理
念
を
実
現
す
る
理
性
の
努
力
の
叙
述
」
と
い
う
哲
学
史
の
規
定
を
導
き
出
そ
う
と
試
み
る
。
彼
は
、

（海）

述
家
は
歴
史
の
な
か
に
い
か
な
る
体
系
を
も
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
し
」
と
言
い
、
グ
ロ
ー
マ
ン

(
G
r
o
h
m
a
n
n
,
J
.
 
Chr. A. 1
7
7
0ー

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
偶
然
的
な
も
の
、
可
変
的
な
も
の
、
時
間
継
起
す
る
も
の
を
す
べ

「
哲
学
史
の
叙

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
ま
り
自
然
と
自
由
の
究
極
根
拠
と
法
則
に
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Kant, 
I.: 

Kritik 
d
e
r
 reinen 

V
e
r
n
u
n
n
f
t
,
 
1781 /

 87, 
A
8
5
2
ー
8
5
6
=
B
8
8
0
ー
884.

I'-
rl y*~ 心

,
iJ
兵

翠
荘

胄
記

「
靱

絣
Q
睾
拝
心
藁
瑕

1"t-(a心
廷
勾
心
今
心

iJAJ
ふ
」

Q
投
ふ
や
’
都

i鱈
睾
要
心
蒜
姦
忌
’
恙
媒
忌
-
~
弄
忌
以
中
全
＇
華
弄
孟
択
甜

!J.~
門
」

慮
正

忌
幽

臥
」

如
鎚

鞘
,..)¥J

今
t-(,°Fiilleborn,

G. G.: ,,Was heisst d
e
n
 
Geist 

einer 
Philophie darstellen 

?" in: B
e
y
t
r
a
g
e
 

z
u
r
 Geschichte d

e
r
 Philosophie, 

1794, 
Bd. 2, 

Aetas Kantiana, 
77. 
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(

8

)

 

(

6

)

 

(

7

)

 

S
t
a
n
l
e
y
,
 
T
:
 
T
h
e
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
,
 
L
o
n
d
o
n
,
 1655. 

キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
「
古
代
哲
学
だ
け
が
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
哲
学
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
。
哲
学
は
異
教
徒
の
営
み
で
あ
っ
て
、

キ
リ
ス
ト
教
で
は
真
理
が
そ
っ
く
り
目
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
当
時
の
普
通
の
考
え
だ
っ
た
」

(
H
e
g
e
l
,
G
.
 W
.
 F.: W
e
r
k
e
 

i
n
g
g
a
n
梵
g

B
昔
d
e
n
,
hrsg. v
o
n
,
 E
.
 M
o
l
d
e
n
h
a
u
e
r
 u. 
K. M
.
 Mi
c
h
e
l
,
 
S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
,
 
1971, 
E
d
.
 18, 
S
.
1
3
3
)
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
同
じ
『
哲
学
史
』
の
箇
所
で
、
ス
タ
ン
レ
ー
の
立
場
を
逆
手
に
と
る
よ
う
な
、
デ
カ
ル
ト
起
源
の
〈
近
代
的
〉
な
自
由
な
思
惟
の
立
場
か

ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
新
。
フ
ラ
ト
ン
派
と
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
以
来
、
は
じ
め
て
本
来
の
哲
学
に
入
る
。
こ
れ
は
哲
学
の

新
し
い
始
ま
り
で
あ
る
。
一
七
世
紀
よ
り
昔
の
哲
学
史
の
な
か
で
は
、
た
だ
ギ
リ
シ
ア
人
お
よ
び
ロ
ー
マ
人
の
哲
学
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
…

．．． 
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
、
ま
た
そ
れ
以
降
に
も
も
は
や
哲
学
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
ス
タ
ン
レ
ー
に
お

け
る
よ
う
に
、
哲
学
は
も
は
や
必
要
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
世
の
哲
学
的
神
学
は
そ
れ
自
身
よ
り
出
発
す
る
自
由
な
思
惟
を
原
理
と
し
て

い
な
か
っ
た
。
」

(
H
e
g
e
l
,
ibid., 
E
d
.
 20, 
S. 121.) 

Proust, 
J.: 
D
i
d
e
r
o
t
 et l
'
E
n
c
y
c
l
o箋
d
笠
p
p
.
2
4
5ー

-246.

