
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ロ
ー
マ
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凡　

例

　

一
、�
本
稿
は
、Johannes�Lohm

ann,�D
as�V

erhältnis�des�A
bendländischen�M

enschen�zur�Sprache�(Bew
usstsein�und�unbew

usste�

Form
�der�Rede),�1952�

の
翻
訳
（
三
三
―
四
九
頁
ま
で
の
部
分
訳
）
で
あ
る
。

　

一
、�

訳
出
に
あ
た
っ
て
底
本
と
し
た
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。Johannes�Lohm

ann,�D
as�V

erhältnis�des�A
bendländischen�M

enschen�

zur�Sprache�(Bew
usstsein�und�unbew

usste�Form
�der�Rede),�in:�Lexis: Studien zur Sprachphilosophie, Sprachgeschichte 

und B
egriffsforschung,�Bd.�III,�1,�unter�M

itw
irkung�von�W

alter�Bröcker,�Franz�D
ornseiff,�Ernest�Lew

y,�

herausgegeben�von�Johannes�Lohm
ann,�V

erlag�von�M
oritz�Schauenburg,�Lahr�i.�B.�1952.

　

一
、�M

ichel�Legrand�

と�Jacques�Schotte�

に
よ
る
仏
訳
版
も
適
宜
参
照
し
た
。Johannes�Lohm

ann,�«Le�rapport�de�lʼhom
m

e�

occidental�au�language�(Conscience�et�form
e�inconsciente�du�discours)»,�traduit�de�lʼallem

and�par�M
ichel�Legrand,�

Jacques�Schotte,�in:�R
evue Philosophique de Louvain.�Q

uatrièm
e�série,�tom

e�72,�no.�16,�1974,�pp.�721-766.

　

一
、（　

）
は
原
著
者
に
よ
る
補
足
説
明
で
あ
る
。

　

一
、�〔　

〕
お
よ
び
［　

］
は
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
主
に
原
語
の
併
記
、
ド
イ
ツ
語
以
外
で
書
か
れ
た
語
句
の
訳
の
表
記
、
そ
の
他
の

補
足
説
明
の
た
め
に
用
い
た
。

　

一
、【　

】
内
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
底
本
の
頁
数
を
表
す
。

　

一
、
傍
点
は
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
対
応
す
る
。

　

一
、
太
字
は
原
著
者
に
よ
る
。

　

一
、
註
番
号
に
つ
い
て
、
原
註
を
（　

）
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
、
訳
註
を
〔　

〕
と
漢
数
字
で
表
記
し
た
。
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ま
さ
し
く
こ
の
問
い
の
も
と
で
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
歴
史
書
は
書
か
れ
た
。
そ
こ
で
彼
の
関
心
事
は
、
世
界
が
わ
ず
か
五
三
年
ば
か
り

で
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
と
い
う
事
実
は
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
で
あ
っ
た
。πῶ

ς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπικρατηθέντα 

σχεδὸν ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐν οὐχ ὅλοις πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἔτεσιν ὑπὸ μίαν ἀρχὴν ἔπεσε τὴν Ῥ
ω

μαίω
ν

〔
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
国
家
体
制
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
五
三
年
に
も
満
た
な
い
間
に
征
服
さ
れ
、
ロ
ー
マ
と

い
う
た
だ
ひ
と
つ
の
覇
権
の
も
と
に
屈
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
〕（『
歴
史
』
第
一
巻
一
章
五
節
）〔
一
〕。
実
際
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
場

合
、αἰτία�

は�causa�
す
な
わ
ち
客
観
的
な
「
原
因
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
私
た
ち
が
い
つ
も
ラ
テ
ン
語
か
ら
始
め
る

の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
あ
っ
て
は
ま
た
、series causarum

�

〔
原
因
の
連
鎖
〕
と
い
う
ス
ト
ア
派

の
思
想
も
見
て
取
れ
る
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
一
九
頁
参
照
）。
ス
ト
ア
派
の
思
想
は
、
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
自
明
な
こ

と
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
元
来
の
時
間
意
識
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。ῥητέον αὐτὴν τὴν τῆς διαβάσεω

ς 

(εἰς Σικελίαν) αἰτίαν ψιλῶ
ς, ἵνα μὴ τῆς αἰτίας αἰτίαν ἐπιζητούσης ἀνυπόστατος ἡ τῆς ὅλης ὑποθέσεω

ς ἀρχὴ γένηται καὶ θεω
ρία 

... τῆς γὰρ ἀρχῆς ἀγνοουμένης ἢ καὶ νὴ Δί᾽ ἀμφισβητουμένης οὐδὲ τῶ
ν ἑξῆς οὐδὲν οἷόν τε παραδοχῆς ἀξιω

θῆναι καὶ πίστεω
ς· 

ὅταν δ᾿ ἡ περὶ ταύτης ὁμολογουμένη παρασκευασθῇ δόξα, τότ᾿ ἤδη καὶ πᾶς ὁ συνεχὴς λόγος ἀποδοχῆς τυγχάνει παρὰ τοῖς 

ἀκούουσιν

〔
も
っ
と
も
（
シ
ケ
リ
ア
へ
の
）
渡
航
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
触
れ
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
原
因
か
ら
原
因
へ

と
遡
る
あ
ま
り
、
こ
の
歴
史
書
本
来
の
出
発
点
と
構
成
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
か
ら
だ
。（
…
…
）
な
ぜ
な
ら
出
発
点
が

周
知
の
事
件
で
は
な
く
、
ま
し
て
異
論
の
あ
る
よ
う
な
で
き
ご
と
で
あ
れ
ば
、
読
者
が
そ
れ
に
続
く
記
述
の
た
と
え
一
部
で
も
信
用
し

て
受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
期
待
で
き
な
い
か
ら
だ
。
逆
に
出
発
点
に
つ
い
て
読
者
の
承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
そ
の

後
の
記
述
に
つ
い
て
も
す
べ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
同
然
で
あ
る
〕（
第
一
巻
五
章
三
節
）〔
二
〕。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
見
て
取
れ
る
の
は
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
論
理
学
と
自
然
学
と
同
様
に
、「
均
さ
れ
た
〔nivelliert

〕」
時
間
の
う
ち
で
息
づ
い
て
い
る
思
考
形
式
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
思
考
形
式
は
、「
均
さ
れ
た
」
時
間
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
原
因
の
連
鎖
を
辿
り
、
そ
の
つ
ど
前
提
か
ら
結
論
へ
と
進
ん
で
い
く
の

で
あ
る
。

　

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
求
め
て
い
る
の
は
、
生
じ
た
こ
と
に
対
し
て
「
作
用
す
る
」
原
因
で
あ
る　
　

一
方
で
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が

求
め
て
い
た
の
は
、
い
か
に
し
て
そ
れ
は
現
実
に
在
る
、
な
い
し
在
っ
た
の
か
に
対
す
る
「
現
象
」
で
あ
る
。
両
人
と
も
、
各
々
の
方

針
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
私
た
ち
に
遺
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
場
合
で
言
う
と
（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
で
あ
れ
ば

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争

4

4

4

4

4

4

4

4

に
至
っ
た
経
緯
を
【
34
】
第
一
巻
二
〇
─
二
三
章
で
報
告
す
る
と
き
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
で
あ
れ
ば
第
二
次
ポ
エ
ニ

4

4

4

4

4

4

戦
争

4

4

の
「
き
っ
か
け
」
を
第
三
巻
の
初
め
、
と
り
わ
け
六
─
一
二
章
で
描
く
と
き
）、
自
分
自
身
に
と
っ
て
決
定
的
な
出
来
事
が
物
語

ら
れ
よ
う
と
す
る
箇
所
が
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
す
で
に
概
念
の
対
比
は
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
は
こ
の
対
比

を
巡
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
立
場
の
違
い
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
場
合
、
重
要
な
の
は
、τεκμήρια 

〔
証
拠
〕（
な
い
し σημεῖα

〔
し
る
し
〕）
と
そ
の
信
憑
性
（「πιστεῦσαι

」）、ἔλεγξις

〔
説
得
〕
の
た
め
の ζήτησις τῆς ἀληθείας 

〔
真
実
の
調
査
〕、
相
対
的
な
量
規
定
（μέγιστον
〔
最
大
の
も
の
〕
や μεῖζον

〔
よ
り
大
き
な
も
の
〕、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も ποσὸν  

〔
一
定
の
大
き
さ
〕
と
の
関
係
で κρίνειν

〔
判
定
す
る
こ
と
〕）、λεχθέντα

〔
発
言
さ
れ
た
こ
と
〕
や πραχθέντα

〔
お
こ
な
わ
れ
た

こ
と
〕
を
確
認
し
た
り
伝
承
す
る
際
の
「
厳
密
さ
」（ἀκρίβεια

）、
彼
が
自
分
の
叙
述
を
始
め
る
と
き
に
素
材
と
す
る
仮
定
の
吟
味
と

確
認
（κρίσις

〔
吟
味
〕
と βεβαίω

σις

〔
確
認
〕）
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
原
因
性

4

4

4

は
、� διαφοραί

〔
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
〕
を
導
く 

αἰτίαι 

の
場
合
で
も
、
さ
ら
に
（
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
「
意
識
」
に
昇
ら
な
い
、
奥
深
く
に
隠
さ
れ
た
動
機
も
伴
っ
て
）

戦
争
の
「προφάσεις

〔
口
実
〕」
に
さ
れ
る αἰτίαι 

の
場
合
で
も
、
ま
っ
た
く
「
現
象
的
に
」
思
考
さ
れ
、
考
察
さ
れ
て
い
る
。
対
し

て
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
起
こ
っ
た
こ
と
の
現
実
の
根
拠

4

4

4

4

4

（αἰτίαι

）
を
問
う
。
私
た
ち
の
時
代
の
歴
史
家
も
同
じ
で
あ
る　
　

し
か
も

彼
ら
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
こ
れ
を
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
問
い
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
の
だ
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
の
根
拠
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を
、
一
方
で
は
単
に
表
面
的
な
き
っ
か
け

4

4

4

4

（「ἀρχαί

」）　　

つ
ま
り
「
火
薬
樽
に
火
を
投
下
し
た
起
爆
作
用
」　　

か
ら
、
他
方
で
は

渦
中
の
人
物
（
１
）
が
用
い
る
主
観
的
な
「
口
実

4

4

」（προφάσεις

）
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る　
　

す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
自
分

自
身
を
「observateur détaché

」〔
傍
観
者
〕
だ
と
感
じ
て
い
る

4

4

4

4

4

の
に
対
し
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
傍
観
者
と
し
て
存
在
し
て
い

4

4

4

4

4

る4

の
で
あ
る
。

　

い
ま
こ
こ
で
集
中
す
る
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
か
た
ど
ら
れ
た
〔profiliert

〕」
時
間
形
式
と
、
そ
の
後
の
「
均
さ
れ
た
」
時

間
形
式
の
区
別
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
場
合
、「
適
切
な
時
宜
」、
つ
ま
り
な
に
か
の
た
め
の

4

4

4

機
会
を
意
味
す
る καιρός 

と
い
う
、
か

た
ど
ら
れ
た
時
間
形
式
に
と
っ
て
特
徴
的
な
概
念
が
、
い
ま
や
年
代
上
の
中
立
的
な
時
点

4

4

を
表
わ
す
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、(οἱ) τὰ κατὰ και

【
35
】ροὺς (ὑπομνηματιζόμενοι)

「
時
系
列
、
つ
ま
り
時
間
の
前
後

関
係
の
な
か
で
の
出
来
事
（
記
録
）」（
第
五
巻
三
三
章
五
節
）〔
三
〕、κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν

「
同
じ
時
期
に
」（
第
一
巻
一
三
章
四

節
と
五
節
）〔
四
〕、� κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 「
こ
の
時
に
」（
第
二
七
巻
一
章
七
節
）〔
五
〕
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は
、元
々 καιρός 

が
意
味
し
て
い
た
具
体
的
な
満
た
さ
れ
た
時
間
が
、「
瞬
間
」
の
連
続
と
い
う
空
虚
な
時
間
図
式
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
後
の
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』「
図
式
論
」
の
章
で
主
観
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
演
繹
す
る
際
も
、
こ
の
空
虚
な
時
間
図
式

に
基
づ
い
て
い
る
。
要
す
る
に
、
冷
静
沈
着
な
歴
史
家
が
、（
以
前
『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
一
二
頁
以
下
、
な
い
し
二
二
八
頁
以
下

で
述
べ
た
よ
う
に
）
哲
学
的
な
教
義
と
動
詞
の
「
内
的
な
」
形
式
か
ら
時
間
意
識
と
因
果
性
の
変
化
を
引
き
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
が

こ
こ
で
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
空
虚
な
」
時
間
と
い
う
図
式
と
、
そ
れ
に
と
も
な
い
因
果
性
を
外
的
な
「
連
な
り
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
主
観
性
が

発
生
し
、思
考
が
言
語
か
ら
剥
離
す
る
と
い
う
事
態
と
ど
う
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
空
虚
な
時
間
と
は
瞬
間
の
連
続
と
い
う
純
粋
な「
図

式
」
の
こ
と
だ
が
、こ
の
時
間
は
「
内
官
」
の
純
粋
な
「
自
己
触
発
」（
カ
ン
ト
）
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に
純
粋
な
「
主
観
性
」
で
あ
る
。
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こ
の
純
粋
な
主
観
性
の
う
ち
で
自
我
と
（
単
数
形
の
！
）
客
体
は
同
一
の
も
の
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
純
粋
な
主
観
性
の
う

ち
で
自
我
が
（
複
数
形
の
！
）
客
体
か
ら
剥
が
れ
落
ち
て
自
由
の
身
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
自
我
と
は
、

「
思
考
」
の
基
体
（「ὑποκείμενον

」）
で
あ
る
と
同
時
に

4

4

4

4

「
言
述
」
の
基
体
で
も
あ
る
よ
う
な
「
主
体
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
均
さ

れ
空
虚
に
さ
れ
た
時
間
図
式
は
、
思
考
と
言
語
を
同
列
に
扱
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
図
式
に
お
い
て
、
思
考
す
る
と
同
時
に
語
っ
て

も
い
る
自
我
が
事
物
か
ら
際
立
っ
て
く
る
。
こ
の
と
き
事
物
は
、
自
我
に
と
っ
て
の
「
対
象
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
ギ

リ
シ
ア
語
の πρᾶγμα
〔
事
態
〕
で
は
な
く

4

4

、お
そ
ら
く
は
ラ
テ
ン
語
の�rēs�〔
も
の
〕
な
の
で
あ
ろ
う
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
レ
ク
シ
ス
』

第
二
巻
二
一
六
頁
、二
三
三
頁
註
一
を
参
照
〔
六
〕。rē vērā�〔
実
際
に
〕
と τῷ

 ὄντι

〔
実
際
に
〕
の
関
係
の
ほ
か
に
、�m

ihi videtur�「
私

に
見
え
て
い
る
」
と φαίνεται
「
明
ら
か
に
な
る
」
の
関
係
も
参
照
さ
れ
た
い
。
も
っ
と
も
、こ
の
二
つ
の
語
は
、ド
イ
ツ
語
だ
と
「es�

scheint

〔
〜
の
よ
う
に
見
え
る
〕」
と
訳
さ
れ
る
の
が
常
な
の
だ
が
。
さ
ら
に�species�〔
外
見
〕
と δόξα

〔
臆
見
〕
の
関
係
も
参
照
さ

れ
た
い
。species�

と�res�

の
関
係
は δόξα 
と ἀλήθεια

〔
真
理
〕
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
（
２
）。
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
ま
だ
、
考
え
ら

れ
た
対
象
と
「
言
わ
れ
た
」
対
象
は
分
離
し
て
い
な
い

4

4

。
も
ち
ろ
ん
、こ
の
二
つ
の
対
象
は
ス
ト
ア
派
の λεκτόν

〔
言
表
さ
れ
た
も
の
〕

の
う
ち
で
ま
さ
に
統
一
さ
れ
て

4

4

4

4

4

お
り
、
実
際
の

4

4

4

対
象
と
い
う
意
味
で
の τυγχάνον

〔
起
こ
っ
た
こ
と
〕
に
対
置
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
）。

　

以
上
は
単
に
哲
学
だ
け
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
れ
は
修
辞
学
の
文
化
、
す
な
わ
ち
言
語