な
お
加
藤
尚
武
氏
は
、
①
年
代
記
で
は
な
く
時
代
区
分
が
登
場
し
た
点
。
③
非
西
欧
社
会
へ
の
視
界
の
広
が
り
、
⑥
叙
述
の
客
観
性
を
、
ブ

ル
ッ
カ
ー
の
先
駆
性
と
し
て
挙
げ
、
さ
ら
に
、
彼
の
規
定
す
る
近
代
の
特
徴
を
、
①
反
権
威
主
義
、
反
伝
統
主
義
、
③
真
な
る
折
衷
主
義
、
⑱

デ
カ
ル
ト
哲
学
が
特
権
的
位
置
を
占
め
て
い
な
い
点
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
（
加
藤
尚
武
、
前
掲
書
、
三
八
ー
四

0
頁）

ブ
ル
ッ
カ
ー
が
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
で
哲
学
史
に
関
す
る
著
作
を
著
す
以
前
、
イ
ニ
ナ
で
研
究
生
活
を
送
っ
て
い
た
当
時
、

C
h
r
i
s
t
i
a
n

S
t
o
c
k
 (
1
7
1
7

ー

1
7
3
1
)
ぶi
オ
リ
ニ
ソ
ト
田
心
租
心
シ
丘
叙
ク
え
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
歴
中

A
叙
涼1に
皿
〖
し
て
、
十
八
世
紀
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
方
法

論
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
究
明
が
盛
ん
に
な
り
始
め
る
。
ベ
ー
ル
が
十
七
世
紀
末
に
、
既
に
懐
疑
的
方
法
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
と
り
わ

け
古
代
ロ
ー
マ
史
の
研
究
と
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

(
B
e
r
n
h
e
i
m
.
E
.
:
 
L
e
h
r
b
u
c
h
 
d
e
r
 
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
n
 
M
e
t
h
o
d
e
 
u
n
d
 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
p
h
i
l
o
s
o
娑
笠
5.
u
n
d
 6. 
A
u
f
l
.
 
1908, 
B
u
r
t
 F
r
a
n
k
l
i
n
,
 
S. 223.)
。
実
際
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
自
身
も
ベ
ー
ル
に
多
く
を
負
っ
て

お
り
、
ベ
ー
ル
に
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る

(Proust,
ibid., 
p
・
2
5
0
)
。
こ
う
し
た
状
況
と
、
彼
自
身
の
折
衷
主
義
の
立
場
と
が
結
び
つ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
時
間
（
時
代
）
と
空
間
の
相
対
性
へ
と
向
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
ベ
ー
ル
の
懐
疑
を
方
法
論
的
武
器
と
し
て
取
り
入
れ
た
折
衷
主
義
を
標
榜
し
た
デ
ィ
ド
ロ
ー
「
折
衷
主
義
者

と
は
、
次
の
よ
う
な
哲
学
者
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
偏
見
、
伝
統
、
古
さ
、
普
遍
的
合
意
、
権
威
、
つ
ま
り
ひ
と
く
ち
に
言
っ
て
、
多
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く
の
精
神
を
お
さ
え
こ
ん
で
い
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
で
考
え
る
こ
と
や
、
も
っ
と
も
明
白
な
一
般
的

原
理
に
立
ち
帰
っ
て
そ
れ
を
検
討
し
、
議
論
す
る
こ
と
や
、
ま
た
、
自
分
の
体
験
と
理
性
の
証
言
に
も
と
づ
く
も
の
以
外
は
認
め
な
い
こ
と
な

ど
を
敢
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
…

．．． 
懐
疑
主
義
者
と
い
う
も
の
が
、
折
衷
主
義
の
要
と
な
る
特
色
で
あ
る
以
上
、
折
衷
主
義
者
は
常
に
懐
疑

、
、
、

主
義
者
と
相
た
ず
さ
え
て
歩
み
、
そ
し
て
、
懐
疑
主
義
者
が
そ
の
厳
格
な
分
析
に
よ
っ
て
も
な
お
、
無
用
な
石
く
ず
と
し
て
捨
て
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
は
な
ん
で
も
と
り
い
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
折
衷
主
義
」
野
沢
協
訳
、
『
デ
ィ
ド
ロ
著
作
集
第
二
巻
哲
学

Il』
小
場
瀬
卓
一
―
-
・

左
岡
昇
監
修
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八

0
年
）
ー
さ
ら
に
、
ジ
ェ
ラ
ソ
ド
の
「
比
較
」
と
い
う
方
法
論
的
洗
練
を
経
て
、
ク
ー
ザ
ソ
ヘ

と
至
る
折
衷
主
義
に
お
い
て
、
事
は
一
層
明
確
に
な
る
。

「
:
．．．． 
ど
の
体
系
ぶ
…
•
•
ま
っ
た
＜
間
違
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
•
•
…
•
か
と
い
っ
て
ま
っ
た
く
正
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
」

(
C
o
u
s
i
n
,

V.: 《
P
r
e
f
a
c
e
d
e
 la 
t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 m
a
n
u
e
l
 d
e
 l'histoire 
d
e
 
la 
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
 
T
e
n
n
e
m
a
n
n》
"