4

4

教
育
と
し
て
の
教
養
形
成
が
、
ち
ょ
う
ど
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
に
始
ま
り
、
そ
の
後
も
ま
す
ま
す
勢
い
を
増
し
て
、
生
を
支
配
的
な
精
神
の
力
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
見
て

取
れ
る
。【
36
】
変
化
の
徴
候
は
、
語
彙
史
上
の
表
面
的
で
は
あ
る
が
深
く
特
徴
的
な
部
分
に
も
現
れ
て
い
て
、
そ
れ
は　
　

ギ
リ
シ

ア
語
の γράμματα

〔
文
法
〕
が
学
校
の
も
っ
と
も
初
歩
的
な
知
識
を
指
し
て
い
た
の
に
対
し
て　
　

�litterae�

〔
文
法
〕
が
も
っ
と
も

高
次
の
教
養
形
成
と
文
化
の
真
骨
頂
と
な
っ
て
い
る
点
に
窺
え
る
。
文
化
と
は
言
語
形
式
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
人
間
は
あ
る
文
化
的



82

共
同
体
の
な
か
で
共
生
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
人
間
同
士
の
精
神
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
そ
な
わ
る
詩
的
で
散
文
的

な
形
式
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
文
化
と
は
と
り
わ
け
ま
ず
、
記
述
さ
れ
る

4

4

4

4

4

こ
と
で
書
き
留
め
ら
れ
て
き
た
言
葉
の
保
護
育
成
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
も
そ
も
文
字
に
精
通
し
て
い
て
、
文
字
を
単
に
表
面
的
な
一
時
し
の
ぎ
の
も
の
と
し
て
扱
わ
な
い
民
族
に
お

い
て
は
（
イ
ン
ド
は
長
ら
く
こ
の
民
族
に
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
）。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
手
が
「
道
具
の
道
具
」（ὄργανον ὀργάνω

ν

）
で
あ
る
の
と
同
様
に
、νοῦς 

と
し
て
の
魂
は
「
形
相

の
形
相
〔Form

�der�Form
en

〕」（εἶδος εἰδῶ
ν

、『
魂
に
つ
い
て
』�432a

）
で
あ
る
〔
七
〕。
こ
の
こ
と
は
、νοῦς

〔
魂
〕
と οὐσία

〔
存
在
〕

と λόγος

〔
言
葉
〕
が
統
一
さ
れ
て
い
た
、
ギ
リ
シ
ア
の
根
源
的
な
思
考
形
式
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώ

ς ἐστι πάντα

「
魂
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
存
在
す
る
も
の

で
あ
る

4

4

4

」　　

ま
た
は
、感
覚
と
は
感
覚
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り

4

4

4

、知
識
と
は
知
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る

4

4

4

（431b�21f.

）〔
八
〕。
だ
が
自
我
、

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
魂
が
、思
考
と
言
述
か
ら
退
隠
し
、自
我
自
身
の
前
に

4

4

4

（「
純
粋
な
時
間
」と
し
て
）現
れ
は
じ
め
る
そ
の
瞬
間
に
、

言
語
は
「
形
式
の
形
式

4

4

4

4

4

〔Form
�der�Form

en
〕」
に
な
る
。
こ
こ
で
初
め
て
、
現
在
私
た
ち
が
言
語
と
し
て
把
握
し
て
い
る
も
の
が

成
立
す
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
い
ま
や
こ
の
言
語
な
る
も
の
か
ら
遡
っ
て
、
そ
れ
を
か
つ
て
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
状
態
に
置
き

換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
意
識
は
、ギ
リ
シ
ア
の
根
源
的
思
考
に
お
い
て
は
ま
だ
存
在
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
だ
が
。

　

も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
こ
の
上
な
く
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
言
語
が
、
最
後
に
は
断
固
と
し
た
主
観
主
義
の
な
か
で
取
る
に
足
ら
な
い

も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
言
語
意
識
は
こ
こ
で
さ
ら
に
再
び
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る　
　

つ
ま
り
、
言
語
は
単
な
る

4

4

4

形
式

で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
の
単
な
る
表
現
に
、
言
い
換
え
れ
ば
「
主
観
」
自
身
の
思
考
、
意
志
、
感
情
を
単
に
表
現
す

る
も
の
に
な
り
下
が
っ
た
の
だ
。
こ
の
と
き
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
か
ら
「
単
な
る
思
想
」
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
展
開
が
、

言
語
（「λόγος

」）
に
即
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
概
念
が
言
語
形
式
か
ら
頽
落
す
る
と
い
う
事
態
は
文
法
学

4

4

4

に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
言
語
記
述
に
お
い
て
「
形
式
」
と

い
え
ば
今
日
、
特
定
の
意
味
と
結
び
つ
く
特
定
の
音
声
形
態

4

4

4

4

を
指
す
、
と
い
う
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
音
声
形
態
で
あ
る

「
諸
々
の
形
式
同
士
」
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
言
語
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
基
礎
と
し
た
の
が
、
イ
ン
ド
・
ゲ

ル
マ
ン
語
族
の
類
縁
性
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
発
見
以
来
、
近
代
文
法
学
は
「
音
韻
論
」（【
37
】
歴
史
的
に
見
れ
ば
、「
形
態
論
」
の

展
開
の
後
に
音
韻
論
の
体
系
的
な
展
開
が
続
い
た
）、「
形
態
論
」「
文
章
論
」「
統
語
論
」
と
い
う
三
つ
の
部
門
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な

る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
実
際
は
、
こ
の
区
分
を
振
り
か
ざ
す
杓
子
定
規
な
理
論
家
た
ち
が
ど
ん
な
に
攻
撃
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た

〔
頽
落
と
い
う
〕
状
況
を
な
に
一
つ
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
言
う
「
形
式
」
と
は
意
味
を
も4

つ4

も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
こ
の
意
味
と
は
、
形
式
に
対
し
て
外
面
的
な
付
加
物
で
あ
る
（
例
え
ば�pater�

「
父
」
に
対
す
る
単
数
属
格

の�patris�

と
い
う
形
式
の
場
合
、dom

us patris�

「
父
の
家
」
の
よ
う
に
、
所
有
関
係
の
意
味
を
表
わ
す
）。
そ
れ
に
対
し
て
、「
比
較

文
法
」
の
成
立
以
前
に

4

4

4

書
か
れ
た
言
語
学
の
最
後
の
優
れ
た
著
作
に
よ
る
と
、
言
語
の
「
形
式
」
と
は
む
し
ろ
そ
の
意
味

4

4

で
あ
る
と
い

う
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
リ
ス
『
ヘ
ル
メ
ス
、
あ
る
い
は
普
遍
文
法
に
関
す
る
哲
学
的
探
究
』
ロ
ン
ド
ン
、
一
七
五
一
年
。
筆
者
の
手
も

と
に
あ
る
の
は
、
一
七
七
一
年
に
出
版
さ
れ
た
第
三
版
で
あ
る
〔
九
〕。「
形
式

4

4

と
は
つ
ま
り
、
音
声

4

4

で
は
な
く
意
味

4

4

を
考
慮
に
入
れ
た

言
語
で
あ
る
」（
三
二
七
頁
）。
続
く
三
二
八
頁
か
ら
三
四
九
頁
の
論
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
言
語
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
思
想
上
の
形
式
、
と
り
わ
け
思
想
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
形
成
な
の
で
あ
る
）。
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
文
法
学
の
「
形
式
」
概

念
の
な
か
で
言
語
の
本
質
的
な
要
素
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
覚
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
も
あ
り
、
こ

の
感
覚
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、彼
は
言
語
の
先
の
「
外
的
形
式
」
と
並
ん
で
「
内
的
形
式
」
と
い
う
概
念
を
定
立
し
た
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
が
な
ん
ら
か
実
践
的
な
仕
方
で
成
果
を
挙
げ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

文
法
学
は
そ
れ
自
体
、
初
歩
的
な
語
学
の
授
業
で
果
た
し
て
い
る
役
割
か
ら
し
て
す
で
に
、
お
そ
ら
く
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
な
か
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で
も
っ
と
も
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
改
訂
を
お
こ
な
う
の
が
き
わ
め
て
困
難
な
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「partes�

orationis
〔
品
詞
〕」
に
つ
い
て
の
古
代
の
学
説
も
ま
た
、
な
ん
ら
制
約
を
被
る
こ
と
な
く
前
世
紀
に
至
る
ま
で
こ
の
か
た
通
用
し
て

き
た
。
だ
が�partes�orationis�

と
は
、諸
々
の
特
定
の
意
味
の
う
ち
で
用
い

4

4

4

4

4

ら
れ
る「
諸
形
式
」で
は
な
く
、意
味
形
式

4

4

4

4

の
こ
と
で
あ
っ

て
、
言
述
の
要
石
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
形
式
に
は
、
文
の
連
関
の
な
か
で
あ
れ
こ
れ
の
も
の
が
「
降
り
か
か
る
」
こ
と
に

な
り
、
さ
ら
に
は
、
意
味
形
式
に
「
降
り
か
か
る
」（「accidit

」）
こ
の
も
の
が
あ
る
特
定
の
文
機
能

4

4

4

と
な
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

こ
れ
ら
の
文
機
能
は
古
代
の
文
法
学
に
お
い
て
不
完
全
な
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
命
名
さ
れ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
確
認
さ
れ
る

べ
き
は
、
古
代
の
文
法
学
に
お
け
る
格
の
形
式
（
と
そ
れ
に
対
応
す
る
動
詞
の
形
式
）
は
近
代
で
言
う
（
特
定
の
音
声
形
態
と
い
う
）

意
味
で
の
「
形
式
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ウ
ァ
ロ
（『
ラ
テ
ン
語
論
』
第
九
巻
五
二
節
、
五
五
節
、
第

一
〇
巻
五
三
節
）
が
音
声
形
態
を
機
能
と
し
て
の�casus�

〔
格
〕
と
区
別
し
た
う
え
で
、
と
り
わ
け　
　

お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ア
語
で
は�

σχήματα

〔
姿
形
〕
を
意
味
し
て
い
た　
　

�figurae�

〔
形
象
〕
と
呼
ぶ
と
き
に
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
古
代

と
近
代
の
見
方
が
明
示
的
に
区
別
さ
れ
て
い
く
そ
の
端
緒
な
の
で
あ
る
〔
一
〇
〕。【

38
】
伝
統
的
な
文
法
用
語
が
外
的
な
音
声
形
式
と

し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
で
初
め
て
、文
機
能
の
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
の
術
語
を
与
え
る
必
要
が
生
じ
た
（「
主
格
」
に
対
応
す
る
「
主
語
」、

「
動
詞
」
に
対
応
す
る
「
述
語
」
な
ど
）。
文
法
分
析
と
い
う
（
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
学
校
で
）
今
日
支
配
的
と
な
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

形
式
は
、

カ
ー
ル
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
の
『
言
語
有
機
体
』（
一
八
二
七
年
）
に
よ
っ
て
初
め
て
現
実
的
に
首
尾
一
貫
し
た
か
た

ち
で
導
入
さ
れ
た
〔
一
一
〕。
こ
う
し
た
見
方
、
と
り
わ
け
主
語
・
述
語
図
式
は
今
日
、
初
学
者
向
け
の
授
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
一
般

的
な
意
識
の
深
い
と
こ
ろ
に
ま
で
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
図
式
は
文
献
学
者
や
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
〔
の
テ
ク
ス
ト
〕
に
ま
で
も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
面
的
に
見
れ
ば
、
な
る
ほ

ど
た
し
か
に
、
主
語
と
述
語
は
（ὑποκείμενον

〔
基
体
〕
と κατηγορούμενον
〔
カ
テ
ゴ
リ
ー
〕
の
よ
う
に
）
語
と
し
て
は
ア
リ
ス
ト
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テ
レ
ス
に
も
す
で
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
お
互
い
に
相
関
的
な
概
念
に
な
る
の
は
、
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
以
降
の
論
理
学

4

4

4

を
待
た
ね

ば
な
ら
な
い
（
こ
こ
で
の
論
理
学
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
概
念
論
理
か
ら
命
題
論
理
へ
の
転
換
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
プ
ラ
ン
ト
ル
前
掲
書
第
一
巻
六
九
六
頁
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い〔
一
二
〕。
先
の
術
語
に
も
ギ
リ
シ
ア
的
な
範
例
が
当
然
そ
な
わ
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
自
体
の
註
釈
で
は
な
い
に
せ
よ
、
例
え
ば
プ
ラ
ン
ト
ル
前
掲
書
五
九
三
頁
註

二
六
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
）〔
一
三
〕。
そ
し
て
、
文
法
学

4

4

4

に
お
い
て
主
語
と
述
語
が
相
関
的
な
概
念
に
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も

近
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る　
　

近
代
と
は
す
な
わ
ち
、
意
識
に
と
っ
て
の
言
語
形
式
が
、
思
考
内
容
に
と
っ
て
外
的
で
表

面
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
任
意
に
代
替
可
能
な
「
表
現
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。

　
「
形
式
」
と
い
う
文
法
概
念
は
「
意
味
」
の
対
概
念
〔Gegenbegriff

〕
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
起
点
と
す
る
ひ
と
つ
の
展
開

の
終
着
点
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
「εἶδος
〔
イ
デ
ア
〕」
と
い
う
概
念
で
起
き
た
の
と
同
じ
よ
う
に
（
元
々
こ
の
語
は
外
見
、
つ
ま
り

も
っ
と
も
表
面
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
い
ま
で
は
根
本
的
な
意
味
は
損
な
わ
ず
に
、
最
内
奥
の
も
の
と
か
き
わ
め
て
精
神
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
形
式

4

4

」（「μορφή

」）
概
念
は
、ὕλη

「
質
料

4

4

」
の
本
来
の
対
概
念

4

4

4

に
な
る
と
い

う
深
化
と
拡
が
り
を
被
っ
た
の
で
あ
っ
た
。ὕλη 
は
そ
れ
自
体
で
は

4

4

4

4

4

4

（πρώ
τη ὕλη

〔
第
一
の
質
料
〕
と
し
て
は
）
な
に
も
の
で
も
な

4

4

4

4

4

4

4

い4

た
め（『
形
而
上
学
』1029a�20

、� λέγω
 δ᾽ὕλην ἥ καθ᾽ αὑτὴν μήτε τὶ μήτε ποσὸν μήτε ἄλλο μηδὲν λέγεται οἷς ὥ

ρισται τὸ ὄν

〔
と

こ
ろ
で
、
こ
こ
に
「
質
料
」
と
私
の
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
体
で
は
と
く
に
な
に

4

4

で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ず
、
ど
れ
ほ
ど

4

4

4

4

の
量
で
あ

る
と
も
言
わ
れ
ず
、
そ
の
他
、
も
の
の
あ
り
方
が
よ
っ
て
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
ど
も
〔
術
語
諸
形
態
〕
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
言

い
表
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
〕）〔
一
四
〕、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
「
形
式
」
は
す
べ
て
を
包
括
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

概
念
と
な
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
思
考
さ
れ
う
る
も
の
は
な
に
も
の
も
こ
の
概
念
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
思
考
可
能
な
も
の
は
そ

も
そ
も
た
だ
「
形
式
」
と
し
て
し
か
思
考
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
形
式
は
同
時
に
事
象
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
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そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る λόγος

〔
言
葉
〕
と νοῦς

〔
思
考
〕
と οὐσία

〔
存
在
〕
の
根
源
的
な
統
一
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
世
界
の
運
動
変
化
の
現
象
を
、
こ
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
形
式
概
念
へ
取
り
込
む
こ
と
に
多
大
な
労
を
割
い
て

い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
と
き
彼
は
、【
39
】στέρησις

（「privatio

」）〔
欠
如
〕
を
意
味
す
る
「
無
形
式
」
な
い
し
「
反
形
式

〔Gegenform
〕」
と
い
う
極
端
な
概
念
を
設
定
す
る
。
そ
の
結
果
、
い
ま
や
彼
に
と
っ
て
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
と
は
、
ひ
と
つ
の
基

体
（
つ
ま
り ὑποκείμενον

〔
基
体
〕
と
い
う
意
味
で
の ὕλη

〔
質
料
〕）
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
織
り
な
さ
れ
る
、
形
式
と
こ
の
形
式
に

付
随
す
る
（
形
式
の
否
定
と
し
て
の
）
反
形
式
の
あ
い
だ
の
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
例
え
ば
、
あ
る
有
機
体
に
お
け
る
健
康
と
病