F
r
a
g
m
e
n
t
s
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
 ,
 

q
u
e
s
 p
o
u
r
 s
e
r
v
i
r
 
a
 l'histoire 
d
e
 l
a
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
Paris, 
1866, 
S
l
a
t
k
i
n
 
R
e
p
r
i
n
t
s
,
 
1970, t
o
m
e
 
V. p. 222.)
「
い
か
4は
る
庄
ザ
玄
小

も
退
け
ず
、
い
か
な
る
体
系
も
す
っ
か
り
受
け
入
れ
ず
、
こ
こ
は
否
定
し
、
そ
こ
は
取
り
入
れ
、
真
で
あ
り
か
つ
善
で
あ
る
、
従
っ
て
持
続
可

能
に
み
え
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
す
る

(chosir)

と
い
う
主
張
、
ニ
―
日
で
言
え
ば
、
折
衷
主
義
」

(ibid.＂
p
.
2
2
4
)
、
「
こ
れ
は
、
哲
学
史
を
拠

り
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
配
d.＂
p
.
2
2
7
.
)
。
し
か
も
、
そ
の
哲
学
史
と
は
「
…
…
現
代
や
古
代
…
…
の
学
説
…
…
、
さ
ら
に
オ
リ
ニ

ソ
ト
の
学
説
ま
で
も
含
ん
だ
」

(
i
b
i
d．こ

p.
228.)
も
の
で
あ
る
。
「
折
衷
主
義
と
い
う
不
減
の
教
え
の
な
い
、
哲
学
史
な
ど
一
体
何
で
あ
ろ
う

か
」
（
配
d."
p. 
229.)
。
折
衷
主
義
が
語
源
上
、
「
選
択
」
を
意
味
す
る
の
は
ク
ル
ー
ク
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

K
r
u
g
,
W
.
 T
.
:
 

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
s
 H
a
n
dさ
6
r
t
e
r
b
u
c
h
d
e
r

ミ臣
o
s
o
p
h
苔
h
e
n
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 
n
e
b
s
t
 i
h
r
e
r
 
L
i
t
e
r
a
t
u
r
 

g
 
d
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 
1
8
2
7
 |
 

1834, 
5
 Bde., 
2. 
Aufl., 
1
8
3
2ー

38,
A
e
t
a
s
 
K
a
n
t
i
a
n
a
,
 
152, 
B
d
.
 1., 
〈

E
k
l
e
k
t
i
c
i
s
m
u
s〉

さ
ら
に
、
も
う
一
点
。
「
折
衷
主
義
」
は
哲
学
史
と
結
び
つ
い
て
、
個
人
の
考
え
で
も
思
索
の
流
儀
で
も
な
く
、
国
民
（
国
家
）
の
哲
学
を

あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
概
念
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
質
的
に
国
境
を
越
え
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
と
は
無
縁
だ
っ
た
十
八
世
紀
啓

蒙
思
想
に
対
し
（
『
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
入
門
』

J
.
H
・
ブ
ラ
ム
フ
ィ
ッ
ト
、
清
水
幾
太
郎
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
五
年
、
二
四
ー
ニ
五
頁
）
、

ヒ
ュ
レ
ボ
ル
ン
や
ク
ル
ー
ク
は
、
折
衷
主
義
を
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
レ
ッ
テ
ル
に
使
用
す
る
。

F
u
l
l
e
b
o
r
n
;
,,Einige 
B
e
m
e
r
u
k
u
n
g
e
n
 z
u
r
 

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 franzi:isischen 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
"
,
 ibid., 
B
d
.
 2., 5• 

H
e
f
t
,
 
1795.; 
K
r
u
g
,
 ibid., 
ク
ル
ー
ク
は
、
〈
ド
イ
ッ
哲
学
〉
の

項
目
で
は
、
・
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
を
「
最
初
の
ド
イ
ツ
国
民
哲
学

die_
erste 
d
e
u
t
s
c
h
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
」
と
呼
ん
で
い
る
。

K
r
u
g
,
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(
1
5
)
 

(
1
4
)
 

(
1
3
)
 

因
み
に
カ
ソ
ト
の
第
一
批
判
は
、
ク
ー
ザ
ン
が
一
八
二

0
年
に
《
L
e
,
o
n
s
u
r

、hilosovhie
d
e
 K
a
n
t》
と
い
う
題
目
で
講
義
を
し
て
い

る
が
、
ク
ー
ザ
ン
の
弟
子
の

C
l
a
u
d
e
J
o
s
e
p
h
 
Tissot (
1
8
0
1
 |
 1
8
7
6
)

に
よ
っ
て
一
八
三
五
年
に
フ
ラ
ソ
ス
語
訳
が
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
遡
れ
ば
、

J
o
h
a
n
n
e
s
K
i
n
k
e
r
 (
1
7
6
4
 |
 1
8
4
5
)

が
そ
の
概
要
を
一
八

0
一
年
に
出
し
て
い
る
。

E
s
s
a
i
d
'
u
n
e
 
exposition 
succinte 

d
e
 la 
C
r
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 la 
R
a
i
s
o
n
 p
u
r
e
 ̀

 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
.
 

デ
ィ
ド
ロ
／
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
編
『
百
科
全
書
』
デ
ィ
ド
ロ
執
筆
「
哲
学
」
桑
原
武
夫
編
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
一
七
二
頁
。

な
お
、
「
ブ
ル
ッ
カ
ー
氏
が
は
じ
め
ド
イ
ツ
語
で
」
と
い
う
の
は
、
『
世
界
の
始
ま
り
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
い
た
る
ま
で
の
哲
学
史
か

ら
の
簡
単
な
質
問
』

(
K
u
r
z
e
F
r
a
g
e
n
 a
u
s
 d
e
r

、hi[osophischen 
H
 E
°
r
i
e
g
 m
 A
n
f
 an
g
 d

e
r
 
W
e
l
t
 
bis 
a
u
f
 die 
G
e
b
u
r
t
 

Christi, 9
 
v
o
l
u
m
e
s
,
 
U
l
m
,
 1
7
3
1
-
3
6
)

を
瞬
g

し
て
い
る
。

ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
、
考
証
学
的
博
識

(erudition)
↓
文
学
↓
哲
学
（
百
科
全
書
的
知
）
と
い
う
人
間
精
神
の
進
歩
を
参

照
。
「
こ
の
記
念
す
べ
き
時
期
以
来
の
精
神
の
進
歩
を
考
察
す
る
と
き
、
こ
う
し
た
進
歩
は
当
然
そ
れ
が
た
ど
る
順
序
で
な
さ
れ
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
ず
、
考
証
学
的
博
識
か
ら
始
ま
り
、
文
学
に
引
き
継
が
れ
、
最
後
は
哲
学
で
し
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
（
前
掲
、
デ

ィ
ド
ロ
／
ダ
ラ
ソ
ベ
ー
ル
編
『
百
科
全
書
』
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
執
筆
「
百
科
全
害
序
論
」
、
八
三
頁
、
但
し
引
用
は
、

J
.
。
フ
ル
ー
ス
ト
『
百
科

全
書
』
平
岡
昇
・
市
川
慎
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
一
頁
に
従
っ
た
。
）

e
r
u
d
i
t
i
o
n
~

、
ド
イ
ツ
語
で
は

G
e
l
e
h
r
s
a
m
k
e
i
t

に
相

当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

F
o
r
m
e
y
,
 J• 

H. S.: 
A
b
r
e
g
e
e
 d
e
 l'histoire 
d
e
 la

、hiloso
、hie"
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 1
7
6
0
.
 

序
論
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
ブ
ル
ッ
カ
ー

の
歴
史
は
あ
ま
り
に
大
部
で
あ
り
…
…
ラ
テ
ソ
語
と
ド
イ
ツ
語
で
要
綱
が
書
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
一
般
の
使
用
に
役
立
つ
も
の
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
ド
イ
ツ
で
書
か
れ
た
書
物
は
、
そ
の
言
葉
を
理
解
す
る
も
の
に
し
か
読
ま
れ
ず
…
…
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
国
境

を
越
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
」

(Introduction,
pp. 1
7ー

1
8
.
)

フ
ォ
ル
メ
イ
の
『
要
綱
』
は
、
テ
ン
ネ
マ
ン
の
文
献
で
は
「
概
要
と
小
著
」

(
C
o
m
p
e
n
d
i
e
n
u
n
d
 kleinere Schriften)
の
項
目
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

T
e
n
n
e
m
a
n
n
,
W
.
 G.: 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
r
 Philosophie, 
11 
Ede., 1
7
9
8ー

1
8
1
9
,

B
d
.
 1
,
 
S. 
L
X
X
X
I
I
I
.
 A
e
t
a
s
 K
a
n
 ,
 

tiana, 
272. 
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
訳
と
英
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

K
u
r
z
g
e
f
a
s
s
t
e
 Historie 
d
e
r
 Philosophie, 
Berlin, 1
7
6
3
.
 