気
の
あ
い
だ
の
「
健
康
」
と
い
う
形
式
や
、
教
養
あ
る
者
す
な
わ
ち μουσικός 

と�

無
教
養
な
者
す
な
わ
ち ἄμουσος 

と
の
あ
い
だ
の

「
教
養
形
成
」
と
い
う
形
式
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
な
ど
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
）。
こ
れ
ま
で
の
思
想
家
は
皆
、
世
界
を
対
立
し
た
原
理

か
ら
構
築
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
対
立
項
は
、
現
実
に
は
「
同
時
に
生
じ
る
」
よ
う
に
見
え
る
の
に
、
そ
の
本
質
か

ら
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
で
は

4

4

4

4

4

4

、
つ
ま
り
単
純
で
無
媒
介
な
も
の
と
し
て
は
決
し
て
同
時
に
生
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
（『
形
而

上
学
』1075a�30

、 ἀπαθῆ γὰρ τὰ ἐναντία ὑπ᾽ ἀλλήλω
ν

〔
な
ぜ
な
ら
、
反
対
の
も
の
ど
も
は
相
互
に
他
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
〔
非
受
動
的
な
〕
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
〕）〔
一
五
〕。
こ
う
し
た
原
理
上
の
困
難
さ
は
、στέρησις

「
反
形
式
」
に
そ
な
わ
る
構

造
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
反
形
式
に
お
い
て
個
々
の
形
式
は
無
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
形
式
は
そ
れ
ら
の
形

成
の
「
ゼ
ロ
地
点
」
た
る
反
形
式
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
（
前
掲
書
、ἡμῖν δὲ λύεται τοῦτο εὐλόγω

ς τῷ
 τρίτον τι εἶναι

〔
と
こ
ろ
で
、

わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
、
当
然
的
に
、
そ
こ
に
或
る
第
三
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
さ

れ
て
い
る
〕）〔
一
六
〕。
形
式
に
対
す
る
二
つ
の
対
概
念
で
あ
る
「
反
形
式
」
と
「
質
料
」
は
、
こ
の
一
貫
し
て
「
形
式
的
な
」
思
考
の

な
か
で
は
限
界
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
形
式
に
よ
っ
て
、
な
お
か
つ
あ
る
特
定
の
形
式
に
よ
っ
て
規
定
可
能
に
な
る
も
の

な
の
だ　
　

こ
こ
で
言
う
反
形
式
と
は
形
式
の
非
存
在
で
あ
り
（
例
え
ば
教
養
の
非
存
在
と
し
て
の
無
教
養
）、質
料
と
は
そ
れ
に
よ
っ

4

4

4

4

4
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て4

形
式
と
反
形
式
が
形
式
に
な
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

「
無
形
式
」
か
ら
「
形
式
」
へ
の
（
例
え
ば
無
教
養
か
ら

教
養
へ
の
、
あ
る
い
は
病
気
か
ら
健
康
へ
の
）
運
動

4

4

を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。

　

非
存
在
と
は
、στέρησις

「privatio

」〔
欠
如
〕
と
し
て
考
え
れ
ば
、
あ
る
特
定
の
質
料

4

4

に
関
わ
る
形
式
の
非
存
在
で
あ
る
（
３
）。

だ
が
思
考
す
る
者

4

4

4

4

4

か
ら
見
て
み
る
と
、
質
料
に
関
わ
る
形
式
の
非
存
在

4

4

4

は
、
ま
だ

4

4

（
現
在
に
は
）
な
い

4

4

と
、
も
は
や

4

4

4

（
現
在
に
は
）
な4

い4

と
い
う
二
重
の
可
能
性
に
分
か
た
れ
る
（
こ
こ
で
言
う
質
料
と
は
形
式
の
可
能
態

4

4

4

の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
魂
に
つ
い
て
』412a�8�

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。ἔστι δ᾽ ἡ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δ᾽εἶδος ἐντελέχεια

「
質
料

4

4

は
「
可
能
態
」
の
こ
と
だ
が
、形
相

4

4

は
「
現
実
態
」

の
こ
と
で
あ
る
」）〔
一
七
〕。
ま
だ
な
い

4

4

4

4

は
「
目
的
」（τέλος

）
の
形
式
の
こ
と
で
、も
は
や
な
い

4

4

4

4

4

は
「
作
用
」
の
形
式
の
こ
と
で
あ
る
（
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば ἀρχὴ τῆς κινήσεω

ς

「
運
動
の
発
端
」
で
あ
る
）。【
40
】
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
四
原
因

図
式
は
、
思
考
す
る
者

4

4

4

4

4

と
の
関
わ
り
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
た
限
り
で
の�form

a�/�privatio�

図
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
思
考

す
る
者
は
時
間

4

4

の
な
か
で
思
考
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合�form

a�/�privatio�

図
式
に
は
、
つ
ま
り�m

ateria

（
さ
し
あ
た
り
抽
象

的
に
考
え
て
み
る
と
、m

ateria�

＝
形
式
＋
運
動
）
に
は
さ
ら
に
、
時
間

4

4

が
付
け
加
わ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
よ
れ
ば
、
時
間
と
は ἀριθμὸς κινήσεω

ς

「
運
動
の
数
」
で
あ
る
）。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
じ
視
点
に
基
づ
い
て
、『
命
題
論
』（
第
三
章
）
の
「
述
語
〔A

ussage

〕」
分
析
の
な
か
で
、
過
去
の
述
語

と
未
来
の
述
語
を
、
純
粋
な
述
語
形
式
の
「
変
化
形
」、
つ
ま
り
は
「
傾
い
た
述
語
形
式
」（πτώ

σεις ῥήματος

）
と
呼
ん
で
い
る
（「
名

前
」
の
場
合
は πτώ

σεις ὀνόματος

「
斜
格
の
形
式
、
傾
い
た
原
形
」
が
相
当
す
る
）〔
一
八
〕。
運
動
の
な
か
で
思
考
さ
れ
た
形
式
も
ま

た
形
式
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
場
合　
　

分
数
同
士
を
足
し
算
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
ま
ず
は
「
通
分
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
と
同
様
に　
　

現
在
形
以
外
の
形
式
は
、
現
在
形
の
と
き
に
も
っ
て
い
る
形
式
へ
と
変
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
実
際
の
現
在
と
並
ん
で
、「
目
的
」
と
「
発
端
」
と
い
う
「
や
ぶ
に
ら
み
の
〔schielend

〕」
現
在
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
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れ
ら
の
や
ぶ
に
ら
み
の
現
在
は
、
自
我
な
い
し
語
り
手
に
合
わ
せ
て
与
え
ら
れ
た
思
考
形
式
の
な
か
で
、
こ
の
者
が

4

4

4

4

自
ら
前
後
を
見
や

る
と
い
う
具
合
で
、
そ
れ
ら
現
在
が
関
わ
っ
て
い
る
元
々
の
現
在
の
い
わ
ば
後
か
ら
一
瞥
さ
れ
る
。
形
式
は
つ
ね
に
そ
こ
に
存
在
す
る

し
、
時
間
性
の
う
ち
に
も
あ
る
の
だ
が
、
単
一
の
仕
方
で
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
形
式
は
徹
底
し
た
「
形
式
性

4

4

4

」
の
体
系
で
あ
る　
　

お
そ
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
は
、
カ
ン
ト
の

徹
底
し
た
「
主
観
性

4

4

4

」
の
体
系
と
は
反
対
に
、
そ
う
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
す
べ
て
の

言
述
と
思
考
、
つ
ま
り
西
洋
の
思
考
と
言
述
は
育
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
結
局
の
と
こ
ろ
、
思
考
と
言
述
は
自
分
自
身
の
発

端
と
な
る
そ
の
形
式
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
し
て
も
。　
　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
こ
そ
、
最
高
次
の
意
味
で
の τέλος 

と 
ἀρχή

、
言
い
換
え
れ
ば
ギ
リ
シ
ア
本
来
の
思
考
の
終
焉
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
の
幕
開
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考

は
今
日
ふ
た
た
び
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
が
地
中
海
規
模
の�orbis terrarum

�

〔
世
界
〕
で
果
た
し

た
役
割
と
同
じ
も
の
が
、
今
度
は
「
地
球
規
模
の
」
尺
度
で
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
義
」
の
間
近
に
迫
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
）。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
的
な
問
い

4

4

は
、
運
動

4

4

の
本
質
と
起
源
で
あ
り
、
彼
は
プ
ラ
ト
ン
に
そ
の
答
え
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
す
で

に
若
手
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス　
　

そ
の
発
展
史
の
基
礎
づ
け
』
ベ
ル

リ
ン
、一
九
二
三
年
、二
二
八
頁
以
下
）〔
一
九
〕、こ
の
問
い
に
導
か
れ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
不
動
の
動
者
」
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。

不
動
の
動
者
と
は
、
自
分
自
身
は
動
く
こ
と
の
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
究
極
的
な
源
泉
の
こ
と
だ
が
、
後
に
な
る
と
【
41
】actus 

purus�

〔
純
粋
現
実
態
〕
と
い
う
新
た
な
形
式
の
下
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

4

4

4

4

4

4

4

神
の
理
念
に
哲
学
的
な
形
態
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
「
形
相

4

4

」
の
理
念
は
疑
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
形
相
は
、
そ
れ
と
し
て
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
と
も
（
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
ま
さ
に
定
式
化
が
必
要
な
い
か
ら
こ
そ
）、単
純
に
「
そ
こ
に
」
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
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彼
の
思
考
の
本
来
的
な
原
理
な
の
で
あ
る
。
彼
に
し
て
み
れ
ば
形
相
は
自
明
な
の
だ
！

　

し
か
し
、
こ
こ
で
本
来
現
実
態

4

4

4

4

4

で
あ
る
形
相
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
降

4

4

に
な
る
と
現
実
態
の
単
な
る
一
側
面
、
つ
ま
り
は
外
的

な
「
形
成
〔Form

ung

〕」
の
対
象
に
な
る
。
た
だ
し
、
い
ま
や
こ
の
形
成
に
つ
い
て
の
言
及
は　
　

そ
れ
が
も
は
や
す
べ
て
を
包

括
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
で　
　

減
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
増
え
て

4

4

4

い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
そ
の
展
開

プ
ロ
セ
ス
も
含
め
て
（
本
論
文
【
17
】
頁
参
照
）、
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
初
め
て
完
全
な
仕
方
で
現
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
出
来
事
の
そ

も
そ
も
の
境
目
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
あ
り
、
そ
れ
は
ご
く
表
面
的
に
見
る
限
り
、μορφόω

〔
形
づ
く
る
〕、μόρφω

σις

〔
形
づ
く
る
こ

と
〕
な
ど
の
動
詞
に
関
わ
る
概
念
の
形
成
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
る
。
そ
れ
以
前
で
は
、τύπος

「
刻
印
」
な
ど
か
ら
規
則
的
に
派
生

し
た τυπόω

「
刻
み
込
む
、
刻
印
す
る
、
造
る
」
と
い
う
動
詞
が
出
て
く
る
（
プ
ラ
ト
ン
で
も
頻
出
す
る
が
、
例
え
ば
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』

239D
�

で
は
、
絵
画
作
品
と
彫
刻
作
品
に
と
っ
て
の τὰ γεγραμμένα καὶ τὰ τετυπω

μένα

〔
絵
に
描
か
れ
た
像
と
彫
刻
に
つ
く
ら
れ
た

像
〕
と
い
う
表
現
が
あ
る
〔
二
〇
〕。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
『
エ
レ
ク
ト
ラ
』
五
四
行
目
に
は τύπω

μα χαλκόπλευρον

〔
青
銅
造
り
の
壺
〕
と

あ
る
）〔
二
一
〕。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、μορφόω

 

は
さ
し
あ
た
り
不
規
則
な
仕
方
で μορφή

〔
形
〕
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
（
こ
の
想
定
に
と
も
な
い
、
す
で
に
悲
劇
作
家
た
ち
が
独
立
し
た
語 μόρφω

μα

〔
形
〕
を
動
詞 μορφόω

 

よ

り
も
前
に
用
い
て
い
た
と
も
言
え
る
。
例
え
ば
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
『
ヘ
レ
ネ
ー
』
一
九
行
目
に κύκνου μορφώ

ματ᾽ ὄρνιθος λαβώ
ν

〔
白

鳥
の
姿
と
な
っ
て
〕
と
あ
る
〔
二
二
〕。
こ
れ
に
つ
い
て
は μορφῆς τύπω

μα

〔
姿
形
〕
と
あ
る
『
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
女
た
ち
』
一
六
二
行

目
も
参
照
の
こ
と
）〔
二
三
〕。

　

こ
の
連
関
の
な
か
で
詳
細
を
見
て
み
る
と
、
私
た
ち
が
い
か
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
根
本
的
に
知
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。「
モ
ル
フ
ェ
ウ
ス
」
と
い
え
ば
、
近
代
で
は
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
と
い
う
言
葉
の
元
に
な
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
こ
の
神
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
創
作
で
あ
っ
て
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
が
ケ
ー
ユ
ク
ス
と
ア
ル
キ
ュ
オ
ネ
ー
の
物
語
に
こ
の
神
を
登
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場
人
物
と
し
て
加
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
私
た
ち
に
は
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
（『
変
身
物
語
』
第
一
一

巻
六
三
五
行
、
六
四
七
行
以
下
）〔
二
四
〕。
夢
の
神
た
る
モ
ル
フ
ェ
ウ
ス
は
（
彼
自
身
と
は
別
に
い
る
）
眠
り
の
神
の
息
子
で
あ
り
、

artifex sim
ulatorque figurae�

〔
姿
を
模
倣
す
る
名
手
〕
で
あ
る
た
め
、
自
分
が
変
化
す
る
と
き
物
質
的
な
阻
害
に
出
く
わ
す
こ
と

の
な
い
、
優
れ
た
意
味
で
の
「
形
づ
く
る
者
」
で
あ
る
。
形
式
概
念
は
、form

are / form
atio�

〔
形
成
す
る
／
形
成
す
る
こ
と
〕
や�

reform
are / reform

ator�〔
改
変
す
る
／
改
変
す
る
こ
と
〕
や�transform

are�〔
変
形
す
る
〕
や inform

are�〔
表
わ
す
〕
な
ど
と
い
っ

た
、form

a�

に
絡
む
動
詞
由
来
の
造
語
の
体
系
全
体
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
う
な
る
と
私
た
ち
に
も
見
分
け
が
つ
く
よ
う
に
、
こ
の
概
念

は
本
来
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
初
め
て
適
切
な
表
現
を
得
る
の
で
あ
る
。

　

形
式
そ
れ
自
体
に
内
在
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

本
質
法
則
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
至
る
と
外
的
な

4

4

4

「
形
成

4

4

」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
【
42
】
最

高
の
立
法
者
な
い
し
統
率
者
と
し
て
の
神
性
を
伴
っ
た
、
外
か
ら
本
質
に
負
わ
さ
れ
た
法
則
で
あ
る
（『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
二
五

頁
以
下
参
照
）。
少
な
く
と
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
が
こ
の
変
化
し
た
形
式
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
限

り
で
は
そ
う
言
え
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
偽
書
と
さ
れ
て
い
る
『
宇
宙
論
』（400b�6

）
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。ὅπερ ἐν νηὶ 

κυβερνήτης, ἐν ἅρματι δὲ ἡνίοχος, ἐν χορῷ
 δὲ κορυφαῖος, ἐν πόλει δὲ νόμος, ἐν στρατοπέδῳ

 δὲ ἡγεμώ
ν, τοῦτο θεὸς ἐν κόσμῳ

 

〔
総
じ
て
言
え
ば
、
船
に
お
け
る
操
舵
者
、
戦
車
に
お
け
る
御
者
、
合
唱
隊
に
お
け
る
指
揮
者
、
ポ
リ
ス
に
お
け
る
立
法
者
、
戦
陣
に

お
け
る
指
揮
官
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
も
の
に
宇
宙
に
お
け
る
神
は
相
当
す
る
〔
二
五
〕〕（
４
）。
だ
が
こ
の
展
開
に
際
し
て
は
、
そ
も
そ

も
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
は
、
な
る
ほ
ど
確
か
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
本
質
の
拡
張
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

同
時
に
、
ギ
リ
シ
ア
精
神
を
周
辺
世
界
の
人
々
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
外
的
な
影
響
も
作
用
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
周
辺
世
界
の
人
々
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
形
式
に
入
り
込
む
の
と
、
彼
ら
に
ギ
リ
シ
ア
精
神
が
芽
生
え
る
の
は
同
様
の
こ
と
だ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
元
々
の
概
念
性
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
奥
深
く
に
ま
で
入
り
込
む
と
、
外
的
で
形
式
そ
れ
自
体
に
基
づ
い
て
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い
な
い
あ
ら
ゆ
る
創
造
の
表
象
と
い
か
に
著
し
く
対
立
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
次
の
事
実
か
ら
分
か
る
。
す
な

わ
ち
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
「
創
造
」
概
念
を
自
分
た
ち
で
再
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
国
家
創
設
か
ら
着

想
を
得
た� κτίζω�/� κτίστης

〔
創
設
す
る
／
創
設
者
〕
と
い
う
比
喩
に
訴
え
た
一
方
で
、
ラ
テ
ン
語
は
そ
の
よ
う
な
苦
労
を
介
さ
ず
と

も�creare�/�creator�

〔
創
造
す
る
／
創
造
者
〕
と
い
う
語
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
で
語
ら
れ
る
「
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
」
は
、
も
ち
ろ
ん
「
創
造
主
」
で
は
な
く
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
「
職
人
」
で
あ
る
。
こ
の

者
は
、人
間
の
職
人
が
自
分
の
作
品
を
そ
の
作
品
の
「
イ
デ
ア
」
に
従
っ
て
作
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
イ
デ
ア
」
の
永
遠
の
形
式
に
従
っ

て
世
界
を
作
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
神
性
と
は
、
不
動
で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
に
も
し
て
い
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

、
運
動
の
原
因

の
こ
と
な
の
で
あ
る
（κινεῖ ὡ

ς ἐρώ
μενον

〔
愛
さ
れ
る
も
の
が
動
か
す
よ
う
に
〕『
形
而
上
学
』1072b�3

）〔
二
六
〕。

　

論
理
学
的
に
見
て
み
る
と
、
形
式
の
法
則
が
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
と
り
わ
け
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
す
で
に

『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
二
〇
頁
以
下
で
言
及
し
た
二
つ
の
概
念
史
的
な
事
実
に
お
い
て
で
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
論
理
学
の 

ὁρίζειν

〔
境
界
画
定
〕
が
、
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
は�definire

（
す
な
わ
ち
事
柄
の
本
質
規
定
）
と�determ

inare

（
な
に
か
に
つ
い
て

確
定
的
に
定
立
す
る
規
定
）
と
い
う
二
つ
の
概
念
へ
分
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
ラ
テ
ン
論
理

学
に
お
い
て
、
な
に
か
の
た
め
の

4

4

4

表
現
と
い
う
意
味
で
の�term

inus�

〔
用
語
〕
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の ὅρος

〔
境
界
〕
か
ら
【
43
】

生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。ὅρος 

と
は
事
柄
そ
れ
自
体
（
５
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
分
の
本
質
の
法
則
を
形
式
と
し
て
自
ら
に

お
い
て
担
っ
て
い
る
。
対
し
て�determ

inatio�

は
、
規
定
の
担
い
手
が
自
由
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る　
　

そ
の
規
定
の
担
い
手
は
、

（
こ
の
バ
ラ
を
「
赤
い
」
と
規
定
す
る
際
に
）「
判
断
」
を
下
す
文
法
上
の

4

4

4

4

主
語
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
決
定
的
に
定

式
化
さ
れ
た
近
代
の
世
界
観
で
言
う
と
、
本
来
の
規
定
の
担
い
手
で
あ
る
主
体
と
し
て
の
自
我

4

4

で
あ
っ
て
も
よ
い
（『
レ
ク
シ
ス
』
第

二
巻
二
一
九
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
）。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
一
方
で
は
（
上
述
し
て
き
た
意
味
で
の
）
形
式

4

4

、
他
方
で
は
運
動

4

4

が
彼
の
体
系
の
二
本
の
「
柱
」
を
な

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
形
式
の
法
則
は
主
観
的
な
「
規
定

4

4

」
へ
と
変
化
し
て
い
る
（
こ
こ
で
言
う
規
定
と
は
、「
述

語
」
の
規
定
と
「
主
語
」
の
規
定
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
お
け
る
判
断

4

4

と
し
て
の
規
定
で
あ
る
。
ま
た
「
自
由
か
ら
の
因
果
性
」
が
支

配
す
る
倫
理
学
の
な
か
で
、「
実
践
理
性
」
と
し
て
意
志

4

4

を
規
定
す
る
こ
と
で
も
あ
る
）。
そ
の
一
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
言
う
運
動

は
、
カ
ン
ト
に
な
る
と
「
因
果
性

4

4

4

」
の
問
題
に
取
っ
て
代
わ
る
。
こ
こ
で
因
果
性
は
、（
条
件
づ
け
る
も
の
と
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の

の
関
係
で
あ
る
）
自
然
法
則
の
形
式
で
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
典
型
は
（
意
志
に
よ
っ
て
）
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
た
自

我
な
の
で
あ
る
（
本
論
文
【
19
】
頁
参
照
）。
そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
体
系
は
「
不
動
の
動
者
」
と
い
う
理
念
に
お
い
て
頂
点

に
達
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
応
さ
せ
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
の
場
合
、（
自
由
と
不
死
性
を
そ
な
え
た
神
で
あ
る
）
こ
の
究
極
の
も

の
は
、
無
条
件
の
条
件
と
い
う
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
無
条
件
の
条
件
と
は
つ
ま
り
、
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
自
身
は
も
は
や
規
定
さ
れ
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、こ
の
よ
う
な
も
の
は　
　

そ
し
て
近
代
の
思
考
に
お
け
る「
疑

い
」
の
場
合
、
懐
疑
的
な
出
発
点
が
効
果
を
現
す
の
は
ま
さ
に
こ
こ
で
あ
る　
　

理
論
的
な
認
識
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、「
実
践
理
性
」

の
要
請
と
な
る
の
で
は
あ
る
が
。

　

カ
ン
ト
の
言
う
主
体
は
自
分
自
身
を
、
悟
性
の
自
発
性
と
感
性
の
受
容
性
の
相
互
作
用
の
な
か
で
判
断
す
る

4

4

4

4

主
体
と
し
て
規
定
す
る

と
と
も
に
、自
由
か
ら
の
因
果
性
に
お
い
て
、つ
ま
り
道
徳
法
則
に
よ
る
拘
束
下
で
意
志
す
る

4

4

4

4

主
体
と
し
て
規
定
す
る
。こ
の
二
つ
の「
世

界
」
は
架
橋
し
が
た
い
溝
に
よ
っ
て
互
い
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。「
と
こ
ろ
で
、
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
自
然
概
念
の
領
域
と
、
超

感
性
的
な
も
の
で
あ
る
自
由
概
念
の
領
域
と
の
あ
い
だ
に
は
見
渡
し
が
た
い
溝
が
確
立
さ
れ
て
い
る
た
め
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
…
…

移
行
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
ち
ょ
う
ど
二
つ
の
異
な
る
世
界

4

4

が
あ
っ
て
、
一
方
が
他
方
に
な
ん
ら
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き

な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
…
…
」（『
判
断
力
批
判
』X

IX

）〔
二
七
〕。
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【
44
】「
知
」
の
世
界
と
「
意
志
」
の
世
界
（
後
者
は
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
信
」
の
世
界
で
あ
る
）
の
分
離
は
カ
ン
ト
か

ら
展
開
し
て
、
近
年
に
か
け
て
徹
底
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、「
知
性
」
の
世
界
か
ら
「
感
情
」
の
世
界
を
切
り
離
す
と

い
う
更
な
る
分
離
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で
、
思
考
す
る
世
界
、
意
志
す
る
世
界
、
感
じ
る
世
界
と
い
う
三
つ

の
世
界
が
鼎
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
は
深
い
溝
に
よ
っ
て
ほ
か
の
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
。
思
考
す
る
世
界
は
真
な
る
も
の
の

観
念
に
よ
っ
て
、
意
志
す
る
世
界
は
善
な
る
も
の
の
観
念
に
よ
っ
て
、
感
じ
る
世
界
は
美
し
い
も
の
観
念
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ

れ
る
。
規
範
的
な
学
問
に
当
て
は
め
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
領
域
に
は
論
理
学
、
倫
理
学
、
美
学
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
三
者

関
係
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
て
く
る
三
つ
の
学
問
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
三
つ
の
「
批
判
」
を
当
て
た
の
で
あ
っ
た　
　

ご
存
知
の
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
さ
ら
に
後
に
な
る
と
、『
純
粋
理
性
批
判
』
が
論
理
学
を
悟
性
の
、『
実
践
理
性
批
判
』
が
倫
理
学
を
理
性
の
、

『
判
断
力
批
判
』
が
美
学
を
判
断
力
の
管
轄
下
に
置
く
と
い
う
仕
方
で
、カ
ン
ト
の
体
系
の
な
か
で
三
つ
の
「
上
級
認
識
能
力
」（
悟
性
、

理
性
、
判
断
力
）
へ
と
分
類
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
近
代
の
三
区
分
と
、「
論
理
学
」「
倫
理
学
」「
自
然
学
」
と
い
う
古
典
古
代
の
哲
学
の
三
区
分
を
比
較
し
て
み
る
と
、

（「
自
然
」
と
「
思
考
」
と
人
間
の
行
為
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
従
っ
て
）
内
容
的
に
区
分
さ
れ
た
古
代
の
体
系
に
対
し
て
、
近
代
の
体

系
の
一
貫
し
て
「
形
式
的
な
」
性
格
が
と
り
わ
け
際
立
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
こ
の
近
代
の
体
系
が
、
思
考
す
る
自
我
を
そ

の
思
考
と
体
験
の
質
料
か
ら
引
き
剥
が
す
こ
と
で
最
終
的
に
は
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
質
料
は
こ
れ
に
と
も
な

い
、
自
分
自
身
と
そ
の
な
か
に
眠
る
可
能
性
へ
専
心
し
て
い
る
自
我
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
質
な
体
験
形
式
の
た
め
の
素
材

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

筆
者
が
思
う
に
、
こ
の
と
き
三
つ
の
根
本
的
体
験

4

4

4

4

4

4

4

4

が
、
と
り
わ
け
近
代
の
生
の
形
式
の
展
開
、
も
っ
と
言
え
ば
そ
の
展
開
が
三
つ
の

世
界
へ
と
分
割
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
規
定
し
、
そ
う
し
た
展
開
や
分
割
の
通
奏
低
音
を
な
し
て
い
る
。
第
一
に
、
も
っ
と
も
根
源
的
で
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あ
る
と
同
時
に
も
っ
と
も
広
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
「
疑
い

4

4

〔Zw
eifel

〕」　　

つ
ま
り
「
分
裂
〔Entzw

eiung

〕」
の
体
験

で
あ
る
。『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
二
二
頁
以
下
で
規
定
し
た
よ
う
に
、
分
裂
は
自
我
と
「
真
理
」
の
あ
い
だ
で
い
っ
そ
う
勢
力
を
強

め
て
き
た
。
第
二
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
自
我
と ἀγαθόν

〔
善
〕（
カ
ン
ト
で
は
「
道
徳
法
則
」
と
な
っ
て
い
る
）
の
あ

い
だ
に
人
間
の
自
律
的
意
志
の
「
自
由

4

4

」
が
生
じ
る　
　
「
自
由
」
と
そ
れ
を
統
率
す
る
「
理
性
」（「raison

」）
が
生
じ
る
。
自
由
と

理
性
は
、
カ
ン
ト
の
体
系
と
【
45
】
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
政
治
的
な
出
来
事
の
な
か
で
、
時
を
同
じ
く
し
て
体
験
の
最
高
潮
の
パ
ト

ス
を
具
現
化
し
て
い
る
（
カ
ン
ト
の
場
合
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
結
語
」
に
あ
る
よ
う
に
、「
私
の
頭
上
に
広
が
る
星
空
と
、
私

の
う
ち
な
る
道
徳
法
則
…
」
で
あ
り
〔
二
八
〕、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
場
合
は
、
頂
点
に
立
つ
理
性
の
女
神
へ
の
崇
拝
で
あ
る
）。
そ
し
て

最
後
の
根
本
的
な
体
験
は
、
自
我
が
第
三
の
結
び
つ
き
を
切
り
捨
て
る
こ
と
か
ら
生
じ
、
そ
の
後
ニ
ー
チ
ェ
の
体
系
の
な
か
で
最
高
潮

の
パ
ト
ス
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
そ
れ
は
「
価
値

4

4

」
の
体
験
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
柄
そ
れ
自
体

か
ら
根
本
的
に
引
き
剥
が
さ
れ
た
ま
ま
考
え
ら
れ
た
「
価
値
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
、体
験
さ
れ
た
世
界
の
分
断
と
、と
り
わ
け
「
善
」

と
「
美
」（「
倫
理
的
」
価
値
と
「
美
的
」
価
値
）
と
い
っ
た
価
値
づ
け
を
規
定
す
る
観
念
同
士
の
区
別
か
ら
、
最
後
の
帰
結
が
引
き
出

さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
「
価
値
」
と
事
柄
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
善
（ἀγαθόν

）
と
美
（καλόν

）
の
観
念

も
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
結
び
つ
き
は
基
本
的
に
一
八
世
紀
ま
で
は
残
存
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
観
念
」
の
具
体

内
容
と
そ
の
内
容
を
刻
み
込
む
形
式
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
か
ら
ス
ト
ア
派
を
経
て
キ
リ
ス
ト
教
に
至
る
ま
で
、
徹
底
的
に
変
化

し
て
い
っ
た　
　

さ
ら
に
言
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
コ
ス
モ
ス
」
は
「
こ
の
世
界
」（hoc saeculum

）
に
な
っ
た
し
、「
ロ
ゴ
ス
」

は
「
主
の
言
葉
」（d ǝbar hā elōhīm

）
に
統
合
さ
れ
た
。

　
「
価
値
」
と
は
「
観
念
」
の
規
格
化
な
い
し
基
準
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
流
通
硬
貨
に
観
念
を
刻
み
込
む
こ
と
で
あ
る
。
一
九
世

紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
勃
興
し
た
ド
イ
ツ
の
「
価
値
哲
学
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
も
現
れ
方
に
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お
い
て
も
き
わ
め
て
局
地
的
で
「
属
州
的
な
」
規
模
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
北
米
全
土
で
導
入
さ
れ
た
「
価
値
設
定

〔V
alorisierung

〕」
は
、
公
的
な
生
活
で
あ
れ
私
的
な
生
活
で
あ
れ
、
価
値
（
の
基
準
、
す
な
わ
ち
規
格
化
さ
れ
た
生
活
形
式
お
よ

び
生
活
観
念
）
を
提
供
す
る
と
い
う
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
こ
の
価
値
設
定
は
、
ひ
と
き
わ
普
遍
的
な
価
値
尺
度
、
す
な
わ
ち

今
日
大
西
洋
の
両
側
で
支
配
力
を
も
っ
て
い
る
ド
ル
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
価
値
」
は
事
物

4

4

の
主
観
的
な
側
面
を
自
立
さ
せ
る
（
し
か
も
徹
底
的
な
「
客
観
化
」
に
お
い
て
そ
う
す
る
の
だ
！�　
　
『
レ
ク
シ
ス
』

第
二
巻
二
二
二
頁
以
下
）。
し
か
し
、
主
観
そ
れ
自
体
は
自
立
化
し
て
、
ル
ソ
ー
と
ロ
マ
ン
主
義
以
来
続
く
自
立
し
た
生
の
力
と
し
て

の
「
感
情
」
の
世
界
の
展
開
に
お
い
て
、
究
極
の
自
由
へ
と
解
放
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
人
間
の
生
が
ま
だ
本
来
的
に

4

4

4

4

「
思
考
す

る
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
（「exister c̓est penser�

〔
存
在
す
る
と
は
す
な
わ
ち
思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
」）、
ル
ソ
ー
が
言
う
に
は
、

人
間
と
は
た
だ
感
じ
る
が
ま
ま
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

生
き
る
に
限
る

4

4

4

（『
エ
ミ
ー
ル
』
パ
リ
、
一
八
六
六
年
、
第
一
巻
一
二
頁
以
下
。l̓hom

m
e qui a le 

plus vécu n̓est pas celui qui a�

【
46
】com

pté le plus d̓
années, m

ais celui qui a le plus senti la vie�

〔
も
っ
と
も
多
く
生
き
た

人
間
は
、
も
っ
と
も
多
く
年
を
か
さ
ね
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
多
く
生
を
感
じ
た