A
 C
o
n
c
i
s
e
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 Philoso

、hy
a
芝
i
Philoso

、hers,
L
o
n
d
o
n
,
 1
7
6
6
.
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フ
ォ
ル
メ
イ

(
(
J
e
a
n
H
e
n
r
i
 
S
a
m
u
e
l
 
F
o
r
m
e
y
,
 1
7
1
1
ー

1
7
9
7
)
~
、
一
七
四
八
年
以
来
ベ
ル
リ
ソ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
哲
学
部
門
の

書
記
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
に
傾
倒
し
た
『
ヴ
ォ
ル
フ
美
人
』

(
L
a
b
e
l
l
e
w
r
o
U
Pざ
zne,
6
 Ede., 
H
a
a
g
,
 
1
7
4
1
 |
 1
7
5
3
)
な
ど
の
著
作

が
あ
る
。
『
縮
刷
版
百
科
全
害
』
を
一
七
四

0
年
代
後
半
に
企
画
し
、
彼
自
身
『
百
科
全
書
』
に
執
筆
も
し
て
い
る
（
プ
ル
ー
ス
ト
、
前
掲

『
百
科
全
書
』
、
六
五
頁
、
九
四
頁
）
。
面
白
い
こ
と
に
、
『
十
九
世
紀
ラ
ル
ー
ス
』
で
の
フ
ォ
ル
メ
イ
の
評
価
は
「
学
者

s
a
v
a
n
t
と
い
う
よ

り
も
考
証
学
的
博
識
者
硲
udit
」
と
な
っ
て
い
る

(
L
a
r
o
u
s
s
e
,
G
r
a
n
d
 d
i
c
t
i
o
n
n
a
r
e
 u
注
verse!
d
u
 
XIX• 

siecle, 
17 
gぶ
,
1
8
6
6
 

-
1
8
7
9
)
。
ニ
ソ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
も
の
は
、

Enfield, 
W
・
"
T
h
e
H認
o
r
y
o
f

塁
思
象
y
f
r
o
m
e
a
r
苓
st
periods, 
d
r
a
w
n
 u
p
 f
r
o
m
 B
r
u
c
k
e
r
'
s
 H, 匂
0
m
C
C
r
庄
c
a
p
迄
0,

sophiae, -L
o
n
d
o
n
,
 
1791. 

(
1
6
)
 

Proust, 
ibid., 
p. 
250, 
p. 
267. 

(
1
7
)
 

Proust, 
ibid., 
p. 
267,

。
フ
ル
ー
ス
ト
、
前
掲
『
百
科
全
書
』
、
一
七
八
頁
。

(
1
8
)

。
フ
ル
ー
ス
ト
、
前
掲
『
百
科
全
書
』
二
五
四
頁
。

(
1
9
)
 

Proust, 
ibid., 
p. 247. 

(
2
0
)

前
掲
、
デ
ィ
ド
ロ
／
ダ
ラ
ソ
ペ
ー
ル
編
『
百
科
全
書
』
、
一
七
二
頁
、
〔
〕
ほ
筆
者
。

(
2
1
)
 

T
e
n
n
e
m
a
n
n
,
 W
.
 G.: ibid., 
B
d
.
 l, 
S. L
X
X
X
I
.
 余
談
だ
が
、
テ
ン
ネ
マ
ン
の
文
献
に
は

P
・
ベ
ー
ル
の
『
辞
書
』
は
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
『
百
科
全
書
』
が
挙
が
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
イ
ヴ
ォ
ン
師
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ッ
カ
ー
か
ら
の
丸
写
し
も
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な

い
が
、
芸
術

arts
と
工
芸

m
企
iers
を
排
除
し
た
純
粋
哲
学
へ
の
指
向
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
そ
れ
に
対
し
ジ
ェ
ラ
ン
ド
は

『
比
較
哲
学
史
』
で
、
本
来
の
哲
学
史
家
に
、
プ
ル
ッ
カ
ー
、
ク
ロ
マ
チ
ア
ー
ノ
、
デ
ラ
ソ
ド
、
ス
タ
ソ
レ
ー
と
並
ん
で
百
科
全
書
派
を
入
れ

て
い
る
。

ま
た
、
テ
ン
ネ
マ
ソ
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
後
の
第
二
版
で
は
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
「
翻
訳
の
序
文
で
、
テ
ン
ネ
マ
ン
氏
は
こ
う
語
っ
て

い
る
。
ジ
ェ
ラ
ン
ド
氏
は
デ
ラ
ン
ド
氏
以
来
の
哲
学
史
全
体
を
総
括
し
た
第
一
級
の
フ
ラ
ソ
ス
人
記
述
者
含
rivain