4

4

4

も
の
で
あ
る
〕）〔
二
九
〕。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

ギ
リ
シ
ア
人
が� αἴσθησις 

と
呼
ん
だ
感
得
は
、
思
考
の
奉
仕
者
か
ら
主
人
と
成
り
上
が
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
に
成
立
し

た
近
代
的
な
意
味
で
の
「
美
学
」
と
い
う
概
念
か
ら
も
、
表
面
的
だ
が
見
て
と
れ
る
。

　

近
代
的
な
意
味
で
の
「
美
感
的
な
も
の
」
は
、
人
格
的
な
観
念

4

4

で
言
う
と
「
天
才
」
概
念
に
相
当
す
る
が
、
デ
ィ
ド
ロ
は
ま
さ
に
こ

の
時
代
に
、『
百
科
全
書
』
の
一
項
目
で
こ
の
語
を
決
定
的
な
仕
方
で
定
め
た
（l̓étendu de l̓esprit, la force de l̓im

agination 
et l̓activité de l̓âm

e�　
　

�voilà le génie�

〔
精
神
が
ひ
ろ
く
、
想
像
力
が
ゆ
た
か
で
、
魂
に
活
力
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
天
才

で
あ
る
〕）〔
三
〇
〕。
こ
の
近
代
の
「
天
才
」
概
念
と
と
も
に
、
も
っ
と
も
高
い
精
神
性
を
そ
な
え
た
人
間
と
い
う
、
純
粋
に
人
間
的
で

此
岸
的
な
観
念
が
宣
言
さ
れ
る
と
と
も
に
、
自
明
な
も
の
と
し
て
一
般
に
通
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は� σοφός 「
英
傑
」
と
い
う
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ス
ト
ア
派
の
観
念
以
来
で
は
初
め
て
の
出
来
事
だ
っ
た　
　

と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
の
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
で
も
「
天

才
」
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
実
践
的
な
兆
し
は
あ
っ
た
の
だ
が
。「
赫
々
た
る
」「
超
人
的
な
」
人
間
と
い
う
近
代
の
理
想
は
、
無
宗
教

的
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
超
え
て
純
粋
に
「
美
感
的
な
」
賞
賛
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
道
徳
」
を
も
凌

駕
し
た
崇
高
な
も
の
で
あ
る
（
ゲ
ー
テ
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
！�　
　

こ
れ
に
つ
い
て
も
デ
ィ
ド
ロ
を
参
照
の
こ
と
。

le génie sem
ble changer la nature des choses ... il devance son siècle qui ne peut le suivre�〔

天
才
は
事
物
の
自
然〔
本
性
〕

を
一
変
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
彼
は
、
彼
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
な
い
彼
の
世
紀
に
先
ん
ず
る
〕）〔
三
一
〕。
ま
さ
に
こ
こ

に
お
い
て
明
ら
か
に
、「
美
的
」
領
域
の
自
立
性
は
勝
ち
取
ら
れ
、「
美
」
は
「
善
」
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

古
代
に
お
い
て
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
芸
術
の
本
質
を
ミ
メ
ー
シ
ス
「
模
倣
」
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
宗
教
の
時
代
に
お
い
て
は
、

よ
り
高
次
の
「
超
感
性
的
な
」
価
値
の
世
界
を
「
指
し
示
す
〔signifier

〕」
機
能
が
芸
術
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
い
ま

や
芸
術
活
動
は
「
体
験
」
の
表
現
手
段
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ロ
マ
ン
主
義
を
詳
述
し
た
通
り
で
あ
る　
　

も
っ
と

も
こ
の
考
え
方
は
、
そ
の
時
代
に
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
だ
ち
に
一
般
化
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
（
６
）。
形
式
的
に
見
れ
ば
、

ロ
マ
ン
主
義
と
は
、
詩
的
な
造
型
を
古
典
的
な
「
規
範
」
と
の
結
び
つ
き
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
７
）。
そ
れ
に
と
も

な
い
、
い
ま
や
「
詩
芸
術

4

4

4

」
に
お
い
て
も
同
様
に
、【
47
】
思
考
の
法
則

4

4

4

4

4

と
し
て
の
形
式
と
関
わ
る
な
か
で
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
降
な
さ
れ
て
き
た
措
置
が
と
ら
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
刻
み
込
ま
れ
た
形
式
の
法
則
を
能
動
的
な
形
成

4

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
取
り
替
え
る
こ

と
で
あ
る
（
本
論
文
【
41
】
頁
以
下
参
照
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
事
態
は
、
詩
作
が
原
理
的
に
「
体
験
」
の
表
現
と
な
り
う
る
こ
と

の
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
規
範
形
式
の
理
念
を
こ
う
し
て
棄
て
去
る
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
後
に
な
っ

て
よ
う
や
く
詩
芸
術
の
領
域
で
生
じ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
も
、
か
つ
て
の
時
代
や
本
質
的
に
別
な
る
存
在
様
式
に
対
し
て
、
私
た
ち
に
固
有
の
尺
度
を
も
ち
だ
し
、
そ
れ
を
自
明
な
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も
の
と
し
て
軽
々
し
く
前
提
す
る
の
を
止
め
た
と
き
に
初
め
て
、
人
々
は
実
際
の
連
関
を
見
て
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
文
学
上
の γένη

〔
出
自
〕
と
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
着
想
で
あ
り
、
単
に
「
比
喩
的
な
」
か
た
ち
で
あ
れ
ば
、
お
そ

ら
く
別
の
文
化
圏
に
も
適
用
で
き
る
に
違
い
な
い
。
表
面
的
に
見
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て� γένη�

は
、
そ
の
「
発
案
者
」
の
言

語
形
式
と
の
結
び
つ
き
を
し
っ
か
り
と
保
っ
て
い
る　
　

つ
ま
り
、「
叙
事
詩
」
を
作
ろ
う
と
す
る
者
は
、
ど
れ
ほ
ど
遠
い
時
代
に
下

ろ
う
と
も
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
作
形
式
だ
け
で
な
く
、
文
法
的
に
も

4

4

4

4

4

彼
の
言
語
を
使
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
文

学
か
ら
出
発
し
た
「
第
二
期
」・「
第
三
期
」
の
文
学
に
お
い
て
は
、γένος 

と
あ
る
特
定
の
言
語

4

4

形
式
と
の
こ
う
し
た
結
び
つ
き
は
解

消
さ
れ
る
た
め
、
ど
ん
な
言
語
に
お
い
て
も
（
少
な
く
と
も
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
ど
ん
な
文
学
の
言
語
に
お
い
て
も
）、
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
文
学
形
式
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
文
学
形
式
そ
の
も
の
の
法
則
は
、
個
別
的
な
も
の
に
よ
る
恣
意
的
な

干
渉
を
免
れ
た
自
律
存
在
を
導
く
。
こ
の
状
態
は
明
ら
か
に
、
言
語

4

4

が
「
形
式
の
形
式
」
と
な
っ
た
段
階
に
対
応
し
て
い
る
（
本
論
文

【
36
】
頁
を
参
照
）。
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
い
ま
や
思
想
で
あ
れ
「
詩
芸
術
」
で
あ
れ
ど
ん
な
形
を
と
ろ
う
と
、
と
に
か
く
あ
ら
ゆ
る
形

成
は
、（
き
わ
め
て
広
い
意
味
で
）
言
語
と
い
う
、
間
主
観
的
に
定
着
し
た
伝
統
の
軌
道
上
で
動
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
純
粋

な
思
想
形
式
と
詩
的
形
式
が
こ
の
よ
う
に
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
こ
と
を
描
く
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
一
方
で
は
中
世
の
論
理
学
と
い
う
学

校
の
企
て
を
、
他
方
で
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ク
ル
ツ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
中
世
文
学
に
お
け
る
「
ト
ピ
カ
」
の

役
割
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
言
語
形
式
と
、言
語
に
結
び
つ
い
た
内
容
と
を
意
識
的
に
保
護
育
成
し
て
し
ま
う
と
、

そ
れ
は
い
つ
で
も
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
「
似
非
教
師
」
や
「
机
上
の
学
問
〔
＝
ス
コ
ラ
哲
学
〕」
に
至
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
の
ま
さ
に
こ
の
中
間
段
階
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
人
類
共
通
の
特
徴
を
そ
な
え
て
お
り
、

【
48
】
至
る
と
こ
ろ
で
「
伝
統
」
が
支
配
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の
他
の
高
度
な
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
に
当
て
は
ま
る　
　

例
え
ば
中
国
の
書
き
言
葉
の
伝
統
、
同
じ
く
西
南
ア
ジ
ア
の
偉
大
な
「
文
字

4

4

信
仰
」
に
お
け
る
書
き
言
葉
の
伝
統
、
そ
し
て
イ
ン
ド
の
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（
少
な
く
と
も
最
初
期
の
）
口4

伝
の
伝
統
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
精
神
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
近
代
精
神
」
も
逸
脱

4

4

し
て
い
る
。

ま
っ
た
く
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
決
定
的
な
基
準
は
ま
さ
に
言
語
と
の
関
係
に
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
方
で
は
、
言
語
は
思
考

4

4

の
直
接
の
器
官

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
近
代
精
神
」
の
方
で
は
、
思
想
の
単
な
る
表
面
的
な
し
る
し
に
す
ぎ
ず
、
文
学
作
品
を

生
み
出
す
際
の
道
具
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
政
治
・
経
済
的
効
果
の
た
め
の
道
具
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
語
の
「
直
接
性
」
は
、
文
法
学
的
に
見
れ
ば
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
本
来
の
動
詞
形
式
に
表
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
す
べ
て

の
言
語
と
は
違
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
動
詞
概
念
と
主
語
と
の
あ
い
だ
の
中
間
項
が
欠
如
し
て
い
る
。
ほ
か
の
言
語
に
は
、「
分
析
的
」

言
語
で
あ
れ
ば
（〔
完
了
の
〕「haben
」
や
〔
受
動
の
〕「w

erden

」、
使
役
の
「lassen

」
や
「m

achen

」
と
い
っ
た
）「
助
動
詞
」
が

あ
る
し
、「
総
合
的
」
言
語
（
例
え
ば
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
で
あ
れ
ば
助
動
詞
に
相
当
す
る
接
尾
辞
の
よ
う
な
中
間
項
が
あ
る
。
他
方
で
、

少
な
く
と
も
ギ
リ
シ
ア
本
来
の
言
語
形
式
に
お
い
て
は
、
根
本
的
な
受
動
形
式
も
事
実
確
認
的
な
動
詞
形
式
も
思
想
形
式
と
し
て
欠
如
し

て
い
る
。
ま
た
特
に
、
後
に
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
発
達
す
る
こ
と
に
な
る
、
動
詞
の
「
相
対
的
な
」
時
間
形
式
も
そ
う
な
の
だ
。
こ
れ
ら

の
形
式
は
す
べ
て
、
語
る
者
と
思
考
す
る
者
が
直
接
性
か
ら
歩
み
出
て
行
き
、
事
柄
や
対
象
か
ら
距
離
を
取
る
と
と
も
に
、（
ま
ず
は
「
論

証
す
る
者
の
」）「
判
断
」
と
い
う
思
考
形
式
に
接
近
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
形
式
の
方
も
、
ま
た
別
の
時

間
形
式
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
判
断
す
る
者
」
は
時
間
（「
瞬
間
」
の
系
列
と
し
て
の
時
間　
　

そ
れ
は
同
時
に
判
断
す
る

者
自
身
の
こ
と
で
も
あ
る

4

4

）
に
直
面
し
て
お
り
、「
正
体
を
暴
く
者
」（ἔλεγχος!

）
は
存
在
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

も
の
を
「
発
見
す
る
」
の
で
あ
る
。

　

レ
オ
・
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
が
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
に
お
け
る
母
語
の
発
見
』（
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
、
一
九
四
八
年
）
で
示
し
た

よ
う
に
〔
三
二
〕、
言
語
に
対
す
る
現
代
の

4

4

4

立
場
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
主
要
な
路
線
が
際
立
っ
て
い
る　
　

ひ
と
つ
に
は
、
帝
国
の
力

を
具
現
化
す
る
手
段
と
し
て
の
言
語
、
国
の
言
語
で
あ
り
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
発
見
し
た
一
四
九
二
年
の
ス
ペ
イ
ン
の
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言
葉
で
言
う
と�com

pañera del im
perio�

〔
帝
国
の
伴
侶
〕
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
そ
の
後
、
ま
ず
も
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
地
盤
を
確

立
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
方
で
は
、【
49
】「
母
語
」
と
し
て
の
言
語
と
い
う
、
と
り
わ
け
ゲ
ル
マ
ン
的
か
つ
ド
イ
ツ
的
な

4

4

4

4

4

理
念
で

あ
る
。
こ
の
理
念
は
後
に
、
ド
イ
ツ
の
国
境
を
越
え
て
広
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
治
・
文
化
の
四

散
と
い
う
事
態
を
導
き
、
あ
る
い
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
決
定
的
な
仕
方
で
そ
う
し
た
事
態
を
促
進
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
二
つ
の

路
線
は
そ
の
後
さ
ら
に
、
一
方
で
は
競
合
し
、
他
方
で
は
相
互
に
結
託
し
て
き
た
（
例
え
ば
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
混
乱
に
少

な
か
ら
ず
加
担
し
て
い
る
、
好
戦
的
な
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
う
で
あ
る
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
は
ま
た
、
自
ら
が
引
き
受
け

た
形
態
に
お
い
て
も
、
及
ぼ
し
て
き
た
作
用
に
お
い
て
も
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
意
識
の
分
裂　
　

つ
ま
り
理
性
〔raison

〕
と
感
情

〔sentim
ent

〕
の
分
離　
　

の
表
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
は
、
自
ら
に
端
を
発
す
る
文
化
的
な
豊
か
さ
に
も
な
れ
ば
、
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
危
険
を
も
た
ら
し
も
す
る
の
で
あ
る
。

（
了
）

原�

註

　
（
１
）�� πρόφασις 

の
意
味
の
変
化
は
「
資
格
」
に
よ
っ
て
も
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
第
二
巻
四
六
章
三
節
を
参
照
〔『
歴

史�

１
』
一
九
六
頁
参
照
。「
」
内
は
ロ
ー
マ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
か
ら
訳
出
し
た
〕。τοὺς πρότερον (κατὰ τῶ

ν μηδὲν 

ἀδικούντω
ν) πᾶσαν ἱκανὴν ποιουμένους πρόφασιν εἰς τὸ πολεμεῖν...