で
あ
る
、
と
。
」

(
D
e

G
硲
ando,.ibid.,
t
o
m
e
 1., 
avertissement, 
p. iii 
p
a
r
 

libre ,
 
editeur)
少
し
遡
る
と
、
ク
ロ
マ
チ
ア
ー
ノ
も
『
哲
学
史
』
の
冒
頭
で
デ

ラ
ン
ド
を
引
用
し
、
無
知
か
ら
学
へ
の
移
行
を
記
述
す
る
こ
と
が
、
哲
学
の
仕
事
と
成
り
う
る
の
か
を
問
う
て
い
る
。

H
e
y
d
e
n
r
e
i
c
h
,

ibid." 
S.5. 
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(
2
3
)
 

(
2
4
)
 

(
2
2
)
 

A
n
d
r
e
 Frarn;;ois B
u
r
e
a
u
 ,
 
D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
1
6
9
0ー

1
7
5
7
,
(
デ
ラ
ン
ド
あ
る
い
は
ブ
ロ
ー
1
1
デ
ラ
ン
ド
と
表
記
さ
れ
る
)
"
H
i
s
t
o
i
r
e
 c
r
i
t
i
q
u
e
 

d
e
h
p
h
i
[
 osophie, 
0
a
r
o
n
t
m
a
芍
d
e
s
o
n
 o
r
心奇
e"
d
e
 ses p
r
o
g
r
e
s
,
 
e
t
 d
e
s
 d
i
v
e
r
s
e
s
 r
e
 
gohut2• 

o
n
s
 q
u
i
 lui s
o
n
t
 
a
r
i
v
e
e
s
 

j
u
s
q
u
'
a
 n
o
t
r
e
 tern_
sヽ,
1
7
3
0ー

36,
Paris, 
1737, 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 t
o
m
e
 1ー

3,
2e., 
1756, 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 4
 v
o
l
u
m
e
s
.
 
ア
ム
ス
―
プ
ル

ダ
ム
で
の
初
版
で
は
著
者
名
が
記
さ
れ
な
い
ま
ま
、
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
以
前
の
哲
学
史
か
ら
ス
コ
ラ
哲
学
史
ま
で

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
目
次
を
掲
げ
て
お
く
。

第
一
巻
、
第
一
書
、
ギ
リ
シ
ア
以
前
の
哲
学
の
状
態
に
つ
い
て

第
二
書
、
寓
話
的
哲
学
と
七
賢
人
に
つ
い
て

第
二
巻
、
第
三
書
、
ギ
リ
シ
ア
を
飾
っ
た
哲
学
の
二
つ
の
主
要
な
七
ク
ト
と
そ
の
創
始
者
で
あ
る
タ
レ
ス
と
。
ヒ
タ
ゴ
ラ
ス
に
つ
い
て

第
四
書
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
一
門
、
と
く
に
哲
学
の
新
し
い
セ
ク
ト
を
つ
く
っ
た
人
々
に
つ
い
て

第
五
書
、
ニ
レ
ア
派
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
ビ
ュ
ロ
ン
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
ニ
ビ
ク
ロ
ス
に
つ
い
て

第
六
害
、
。
フ
ト
マ
イ
オ
ス
朝
下
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
華
ひ
ら
い
た
哲
学
者
た
ち
に
つ
い
て

第
三
巻
、
第
七
書
、
ロ
ー
マ
に
華
ひ
ら
い
た
哲
学
者
た
ち
に
つ
い
て

第
八
書
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
統
治
下
か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
退
ま
で
に
、
そ
し
て
衰
退
か
ら
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
ま
で
に
華
ひ
ら
い
た

哲
学
者
た
ち
に
つ
い
て

第
九
書
、
ア
ラ
ビ
ア
人
と
ス
コ
ラ
学
派
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
新
し
い
体
系
に
つ
い
て

第
四
巻
、
第
十
書
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
芸
哲
学
復
興
。
デ
カ
ル
ト
と
い
う
先
駆
的
哲
学
者
に
つ
い
て
の
一
般
的
注
解

第
一
巻
の
総
目
次
と
異
な
り
、
第
四
巻
そ
の
も
の
で
は
「
イ
タ
リ
ア
で
の
文
芸
復
興
と
つ
づ
い
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
王
国
で
起
こ
っ
た
文

芸
復
興
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
初
版
が
手
元
に
は
な
い
た
め
、
第
一
巻
の
目
次
に
つ
い
て
も
第
二
版
に
従
っ
て
い
る
。

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 4., 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
,
 
a3. 
〔
〕
は
筆
者
。

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 

「
•
…
・
・
哲
学
は
、
リ
七
や
ア
カ
デ
ミ
ー
で
使
わ
れ
る
た
め
だ
け
の
純
粋
思
弁
の
教
説
で
は
決
し
て
な
い
」

(
D
e
s
l
a
n
d
e
s
,

ぷ
界
t
o
m
e
1., 
X
)。
あ
る
い
は
卑
俗
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
言
い
回
し

i

「
よ
く
考
え
る
と
こ
と
と
…
…
よ
く
生
き
る
こ
と
を
も
教
え
る
」

（配
d.,
X
I
)。
な
お
、
S
c
h
u
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e

あ
る
い
は

S
c
h
u
l
w
e
i
s
h
e
i
t
~

、
世
俗
的
な
、
処
世
訓
を
教
え
る
通
俗
的
な
、
L
e
b
e
n
s
p
h
i
l
o

,
 

sophie, 
L
e
b
e
n
s
w
e
i
s
h
e
i
t
と
対
比
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

K
r
u
g
,

W. T.: ibid., 
B
d
.
 2. 
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(
3
4
)
 

(
2
6
)
 

(
2
7
)
 

(
2
8
)
 

(
2
9
)
 

(
3
0
)
 

(
3
1
)
 

(
3
2
)
 

(
3
3
)
 

(
2
5
)
 

プ
ル
ー
ス
ト
、
前
掲
『
百
科
全
書
』
、
九
頁
、
四
四
頁
。

フ
ォ
ル
メ
イ
が
『
要
綱
』
を
著
す
際
、
念
頭
に
置
い
た
の
は
デ
ィ
ド
ロ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
デ
ラ
ン
ド
を
も
、
自
由
思
想
家

(esprit

fort)
と
考
え
、
彼
の
『
哲
学
史
』
は
「
精
神
を
啓
発
す
る
よ
り
も
駄
目
に
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

(
P
r
o
u
s
t
,
ibid., 
p. 247, 
n
o
t
e
 7
0
)
 

D
e
s
l
a
n
d
e
s
 
ìbid•• 

t
o
m
e
 1, 
IV・ 

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 1, 
II. 

デ
ラ
ソ
ド
は
、
こ
こ
で
ス
タ
ン
レ
ー
的
な
哲
学
史
と
訣
別
を
図
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
「
啓
示
」
を
軸
に
し
た
時
代
区
分

を
採
用
し
て
デ
ラ
ン
ド
が
「
護
教
論
的
伝
統
」
に
傾
斜
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
(
P
r
o
u
s
t
,
ibid., p. 2
4
2
.
)
 N
o
a
c
k
の
評
価
も
こ
れ
に
近
い
。

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 
4•• 

a
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
,
 
a2. 

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 
1., V
I
 |
 VII. 

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 4. 

｀
 

p
.
1
7
4
.
 

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 4., p. 
179. 

D
e
s
l
a
n
d
e
s
,
 
ibid., 
t
o
m
e
 4., p
p
.
 1
8
1
 |
 183. 

「
十
六
世
紀
の
言
語
は
、
自
己
に
た
い
し
て
、
た
え
ざ
る
註
釈
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
註
釈
は
、
何
ら
か
の
言
語
が
そ

こ
に
あ
る
ー
ー
l

何
ら
か
の
言
語
が
、
そ
れ
を
語
ら
せ
よ
う
と
し
て
用
い
ら
れ
る
言
説
に
先
だ
っ
て
沈
黙
の
う
ち
に
実
在
す
る

l

と
い
う
条
件

で
は
じ
め
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
註
釈
を
加
え
る
に
は
テ
ク
ス
ト
の
絶
対
的
存
在
が
必
要
な
の
だ
。
」
「
と
こ
ろ
が
古
典
主

義
以
後
、
言
語
は
、
表
象
の
内
部
、
表
象
の
な
か
に
空
洞
を
設
け
る
表
象
そ
れ
自
体
の
二
重
化
の
う
ち
に
展
開
さ
れ
る
。
爾
後
、
第
一
義
的

〈
テ
ク
ス
ト
〉
は
消
滅
し
、
」
「
表
象
だ
け
が
残
り
、
そ
れ
を
顕
現
す
る
言
語
記
号
の
な
か
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
言

説
〉
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
「
人
々
は
た
だ
、
こ
の
言
説
に
た
い
し
て
、
そ
れ
が
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
表
象

を
指
示
し
て
い
る
か
、
い
か
な
る
要
素
を
放
断
し
取
り
あ
げ
て
い
る
か
、
い
か
に
し
て
分
析
と
合
成
に
お
こ
な
っ
て
い
る
か
、
い
か
な
る
置
換

の
仕
組
み
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
表
象
的
役
割
を
確
保
し
て
い
る
か
を
問
う
だ
け
で
あ
る
。
〈
註
釈
〉
が
〈
批
評
〉
に
席
を
ゆ
ず
っ
た
の
だ
。
」