「
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
も
、
戦
争
を
始
め
る
の
に
あ

ら
か
じ
め
十
分
用
意
が
で
き
て

4

4

4

4

4

4

4

4

い
た
連
中
…
…
（
を
見
て
み
る
と
）」。πρόφασις 

に
そ
な
わ
る
「
客
観
的
な
」
契
機
が
、
主
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観
的
な
打
算
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
押
さ
え
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
は
、
第
二
巻
五
二
章
三
節
を
見
る
と
よ
い
〔
同
書

二
〇
三
頁
参
照
。「
」
内
は
ロ
ー
マ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
か
ら
訳
出
し
た
〕。παρεδόθη τοῖς Ἀ

χαιοῖς ἀφορμὴ καὶ πρόφασις 

εὔλογος

「
こ
の
こ
と
が
ア
カ
イ
ア
側
を
「
踏
み
切
ら
」
せ
、
彼
ら
に
格
好
の
動
機
〔Bew

eggrund

〕
を
与
え
た
の
で
あ
る
」。

そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
う σμικρὰ πρόφασις ἔξω

θεν

〔
ち
ょ
っ
と
し
た
外
か
ら
の
要
因
〕
は
、
病
に
侵
さ
れ
や
す

い
国
家
を
差
し
迫
っ
た
危
険
へ
と
陥
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
（『
国
家
』
第
八
巻�556E

〔
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
藤
沢
令
夫
訳
、�

『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
五
九
五
頁
〕）、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
場
合
は ἐκτὸς αἰτία

〔
外
か
ら
来

た
原
因
〕
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
第
一
一
巻
二
五
章
二
節
〔
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
『
歴
史�

３
』
城
江
良
和
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、

二
〇
一
一
年
、
一
八
六
頁
〕、
あ
る
い
は
ダ
イ
ヒ
グ
レ
ー
バ
ー
前
掲
書
八
頁
註
二
〔K

arl�D
eichgräber,� Π

ΡΟ
Φ

Α
ΣΙΣ: Eine�

term
inologische�Studie,�In:�Q

uellen und Studien zur G
eschichte der N

aturw
issenschaften und der M

edizin,�
Bd.�3,�H

eft�4,�M
ax�W

ellm
ann�zum

�70.�Geburtstage,�15.�M
ärz�1933,�S.�8,�A

nm
.�2

〕
を
参
照
）。

　
（
２
）�opinio�〔
意
見
〕
と�veritas�〔
真
実
〕
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
に
は
し
た
が
っ
て
、δόξα 

と ἀλήθεια 

に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
、「
客
観
的
な
も
の
」（species�
と�res

）
と
「
主
観
的
な
も
の
」（opinio�

と�veritas

）
の
ペ
ア
が
あ
る
の
だ
！

　
（
３
）�「
形
式
」（μορφή

）
は
「
動
か
さ
れ
た
も
の
」
に
属
し
て
お
り
、「εἶδος

」
は
認
識
す
る
者
に
関
わ
る
形
相
で
あ
る
。「
存
在

者
の
同
一
の
在
り
よ
う
〔Sosein

〕
が
、
可
動
物
の μορφοῦν

〔
形
づ
く
る
は
た
ら
き
〕
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は μορφή 

と
な
り
、
認
識
す
る
者
の ἰδεῖν

〔
観
る
は
た
ら
き
〕
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は εἶδος 

と
な
る
の
で
あ
る
」（
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ブ
レ
ッ
カ
ー
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』
五
七
頁
註
三
〔W

alter�Bröcker,�A
ristoteles,�V

ittorio�K
losterm

ann,�Frankfurt�
am

�M
ain�5.�A

ufl.�1987,�S.�57,�A
nm

.�3

〕）。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
「
形
成
」（
動4

詞
に
関
わ
る

4

4

4

4

4

概
念
と
し
て
の
形
式
）
と
い
う
考
え
方
が
ま
だ
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
ブ
レ
ッ
カ
ー
の
一
文
は
ア
ナ
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ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
（
４
）�
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
た
ク
ラ
ウ
ス
・
ラ
イ
ヒ
に
大
い
に
感
謝
す
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
「
自
然
法
則
」

「
道
徳
法
則
」「
思
考
法
則
」
の
概
念
に
関
す
る
彼
の
研
究
は
、残
念
な
が
ら
い
ま
な
お
刊
行
待
ち
の
状
況
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

leges et foedera naturae

（『
レ
ク
シ
ス
』
第
二
巻
二
二
五
頁
以
下
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
現
が
ギ
リ
シ
ア
語
の νόμοι 

καὶ θεσμοὶ φύσεω
ς

〔
自
然
法
則
と
自
然
の
掟
〕
の
再
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
、偽
フ
ィ
ロ
ン
『
世

界
の
永
遠
性
に
つ
い
て
』
五
九
節
で
は
次
の
と
お
り
。τὸ δὲ γεννηθῆναί τινας οἴεσθαι τελείους ἠγνοηκότω

ν ἐστὶ νόμους 

φύσεω
ς, θεσμοὺς ἀκινήτους.

〔
し
か
し
、
な
ん
で
も
［
初
め
か
ら
］
完
全
な
状
態
で
生
じ
る
と
信
じ
る
の
は
、
不
変
の
掟
、

自
然
法
則
に
無
知
な
者
た
ち
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。〕
こ
こ
に
付
さ
れ
て
い
る θεσμοί 

は
、
明
ら
か
に
こ
の
法
則
の
不
可
侵

性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
前
掲
書
に
て�leges et foedera�

の
繋
が
り
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
適
切
に
修
正

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
（
５
）� ὅρος

は
存
在
そ
れ
自
体
の
体
制

4

4

4

4

4

4

4

4

4

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
本
論
文
【
38
】
頁
で
引
用
し
た
箇
所
（『
形
而
上
学
』

1029a�20

）
で
き
わ
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
（οἷς ὥ

ρισται τὸ ὄν

〔
も
の
の
あ
り
方
が
よ
っ
て
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
も

の
ど
も
〔
術
語
諸
形
態
〕〕　　

つ
ま
り
「
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
）。

　
（
６
）�

デ
ィ
ル
タ
イ
『
全
集
』
第
六
巻
一
一
六
頁
。「
詩
芸
術
は
現
実
の
模
倣
で
は
な
い

4

4

。
…
…
詩
芸
術
は
真
理
や
、
い
わ
ば
詩
芸

術
の
眼
前
に
在
る
か
の
よ
う
な
精
神
的
内
実
の
表
現
方
法
で
も
な
い

4

4

4

4

」。
こ
れ
は
、
詩
芸
術
が
「
世
界
理
解
の
た
め
の
道
具

〔O
rgan

〕へ
と
昇
格
し
、学
問
や
宗
教
と
並
び

4

4

立
つ
に
至
っ
た
」時
代
の
見
解
で
あ
る（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）。〔W

ilhelm
�

D
ilthey,�D

ie�Einbildungskraft�des�D
ichter:�Bausteine�für�eine�Poetik  (1887),�in:�W

ilhelm
 D

iltheys 
G

esam
m

elte Schriften,�Bd.�V
I,�B.�G.�T

eubner,�Leipzig�und�Berlin�1924,�S.�116.�

「
詩
人
の
想
像
力　
　

詩
学
の
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た
め
の
礎
石
」
濱
田
真
ほ
か
訳
、『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
』
第
五
巻
、
和
泉
雅
人
ほ
か
編
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
、

一
八
三
頁
。〕

　
（
７
）�
時
代
を
制
約
す
る
最
後
の
様
式
で
あ
る
「
ロ
コ
コ
」
の
終
焉
と
と
も
に
、
芸
術
の
な
か
で
は
ひ
と
つ
の
類
比
的
な
変
化
が
生

じ
る
。
そ
れ
以
降
、「
形
式
」
は
こ
こ
で
も
ま
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
任
意
に
操
作
さ
れ
た
表
現
手
段
、
つ
ま
り
「
戯
れ
」
と

化
す
。
こ
の
表
現
手
段
は
い
っ
そ
う
恣
意
性
を
高
め
、
ま
す
ま
す
急
速
に
交
替
し
な
が
ら
、
時
代
と
い
う
時
代
の
表
現
形
式

を
操
作
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

訳　

註

　
〔
一
〕�

�

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
『
歴
史�

１
』
城
江
良
和
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
二
〇
〇
四
年
、
四
頁
。

　
〔
二
〕�

同
書
一
〇
頁
。

　
〔
三
〕�

�

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
『
歴
史�

２
』
城
江
良
和
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
二
〇
〇
七
年
、
一
七
六
頁
参
照
。「
」
内
は
ロ
ー
マ
ン
に

よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
か
ら
訳
出
し
た
。

　
〔
四
〕�

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
『
歴
史�

１
』
二
一
頁
参
照
。「
」
内
は
ロ
ー
マ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
か
ら
訳
出
し
た
。

　
〔
五
〕�
�

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
『
歴
史�

４
』
城
江
良
和
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
二
〇
一
三
年
、
一
〇
二
頁
参
照
。「
」
内
は
ロ
ー
マ
ン
に

よ
る
ド
イ
ツ
語
か
ら
訳
出
し
た
。

　
〔
六
〕�

�

当
該
箇
所
に
よ
れ
ば
、「『
実
際
に
』
を
意
味
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で τῷ

 ὄντι

、
ラ
テ
ン
語
で�rē vērā�

で
あ
る
！�
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τῷ
 ὄντι 

は
『
総
体
的
』、rē vērā�

は
『
具
体
的
』
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」。

　
〔
七
〕�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
中
畑
正
志
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集�

７
』
岩
波
書
店
、二
〇
一
四
年
、一
六
一
頁
。

　
〔
八
〕�
同
書
一
六
〇
頁
。

　
〔
九
〕�

Jam
es�H

arris,�H
erm

es or a philosophical Inquiry concerning U
niversal G

ram
m

ar,�London,�1751.

　
〔
一
〇
〕�M

arkus�T
erentius�V

arro,�D
e lingua latina,�libri,�IX

,�52,�55,�X
,�53.

　
〔
一
一
〕�K

arl�Ferdinand�Becker,�O
rganism

 der Sprache,�Frankfurt�am
�M

ain,�1827.

　
〔
一
二
〕�Carl�Prantl,�G

eschichte der Logik im
 A

bendlande,�Bd.�I,�V
erlag�von�S.�H

irzel,�Leipzig�1855,�S.�696.

　
〔
一
三
〕�Carl�Prantl,�a. a. O

.�,�S.�593,�A
nm

.�26.

　
〔
一
四
〕�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
出
隆
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集�

12
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
二
〇
九
頁
。

　
〔
一
五
〕�

同
書
四
三
二
頁
。

　
〔
一
六
〕�

同
書
四
三
二
頁
。

　
〔
一
七
〕�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
六
四
頁
。

　
〔
一
八
〕��

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
命
題
論
』
早
瀬
篤
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集�

１
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
一
一
四
─

一
一
八
頁
参
照
。

　
〔
一
九
〕��W
erner�Jaeger,�A

ristoteles: G
rundlegung einer G

eschichte seiner E
ntw

icklung,�Berlin�1923,�S.�228ff.

　
〔
二
〇
〕�

プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
藤
沢
令
夫
訳
、『
プ
ラ
ト
ン
全
集�
３
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
七
二
頁
。

　
〔
二
一
〕��

ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
『
エ
ー
レ
ク
ト
ラ
ー
』
大
芝
芳
弘
訳
、『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集�

４
』
松
平
千
秋
、
久
保
正
彰
、
岡
道
男
編
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
八
九
頁
。
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〔
二
二
〕��

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
『
ヘ
レ
ネ
ー
』
細
井
敦
子
訳
、『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集�

８
』
松
平
千
秋
、久
保
正
彰
、岡
道
男
編
、岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
、
五
頁
。

　
〔
二
三
〕��
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
『
ポ
イ
ニ
ッ
サ
イ：フ
ェ
ニ
キ
ア
の
女
た
ち
』
安
西
眞
訳
、『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
全
集�

８
』
松
平
千
秋
、
久
保
正
彰
、

岡
道
男
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
二
〇
頁
。

　
〔
二
四
〕�

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語�

２
』
高
橋
宏
幸
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、
二
〇
二
〇
年
、
一
四
〇
─
一
四
七
頁
。

　
〔
二
五
〕�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
宇
宙
に
つ
い
て
』
金
澤
修
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集�

６
』
岩
波
書
店
、二
〇
一
五
年
、二
九
六
頁
。

　
〔
二
六
〕�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
四
一
八
頁
。

　
〔
二
七
〕��Im

m
anuel�K

ant, K
ritik der U

rteilskraft,�hrsg.�v.�H
einer�F.�K

lem
m

e,�Felix�M
einer,�H

am
burg�2001,�S.�

14.

（『
カ
ン
ト
全
集
８�
判
断
力
批
判
（
上
）』
牧
野
英
二
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
二
一
頁
。）

　
〔
二
八
〕��Im

m
anuel�K

ant,�K
ritik der praktischen V

ernunft,�hrsg.�v.�K
arl�V

orländer,�Felix�M
einer,�H

am
burg�1985,�

S.�186.

（
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
熊
野
純
彦
訳
、
作
品
社
、
二
〇
一
三
年
、
三
五
三
頁
。）

　
〔
二
九
〕��Jean-Jaques�Rousseau,�É

m
ile,�Paris:�Garnier�Fréres,�1866,�p.�12f.

（
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』

樋
口
謹
一
訳
、『
ル
ソ
ー
全
集
』
第
六
巻
、
白
水
社
、
一
九
八
三
年
、
二
五
頁
。）

　
〔
三
〇
〕��

デ
ィ
ド
ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
編
『
百
科
全
書　
　

序
論
お
よ
び
代
表
項
目
』
桑
原
武
夫
訳
編
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、

三
二
四
頁
。

　
〔
三
一
〕�

同
書
三
三
二
頁
。

　
〔
三
二
〕�Leo�W

eisgerber,�D
ie E

ntdeckung der M
uttersprache im

 europäischen D
enken,�Lüneburg�1948.
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訳
者
解
題

　

こ
こ
に
全
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
き
た
、Lohm

ann,�Johannes,�D
as�V

erhältnis�des�A
bendländischen�M

enschen�
zur�Sprache�(Bew

usstsein�und�unbew
usste�Form

�der�Rede),�in:�L
exis: Studien zur Sprachephilosophie, 

Sprachgeschichte und Begriffsforschung,�Bd.�III,�hrsg.�von�Johannes�Lohm
ann,�M

oritz�Schauenburg,�Lahr�i.�B.�
1952,�S.�5-49�

の
最
終
部
分
、三
三
─
四
九
頁
の
翻
訳
を
お
届
け
す
る
。
著
者
の
紹
介
や
翻
訳
に
至
っ
た
契
機
に
つ
い
て
は
、す
で
に『
知

の
ト
ポ
ス
』
一
四
号
に
付
さ
れ
た
「
訳
者
解
題
」
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
に
加
え
て
、
本
論
文
の
行
程
を
い
ま
い
ち
ど
辿

り
直
す
こ
と
で
、
読
者
が　
　

も
ち
ろ
ん
訳
者
た
ち
も　
　

ロ
ー
マ
ン
の
圧
倒
的
な
知
識
、
あ
た
か
も
考
え
を
そ
の
ま
ま
言
語
に
移
し

置
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
、
そ
し
て
き
わ
め
て
難
解
な
文
章
な
ど
に
よ
っ
て
道
に
迷
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ひ
と
つ
の
簡
単

な
見
取
り
図
を
描
い
て
み
た
い
。

　

本
論
文
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
隆
盛
を
誇
っ
た
「
了
解
心
理
学
」
の
方
法
論
で
あ
っ
た
。
了
解
心
理
学
は
、
観

察
者
が
あ
る
体
験
を
追
体
験
す
る
こ
と
で
、
そ
の
体
験
の
意
味
を
「
了
解
」
へ
と
も
た
ら
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
採
る
。
こ
こ

に
は
、
誰
の
ど
ん
な
体
験
で
あ
ろ
う
と
、
観
察
者
と
し
て
の
私4

は
そ
の
体
験
を
追
体
験
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
前
提

と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、了
解
心
理
学
の
要
石
と
は
、具
体
的
な
個
々
の
体
験
の
内
実
で
は
な
く
追
体
験
の
形
式

4

4

な
の
で
あ
る（
１
）。

一
方
で
ロ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
形
式
は
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
そ
も
そ
も
西
洋
近
代
以
来
は
じ
め
て
」、

そ
れ
も
「
言
語
か
ら
思
考
を
完
全
に
引
き
剥
が
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
前
提
の
下
で
の
み
」（
２
）
成
立
す
る
の
だ
と
い
う
。
本
論
文
の
主
た
る
関
心

は
つ
ま
り
、
暗
々
裡
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
追
体
験
の
形
式
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
膨
大
な
言
語
資
料
か

ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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だ
が
言
語
と
思
考
の
乖
離
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
、
ロ
ー
マ
ン

は
手
始
め
に
ギ
リ
シ
ア
語
（
原
典
）、
ラ
テ
ン
語
（
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
）、
ド
イ
ツ
語
（
ル
タ
ー
訳
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
聖
書
か
ら
、

と
あ
る
一
節
を
引
用
す
る
。

　
「
望
ん
で
い
る
事
柄
を
確
信
し
、
見
え
な
い
も
の
を
確
認
す
る
」
と
い
う
「
信
仰
」
の
定
義
が
示
さ
れ
た
こ
の
一
節
だ
が
、
こ
こ
で

は
ド
イ
ツ
語
の
そ
れ
に
注
目
し
よ
う
。「
確
認
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
「ἔλεγχος

」
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
で
は
「
疑
わ
な
い
」

を
意
味
す
る
「nicht�zw

eifelt

」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。「
確
認
」
と
い
う
の
が
さ
し
あ
た
り
、
事
実
に
即
し
て
内
容
を
充
分
吟
味
す

る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
疑
わ
な
い
」
と
は
む
し
ろ
、
自
分
で
独
断
的
に

4

4

4

4

4

4

4

判
断
を　
　

こ
こ
で
は
「
見
え
な
い
も
の
は
見
え
な
い
」

と
い
う
判
断
を　
　

下
す
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
は
事
実
を
確
認
す
る
者
で
あ
っ
た
信
仰
者
が
、

ド
イ
ツ
語
に
至
っ
て
は
「
自
ら

4

4

判
断
す
る
者
へ
と
、そ
う
し
て
は
じ
め
て
本
来
的
な
意
味
で
「
思
考
す
る
者
」
へ
と
」（
14
号
、五
六
頁
）

変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
言
語
と
思
考
の
乖
離
と
は
ひ
と
ま
ず
、
思
考
す
る
私
（
自
我
）
が
自
立
し
、
自
分
自
身
で
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
事
態
を
指
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、「
自
我
が
自
分
自
身
を
思
考
の
出
発
点
と
感
じ
る
ほ
ど
、
言
語
が
ま
す
ま
す
客
観
的
な

も
の
と
な
る
」。
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
は
「
思
想
に
対
す
る

4

4

4

4

単
な
る
表
現
」（
14
号
、
六
一
頁
）
に
、
す
な
わ
ち
私
が
思
考
し
た
内
容

を
伝
え
る
た
め
の
単
な
る
手
段
へ
と
成
り
下
が
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
乖
離
と
い
う
事
態
が
こ
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
一
読
者
で
あ
る
私
た
ち
と
し
て
は
当
然
、
乖
離
以

前
の
状
態
を
想
像
し
た
く
も
な
る
だ
ろ
う
。
言
語
と
思
考
が
い
よ
い
よ
乖
離
し
始
め
る
近
代
以
前
、
こ
の
二
つ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ー
マ
ン
の
応
え
を
先
取
り
す
れ
ば
、
あ
る
時
期
に
は
「
思
考
と
言
語
と
の
完
全
な
一
致
」（
14
号
、
六
三
頁
）

が
、
と
り
わ
け
ひ
と
つ
の
言
語
に
お
い
て
果
た
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
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「
ギ
リ
シ
ア
の
形
式
は
近
代
主
観
主
義
と
絶
対
的
な
対
極
を
な
す
と
い
う
こ
と
」（
15
号
、
二
〇
八
頁
）
は
、
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
ン
の
目
線
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
起
源
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。

　

い
さ
さ
か
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
に
よ
れ
ば
「
思
考
」
な
い
し
「
判
断
」
と
い
っ
た
形
式
は
と
も
か
く
、「
意
志
」
と
い
っ

た
概
念
す
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
（
３
）。「
意
志
」
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
な
に
か
を
意
欲
す
る
こ
と
で
私
が

4

4

当
の

行
為
の
出
発
点
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
独
立
し
た
自
我
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
意
志
」
概
念
の
下
地
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
が
「
原
因
」
と
な
っ
て
行
為
と
い
う
「
結
果
」

を
生
み
出
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
因
果
関
係
」
で
あ
る
。「
意
志
」
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
因
果
性
の
図
式
も
ま
た

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
図
式
を
捨
て
去
っ
た
う
え
で
、
私
た
ち
は
ギ
リ
シ
ア
語

に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
４
）。
要
す
る
に
、
ロ
ー
マ
ン
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、「
全
面
的
に

4

4

4

4

精
神
を
切
り
替
え
よ
」（
16
号
、

一
七
〇
頁
）と
い
う
、と
も
す
れ
ば
単
純
明
快
な
ひ
と
つ
の
言
語
学
的
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、ロ
ー

マ
ン
の
次
な
る
言
語
資
料
を
見
て
い
こ
う
。

　

俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
の
は
「πρόφασις

」
と
「αἰτία

」
と
い
う
二
つ
の
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
。
因
果
性
の
図
式
の
下
で
は
、

「πρόφασις

」
は
「
口
実
」
と
、「αἰτία

」
は
「
原
因
」
と
そ
れ
ぞ
れ
訳
さ
れ
る
。
だ
が
、こ
こ
で
全
面
的
に
精
神
を
切
り
替
え
て
み
る
と
、

事
態
は
一
変
す
る
。
例
え
ば
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
』
の
と
あ
る
シ
ー
ン
で
は
、
こ
の
二
つ
の
語
が
ち
ょ
う
ど
逆
の
意
味
を
、
つ

ま
り
「πρόφασις

」
が
「
原
因
」
を
、「αἰτία

」
が
「
口
実
」
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
５
）。
あ
る
い
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』

の
別
の
シ
ー
ン
で
は
、「πρόφασις

」
は
「
罪
責
（αἰτίη

）」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
６
）。
そ
の
ほ
か
「
病
気
の
前
兆
」「
体

の
良
さ
」「
う
わ
べ
だ
け
の
理
由
」
の
よ
う
に
、「πρόφασις

」
と
い
う
語
は
本
来
、
単
な
る
「
口
実
」
に
は
収
ま
ら
な
い
よ
う
な
実
に

多
彩
な
意
味
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
窺
え
る
の
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
を
初
め
と
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
人　
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い
や
、
も
う
少
し
突
っ
込
ん
だ
言
い
方
を
す
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語

4

4

4

4

4

4

4

は
、「「
原
因
」
と
「
結
果
」
か
ら
成
る
因
果
性
と
い
う
私
た
ち

に
は
自
明
に
思
え
る
図
式
の
内
で
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（
16
号
、
一
七
九
頁
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
保
た
れ
て
い
た
と
い
う
言
語
と
思
考
の
統
一
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
だ
っ

た
の
か
。
本
論
文
の
至
る
と
こ
ろ
で
散
見
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
実
の
と
こ
ろ
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
統
一
の
う
ち
に
あ
っ
た
の

は
、
な
に
も
言
語
と
思
考
だ
け
で
は
な
い
。「
思
考
と
存
在
と
言
述
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
根
源
的
統
一
」（
14
号
、
六
一
頁
）、「
根
源
的
に

は
一
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
客
観
性
」「
主
観
性
」「
間
主
観
性
」（οὐσία

〔
存
在
〕νοῦς

〔
思
考
〕λόγος

〔
言
葉
〕）」（
16
号
、
一
八
〇
─

一
八
一
頁
）
と
い
っ
た
表
現
が
示
す
と
お
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
言
語
と
思
考
と
存
在

4

4

の
三
者
が
統
一
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
統
一
と
い
う
事
態
は
こ
の
三
者
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ロ
ー
マ
ン
が
見
る
に
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
存
在
と
は
現
前
し
て
い
る
「
実
際
の

4

4

4

対
象
」（
17
号
、
八
一
頁
）
を
、
要
す
る
に
い
ま

現
在
ま
さ
に
現
実
に
在
る
も
の
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
に
在
る
も
の
と
し
て
の
存
在
は
、
客
観
的
に
は
「
生
成
」
の
、

主
観
的
に
は
「
仮
象
」
の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

花
火
を
見
て
い
る
と
し
よ
う
。
い
ま
し
が
た
夜
空
に
大
輪
を
咲
か
せ
た
そ
れ
に
、
私
は
こ
の
上
な
い
美
し
さ
を
覚
え
る
。
そ
の
余
韻

に
浸
る
間
も
な
く
、
と
こ
ろ
が
次
の
瞬
間
に
は
、
目
の
前
に
確
か
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
光
景
が
、
再
び
真
っ
暗
な
夜
空
へ
と

さ
ま
が
わ
り
す
る
。
私
が
美
し
く
思
っ
た
花
火
は
、
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
、
す
ぐ
さ
ま
次
の
も
の
へ
と
移
り
変
わ
り
、
も
は
や
そ
こ

に
は
な
い
過
去
の
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
き
わ
め
て
単
純
な
事
態
が
「
生
成
」
の
危
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
で
は
、「
美
し
い
」

と
い
う
こ
の
私
の
思
い
は
、
先
に
見
た
花
火
の
あ
り
よ
う
を
十
全
に
捉
え
き
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
必
要
以
上
に

美
化
し
す
ぎ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
思
い
は
ど
こ
ま
で
い
こ
う
と
私
個
人
の
も
の
で
あ
り
、
と
も
す
れ
ば

「
錯
覚
」
の
域
を
出
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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現
実
が
こ
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
な
ら
ば
、「「
仮
象
」
の
正
体
を
暴
き
「
存
在
す
る
」
も
の
を
白
日
の
下
に
も
た
ら
す
」
も
の
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、「
直
接
的
に
真
理
を
開
示
す
る
」（
16
号
、
一
八
五
頁
）
働
き
を
備
え
た
「
言
語
（λόγος

）」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
言
語
と
思
考
と
存
在
の
統
一
は
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
絶
え
ず
変
わ
り
ゆ
く
現
実
と
し
て
の
存
在
と
、
私
の
独
断
的
な
思
い
な
し
で
は
な
い
よ
う
な
、
現

実
を
あ
り
の
ま
ま
写
し
撮
っ
た
思
考
と
を
、
言
語
に
よ
っ
て
掴
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
現
実
の
存
在
と
私
た
ち
の
思

考
と
を
調
停
す
る

4

4

4

4

も
の
が
言
語
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
場
合
の
言
語
と
は
、
現
実
に
在
る
も
の
に
対
し
て
私
た
ち
自
身
の
思
考
、
意
志
、
感
情
を
表
現
す
る
た
め
の
「
単
な
る

4

4

4

形
式
」

（
17
号
、
八
二
頁
）
で
も
な
け
れ
ば
、
近
代
文
法
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
音
声
形
態

4

4

4

4

」（
17
号
、
八
三
頁
）
と
し
て
の
「
形
式
」
で
も
な

い
。
い
や
正
確
に
言
え
ば
、
言
語
と
は
形
式
な
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
意
味
で
の
「
形
式
」
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
近

代
の
言
語
学
者
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
リ
ス
の
考
え
は
、
ロ
ー
マ
ン
の
思
い
描
く
形
式
に
い
く
ら
か
触
れ
て
お
り
、
ハ
リ
ス
に
よ
れ
ば
「
言

語
の
「
形
式
」
と
は
む
し
ろ
そ
の
意
味

4

4

〔Bedeutung

〕
で
あ
る
」（
17
号
、
八
三
頁
）（
７
）。
だ
が
、
言
語
の
こ
う
し
た
「
形
式
」
性

を
真
に
言
い
当
て
た
人
物
と
は
、
あ
の
三
者
の
統
一
が
成
さ
れ
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
を
生
き
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
思
索
を
巡
ら
し

た
哲
学
者
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
人
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
、
本
論
文
は
徐
々
に
哲
学
的
色
合
い
を
帯
び
て
い
く
。

　
「
運
動

4

4

の
本
質
と
起
源
」（
17
号
、八
八
頁
）を
哲
学
的
に
問
う
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、「
形
式（μορφή

）」　　

あ
る
い
は「
形

相
（εἶδος

）」　　

は
「
質
料
（ὕλη

）」
と
対
を
成
す
概
念
で
あ
る
。
私
が
い
つ
も
使
っ
て
い
る
財
布
を
例
に
と
ろ
う
。
い
ま
で
は
す
っ

か
り
使
い
込
ま
れ
た
こ
の
財
布
だ
が
、
元
を
辿
れ
ば
牛
革
と
い
う
素
材
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
財
布
に
な
る
以
前
の
こ
の
牛
革

が
、
当
座
質
料
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
な
る
ほ
ど
牛
革
は
、
あ
る
と
き
は

コ
ー
ト
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は
靴
に
用
い
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
内
に
宿
し
て
は
い
る
。
と
は
い
え
、
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牛
革
が
お
の
ず
か
ら
コ
ー
ト
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
質
料
が
自
ら
に
宿
し
た
可
能
性
を
現
実
の
も
の

と
す
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
「
こ
の
財
布
」
と
い
う
い
わ
ば
設
計
図
の
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
「
形
式
」
が
必
要
と
な
る
。
だ
と
す
れ

ば
形
式
と
は
、
質
料
に
備
わ
る
可
能
性
が
現
実
化
し
た
状
態
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
自
分
で
変
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
単
な
る
可
能
性
と
し
て
の
質
料
が
、
い
か
に
し
て
形
式
を
実
現
で
き
る
と
い
う
の
か
。

む
し
ろ
形
式
で
は
な
い

4

4

よ
う
な
現
実
の
状
態
が
あ
っ
て
、
質
料
は
そ
の
状
態
か
ら
当
の
形
式
に
向
か
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
、
形
式
と
対
を
成
す
も
う
ひ
と
つ
の
概
念
、「
形
式
の
否
定
と
し
て
の
」（
17
号
、
八
六
頁
）「
反
形
式
／
無
形
式
（στέρηεσις

）」
で

あ
る
と
ロ
ー
マ
ン
は
言
う
。
反
形
式
と
は
つ
ま
り
、
形
式
の
否
定
で
あ
る
。
牛
革
は
質
料
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
現
実
に

存
在
し
て
い
る
。
牛
革
は
「
こ
の
財
布
」
と
い
う
形
式
の
反
形
式
と
し
て
、
す
な
わ
ち
こ
の
財
布
で
は
な
い

4

4

と
い
う
仕
方
で
現
実
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
質
料
と
は
、「
そ
こ
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

「
無
形
式
」
か
ら
「
形
式
」
へ
の
〔
…
…
〕
運
動

4

4

を
引
き
起
こ
す
も
の
」

（
17
号
、
八
七
頁
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
は
私
た
ち
自
身
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
別
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
私
は
い
ま
、
大
学
院
生
と
い

う
仕
方
で
現
実
に
在
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
図
式
に
従
え
ば
、さ
し
あ
た
り
「
大
学
院
生
」
と
い
う
在
り
方
が
こ
こ
で
の
形
式
で
あ
る
。

一
方
で
、
私
は
い
つ
で
も
大
学
院
生
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
四
年
前
の
い
ま
ご
ろ
は
「
大
学
生
」
で
あ
っ
た
。「
大
学
院
生
」
で
は

な
い

4

4

「
大
学
生
」
と
い
う
在
り
方
は
、「
大
学
院
生
」
と
い
う
形
式
に
と
っ
て
の
反
形
式
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
大
学
生
」
や
「
大
学
院
生
」

と
い
う
在
り
方
は
、
こ
の
私
の
な
か
に
眠
る
数
あ
る
可
能
性
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
質
料
と
は
、
そ
う
し
た
可
能
性

を
内
に
含
む
こ
の
私
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
四
年
前
と
い
ま
の
私
と
は
次
の
よ
う
な
関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
大
学
院
生
」
と
い
う
い
ま
現
在
の
形
式
は
、
そ
の
反
形
式
と
し
て
の
「
大
学
生
」
と
い
う
在
り
方
か
ら
の
運
動
変

化
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
内
に
含
む
私
と
い
う
質
料
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



西
洋
人
と
言
語
の
関
係
（
言
述
に
お
け
る
意
識
と
無
意
識
的
形
式
）〔
四
〕

111

　

こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
式
こ
そ
、
ロ
ー
マ
ン
が
本
来
の
言
語
と
し
て
想
定
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
形
式
と
は
つ
ま

り
、「
こ
の
財
布
」
と
か
「
大
学
院
生
」
と
い
っ
た
い
ま
あ
る
現
実
の
在
り
方
を
規
定
す
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
反
形
式
か
ら
の
運

動
変
化
と
い
う
時
間
的
な
出
来
事
が
内
に
含
ま
れ
て
い
る
。
現
実
と
い
う
一
点
を
映
し
出
す
形
式
そ
の
も
の
に
は
、
そ
う
し
た
時
間
的

な
幅
は
見
出
せ
ず
、そ
れ
は
む
し
ろ
「
思
考
す
る
者

4

4

4

4

4

か
ら
」（
17
号
、八
七
頁
）
の
視
点
が
反
映
さ
れ
た
も
の
、要
す
る
に
思
想

4

4

で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
例
え
ば
「
こ
の
財
布
は
」
と
い
う
私
の
発
言
に
は
、
現
実
の
こ
の
財
布
と
い
う
存
在
が
、
そ
し
て
反
形
式
か
ら
こ
の
形
式

に
至
る
ま
で
の
運
動
変
化
と
い
う
思
考
が
、
見
事
な
統
一
を
成
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
す
で
に
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
に
見
ら
れ
た
こ
う
し
た
統
一
は
、
自
我
の
台
頭
と
い
う
出
来
事
に