「
批
判
は
言
語
を
、
真
実
さ
、
正
確
さ
、
適
切
さ
、
あ
る
い
は
表
現
的
価
値
な
ど
の
用
語
で
分
析
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
」

(
M
・
フ
ー
コ
ー
、

『
言
葉
と
物
』
、
渡
辺
一
民
•
佐
々
木
明
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、
一

0
四
ー
一
0
五
頁
）

M
・
フ
ー
コ
ー
、
前
掲
書
、
一
五
一

-T―
五
四
頁
。
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野
沢
協
、
前
掲
書
「
解
説
」
、
一
―
六
五
ー
一
―
六
六
頁
。

野
沢
協
、
前
掲
書
「
解
説
」
、
一
―
八
八
頁
。

哲
学
史
成
立
と
と
も
に
ド
イ
ツ
語
圏
で
は

H
i
s
t
o
r
i
e

1!. 代
わ
っ
て
、

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e

の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
初
期
の
例

は、

L
o
d
t
m
a
n
n
,
K
.
 W
.
:
 K
u
r
z
e
r
 
A
b
r
i
s
s
 
d
e
r
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
W
e
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t
w
e
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e
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t
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n
a
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h
 
d
e
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O
r
d
n
苗
g

d
e
r
 Z
e
i
t
e
n
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z
u
m
 

G
e
b
r
a
u
c
h
 
a
k
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d
e
m
莉
h
e
r

V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
,
 
H
e
l
m
s
t
a
d
t
,
 
1
7
5
4
,
 

で
あ
り
、
「
哲
学
史
」
と
い
う
語
と
し
て
は
、

B
u
s
c
h
i
n
g
,
F
.
 A
.
:
 

G
r
u
n
d
r
i
s
s
 
e
ぷ
e
r
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
Philosot,hie 
u
n
d
 e
ぷ
i
g
e
r
w
i
c
h
t
i
g
e
n
 
L
e
h
r
s
a
t
z
e
 
d
e
r
s
e
l
b
 g
 
1
7
7
2
 |
 17
7
4
,
 
2
 
Bde., 

B
e
r
l
i
n

で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
は
ラ
テ
ソ
語
の

H
i
s
t
o
r
i
a
は、

k
o
m
i
s
c
h
な
使
い
方
で
し
か
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

J
a
c
o
b
u
n
d
 

W
i
l
h
e
l
m
 G
r
i
m
m
:
 D
e
u
t
s
c
h
e
s
 W
o
r
t
e
r
b
u
c
h
,
 L
e
b
z
i
g
,
 1
8
9
7
.
 

「
•
…
•
•
ベ
ー
ル
、
プ
ル
ッ
カ
ー
、
『
哲
学
の
批
判
的
歴
史
』
に
お
け
る
デ
ラ
ン
ド
は
、
人
間
精
神
の
進
展
の
輪
郭
を
取
り
出
そ
う
と
し
、
考
証

学
と
歴
史
を
批
判
的
理
性
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
」
プ
ル
ー
ス
ト
、
前
掲
『
百
科
全
書
』
、
八
頁
。

幾
分
深
読
み
す
れ
ば
ク
ー
ザ
ソ
の
テ
ン
ネ
マ
ソ
評
価
も
、
こ
の
三
つ
の
概
念
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
そ
の
長
所
は
、
一
、
考
証
学

的
博
識
、
二
、
批
判
‘
…
…
-
―
―
、
哲
学
的
知
性
で
あ
る
。
」

(
C
o
u
s
i
n
,
ibid., 
p. 2
2
9
.
)

た
だ
こ
の
場
合
、
考
証
学
的
博
識
を
「
歴
史
的
」
と

理
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
が
、
「
批
判
」
は
、
歴
史
批
判
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
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B
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S. 31. 
周
知
の
ヘ

ー
ゲ
ル
『
哲
学
史
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で
は
、

Hegel.,
ibid., 
B
d
.
 1
8
,
 
S. 2
9
.
 

Fillleborn, 
ibid., 
B
d
.
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 5• 

Heft, 
S. 2
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V
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T
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 ibid., 
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d
.
 1
,
 

S. 
X
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I
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「
批
判
(
K
r
i
t
i
k
)
~

分
か
つ

(
k
P
{苫

e)
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
（
高
橋
昭
二
、
『
カ
ン
ト
の
弁
証
論
』
、
一
九
六
九
年
、
創
文
社
、
二
六
八

頁）
R
e
i
n
h
o
l
d
,
 
ibid., 
S. 
11, 1
5
,
 
2
0
.
 

ま
た
、
哲
学
史
を
人
間
精
神
の
歴
史
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
見
解
は
純
粋
哲
学
史
へ

の
指
向
を
表
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
ぷ
id.,

s. 21. 
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