よ
っ
て
近
代
に
は
完
全
に
崩
れ
去
る
。
一
方
で
思
考
と
存
在
と
言
語
は
、
近
代
に
お
い
て
前
触
れ
な
く
乖
離
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
ロ
ー
マ
ン
の
見
立
て
で
は
、乖
離
は
ま
ず「
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
初
め
て
完
全
な
仕
方
で
」（
17
号
、八
九
頁
）現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
と
近
代
の
い
わ
ば
中
間
段
階
で
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
具
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ロ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、ラ
テ
ン
語　
　

正
確
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
終
わ
り
（
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
）
か
ら
ラ
テ
ン
語
へ
の
過
渡
期　
　

に
あ
っ
て
、

「
言
語
と
は
人
間
の
思
考
す
る
態
度

4

4

4

4

4

4

」（
16
号
、
一
八
三
頁
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
そ
の
態
度
様
式
は
お
お
ま
か
に
「
一
：
私
は
存
在

す
る
も
の
を
肯
定
す
る
」「
二
：
私
は
存
在
し
な
い
も
の
を
否
定
す
る
」「
三
：
私
は
存
在
し
な
い
も
の
を
肯
定
す
る
」「
四
：
私
は
存
在

す
る
も
の
を
否
定
す
る
」
と
い
う
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
最
初
の
二
つ
の
様
式
は
私
た
ち
の
自
然
な
反
応
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
（
８
）。

対
し
て
三
と
四
は
少
し
複
雑
だ
が
、
ロ
ー
マ
ン
が
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、「
存
在
し
な
い
も
の
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
ふ
り
を
す
る

こ
と
」
が
三
に
、「
存
在
す
る
も
の
を
隠
す
こ
と
」
が
四
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
簡
潔
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、三
と
四
は
「
嘘
を
つ
く
」

と
か
「
偽
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
態
度
表
明
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
は
私
の
態
度
表
明
と
い
う
か
た
ち
で
、
思
考
と
言
語
は
い
ま
だ
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
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が
、
重
要
な
の
は
そ
こ
で
は
な
い
。
以
上
四
つ
の
態
度
表
明
は
い
ず
れ
も
、
存
在
す
る
な
い
し
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
が
ま
ず
あ
っ

4

4

4

4

て4

、
そ
の
う
え
で

4

4

4

4

4

言
語
に
よ
っ
て
思
考
を
表
明
す
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
私

と
事
柄
と
の
関
係

4

4

」（
16
号
、
一
八
四
頁
）
と
し
て
の
真
理
で
あ
り
、
事
柄
つ
ま
り
存
在
は
、
も
は
や
直
接
的
な
仕
方
で
言
語
の
内
に

開
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
初
め
て
、
思
考
と
言
語
と
存
在
の
統
一
に
亀
裂
が
入
り
、
の
み
な
ら
ず

そ
こ
か
ら
存
在
と
い
う
要
素
が
乖
離
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
論
文
の
骨
子
と
は
次
の
よ
う
な
考
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に

お
い
て
は
、
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
思
考
と
言
語
と
存
在
は
完
全
な
仕
方
で
一
に
ま
と
ま
っ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
経
て
ラ
テ
ン
語
の
時
代
ま
で
下
る
と
、つ
ま
り
言
語
の
変
化
に
伴
い
全
面
的
に
精
神
が
切
り
替
わ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
、

三
者
の
統
一
に
亀
裂
が
入
り
、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
存
在
が
脱
落
す
る
。
さ
ら
に
時
代
を
下
っ
て
、
今
度
は
ラ
テ
ン
語
が
、
例
え
ば
ド
イ

ツ
語
や
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
っ
た
各
国
語
に
置
き
換
わ
る
と
、
思
考
が
言
語
か
ら
独
立
し
始
め
る
。
そ
う
し
た
思
考
す
る
自
我
に

と
っ
て
、
言
語
は
単
な
る
表
現
手
段
に
成
り
下
が
り
、
三
者
の
統
一
は
い
よ
い
よ
見
る
影
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
（
９
）。
本
論
文
は
つ

ま
り
、「
思
考
の
直
接
の
器
官

4

4

4

4

4

4

4

4

」
で
あ
っ
た
は
ず
の
言
語
が
、
中
世
を
経
て
、
近
代
に
お
い
て
「
思
想
の
単
な
る
表
面
的
な
し
る
し
」

（
17
号
、
九
八
頁
）
へ
と
成
り
下
が
る
、
そ
の
壮
大
な
過
程
を
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
資
料
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
過
程
は
具
体
的
な
言
語
資
料
が
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
私
の
力
不
足
も
あ
り
、
そ
の
ご
く
一
部
し
か
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
私
と
し
て
は
、ギ
リ
シ
ア
悲
劇
や
文
法
学
、さ
ら
に
は
カ
ン
ト
を
中
心
と
し
た
哲
学
史
に
ま
で
ま
た
が
っ

て
引
用
さ
れ
る
膨
大
な
言
語
資
料
に
気
圧
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
か
「
全
面
的
に
精
神
を
切
り
替
え
」
て
そ
れ
ら
に
向
き
合
っ
て

い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
遠
く
離
れ
た
異
国
の
言
語
に
触
れ
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
現
代
の

私
た
ち
の
言
語
の
あ
り
よ
う
を
考
え
よ
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
は
、
ロ
ー
マ
ン
が
本
論
文
に
込
め
た
思
想
な
の
だ
か
ら
。
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解
題
註

　
（
１
）�
考
え
て
み
れ
ば
、
与
え
ら
れ
た
役
割　
　

そ
の
多
く
は
「
主
人
公
」
だ
が　
　

を
こ
な
す
「
ロ
ー
ル
・
プ
レ
イ
ン
グ
・
ゲ
ー
ム
」

や
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
キ
ャ
ラ
メ
イ
キ
ン
グ
が
可
能
な
ゲ
ー
ム
一
般
は
、
こ
う
し
た
追
体
験
の
形
式
を
前
提
に
し
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
（
２
）�『
知
の
ト
ポ
ス
』
14
号
、
五
四
頁
。
以
下
、
本
論
文
「
西
洋
人
と
言
語
の
関
係
」
か
ら
の
引
用
は
こ
れ
ま
で
の
翻
訳
を
用
い
る

こ
と
と
し
、
引
用
の
際
は
（『
知
の
ト
ポ
ス
』
の
巻
号
、
そ
の
号
の
頁
数
）
と
表
記
す
る
。

　
（
３
）�

と
は
い
え
、『
精
神
の
生
活
』
に
お
い
て
「
意
志
」
概
念
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
な

問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
。「
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
未
知
の
も
の
だ
っ
た
意
志
と
い
う
能
力
は
、
紀
元
一
世
紀

に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
耳
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
、
私
た
ち
の
体
験
の
結
果
と
し
て
発
見
さ
れ
た
の
だ
っ
た
」

（A
rendt,�H

annah,�T
he Life of the M

ind: O
ne-volum

e E
dition,�N

ew
�Y

ork,�H
arcourt,�1978,�II,�p.�3.�

［
ハ
ン
ナ
・

ア
レ
ン
ト
『
精
神
の
生
活
』
下
巻
、
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
五
頁
］）。

　
（
４
）�

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
た
い
て
い
の
場
合
「
目
的
」
と
訳
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
「τέλος

」
も
ま
た
、
意
志
や
因
果
性
の
図
式
か

ら
切
り
離
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「τέλος

」
は
行
為
の
結
果
と
し
て
思

い
浮
か
べ
ら
れ
る
目
的
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、「
事
柄
が
行
き
着
く
先
に
あ
る
最
終
状
態
で
あ
り
、〔
…
…
〕
善
い
も
の
、

す
な
わ
ち ἀγαθά 

の
客
観
的
な
序
列
に
お
け
る
最
終
地
点
」（
15
号
、
二
一
一
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
で
あ
る
最
終

地
点
が
本
来
の
「τέλος

」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
は
そ
も
そ
も
、
生
き
る
う
え
で
の
「
理
想
」
と
か
「
目
標
」
な
ど
と

解
し
た
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。
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（
５
）�

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
『
歴
史
』
第
一
巻
二
三
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
と
い
う
の
は
、
最
も
真
実
な
原
因
は
、
言
葉

の
上
で
は
最
も
表
明
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ア
テ
ナ
イ
人
が
強
大
と
な
っ
て
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
人
に
恐
怖
を
与
え
、
戦
争
へ
と
強

制
し
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
両
者
が
公
然
と
表
明
し
た
理
由
は
以
下
の
如
く
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
協
定
を
破
棄
し

て
戦
争
へ
突
入
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
」（
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
』
第
一
巻
、
藤
縄
謙
三
訳
、
西
洋
古
典
叢
書
、

二
〇
〇
〇
年
、二
五
─
二
六
頁
）。
こ
こ
で
「（
最
も
真
実
な
）
原
因
」
の
原
語
は
「πρόφασις

」、「（
公
然
と
表
明
し
た
）
理
由
」

の
原
語
は
「αἰτία
」
で
あ
る
。

　
（
６
）�

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
第
七
巻
二
二
九
章
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
然
る
に
実
際
に
は
、
二
人
の
内
一
方
は
討
死
し
た
の

に
、
他
方
は
二
人
に
は
同
じ
で
あ
っ
た
事
情
を
口
実
に
用
い
て
死
を
免
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
パ
ル
タ
の
国
民

が
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
に
激
怒
し
た
の
は
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
」（
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
下
巻
、
松
平
千
秋
訳
、
岩
波

文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
八
頁
）。
こ
こ
で
は
「πρόφασις

」
は
慣
例
ど
お
り
「
口
実
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ
ン

が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
語
が
と
り
わ
け
「
死
を
免
れ
る
た
め
の
も
の
」
に
加
え
て
、「
罪
責
（αἰτία

）」
の
根
拠
を
も

意
味
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
（
７
）�

近
代
の
言
語
学
に
お
い
て
は
、意
味
と
形
式
は
対
を
成
す
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
ド
イ
ツ
言
語
学
辞
典
』の「Form

（
形
式
、
形
態
）」
の
項
に
よ
る
と
、
言
語
と
は
さ
し
あ
た
り
「
意
味
と
形
式
が
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

形
式
と
は
具
体
的
に
知
覚
で
き
る
音
声
（
あ
る
い
は
文
字
）
の
こ
と
で
あ
る
」（『
ド
イ
ツ
言
語
学
事
典
』
川
島
淳
夫
ほ
か
編
、

紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
五
五
頁
）。「
信
濃
川
」
と
い
う
言
葉
を
例
に
と
る
と
、「
信
濃
川
」
と
い
う
文
字
列
が
形

式
に
あ
た
り
、
こ
の
文
字
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
て
い
る
あ
の
川
が
「
信
濃
川
」
の
意
味
と
な
る
。
一
方
、
こ
こ
で
名
指
さ
れ

る
あ
の
川
は
、
長
野
県
民
に
と
っ
て
は
「
千
曲
川
」
と
い
う
形
式
で
表
現
さ
れ
る
。
す
る
と
さ
し
あ
た
り
、
あ
る
意
味
を
表
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す
形
式
は
複
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
代
の
言
語
学
で
は
こ
の
よ
う
に
意
味
と
形
式

は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
対
し
て
ロ
ー
マ
ン
は
、（
少
な
く
と
も
ギ
リ
シ
ア
語
に
お
い
て
は
）
形
式
と
意
味
は
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
（
８
）�

日
常
的
な
事
例
を
用
い
れ
ば
、
前
方
か
ら
や
っ
て
来
る
知
人
に
気
づ
い
て
「
お
ー
い
！
」
と
声
を
か
け
る
の
は
一
の
事
例
に
、

書
く
も
の
を
探
し
て
い
る
と
き
に
「
な
い
な
…
」
と
呟
く
の
は
二
の
事
例
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
（
９
）�

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
三
者
の
統
一
の
変
遷
は
言
語
の
変
遷
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

こ
に
あ
る
の
は
、
言
語
の
置
き
換
え
、
す
な
わ
ち
翻
訳

4

4

の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
ど
ん
な
翻
訳
も
必
然
的
に
原
典
の
歪
曲

を
と
も
な
う
」（
16
号
、
一
七
〇
頁
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
翻
訳
に
よ
っ
て
元
の
言
語
で
考
え

ら
れ
て
い
た
意
味
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
誠
実
な
思
索
者
と
し
て
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
元
の
言
語
に
即
し
て
考
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
ロ
ー
マ
ン
が
あ
れ
ほ
ど
執
拗
な
ま
で
に
ギ
リ

シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
を
引
用
し
て
い
た
の
は
、
自
ら
の
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
た
め
と
か
、
読
者
を
困
ら
せ
た
い
か
ら
と
い
う

わ
け
で
は
断
じ
て
な
い
。
彼
は
ど
こ
ま
で
も
誠
実
な
思
索
者
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
次
の
一
節
が
端
的
に
示
し
て

く
れ
て
い
る
。「
そ
も
そ
も
、
人
々
が
ギ
リ
シ
ア
語
を
理
解
し
は
じ
め
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
を
「
言
語
」
と
見
な
す
こ
と
を

や
め
、
私
た
ち
の
言
語
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
で
ギ
リ
シ
ア
語
で
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
必
然
的
に
歪
曲
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
を
洞
察
し
た
と
き
な
の
で
あ
る
」（
14
号
、
六
一
─
六
二
頁
）。

　
　
　
　
　

＊
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本
論
文
は
阿
部
ふ
く
子
先
生　
　
「
先
生
」
と
表
記
す
る
こ
と
を
読
者
の
み
な
さ
ま
に
は
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い　
　

と
の
共
訳
で

あ
る
。
た
い
て
い
の
場
合
「
共
訳
」
と
は
、
一
方
の
訳
者
が
下
訳
を
用
意
し
、
も
う
一
方
の
訳
者
が
そ
れ
を
改
稿
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
複
数
の
訳
者
が
分
担
し
て
訳
出
し
た
も
の
を
、
ひ
と
り
の
訳
者
が
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
本
論
文
は
そ
う
で
は
な

い
。
訳
出
に
当
た
っ
て
は
、
阿
部
先
生
と
渡
邉
で
集
中
的
に
読
み
合
わ
せ
、
一
文
一
文
に
つ
い
て
そ
の
表
現
や
解
釈
に
至
る
ま
で
検
討

し
合
い
な
が
ら
詰
め
て
い
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
た
。き
わ
め
て
難
解
な
ロ
ー
マ
ン
の
文
章
を
通
り
抜
け
、よ
う
や
く
出
口
に
立
っ

た
い
ま
、
全
部
が
全
部
い
い
思
い
出
だ
っ
た
な
ど
と
過
去
を
美
化
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
翻
訳
が
私
に
と
っ

て
得
が
た
い
経
験
と
な
っ
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
は
文
字
通
り
「
と
も
に
訳
す
こ
と
」
の
楽
し
さ
を
教
え

て
く
だ
さ
っ
た
、
阿
部
ふ
く
子
先
生
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
本
当
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
訳
出
に
当
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
も
同
じ
く
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
金
田
康
寛
さ
ん
に
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・

ル
グ
ラ
ン
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
コ
ッ
ト
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
（
一
九
七
四
年
）
を
参
照
し
た
際
、
読
解
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
的
確
な
ア

ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
本
論
文
の
要
所
で
見
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ア
語
に
つ
い
て
は
、
李
相
權
さ
ん
、
大
竹
力
さ
ん
、
髙
橋
和

暉
さ
ん
か
ら
、
そ
の
読
解
だ
け
で
な
く
文
法
に
つ
い
て
も
非
常
に
丁
寧
な
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
お
か
げ
で
訳
稿
の
精
度
が
少
な
か
ら

ず
上
が
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
み
な
さ
ん
の
お
力
添
え
は
な
に
よ
り
も
、
そ
の
つ
ど
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
翻
訳
を
再
始
動

さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
と
て
も
助
か
り
ま
し
た
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。

　

こ
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
翻
訳
は
、
先
生
や
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
方
々
と
と
も
に
訳
し
た
在
り
し

日
の
現
実
と
、
そ
の
と
き
ど
き
に
な
ん
と
か
掴
み
取
っ
た
思
考
と
に
よ
る
産
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仮
に
ロ
ー
マ
ン
が
日
本
語
に
触
れ

た
と
し
て
、
そ
こ
に
思
考
と
言
語
と
存
在
の
統
一
を
見
出
す
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
い
ま
現
に
在
る
こ
の
翻
訳
に
は
、

そ
の
三
者
が
確
か
な
か
た
ち
で
宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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