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デ
ィ
ド
ロ
『
聾
唖
者
書
簡
』
翻
訳
（
１
）

川
野
惠
子

K
eiko K

AW
A

N
O

本
稿
は
デ
ィ
ド
ロ
初
期
著
作
の
一
つ
で
あ
る
『
聾
唖
者
書
簡
』（
一
七
五
一
年
）
冒
頭
部
分
の
拙
訳
で
あ
る
。
今
後
三
、四
回
に
分
け

て
連
載
し
、
最
後
ま
で
翻
訳
す
る
予
定
で
あ
る
。『
聾
唖
者
書
簡
』
で
展
開
さ
れ
る
の
は
「
倒
置
論
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
流
行
し
て

い
た
哲
学
主
題
で
あ
る
。
神
授
さ
れ
る
普
遍
的
理
性
を
前
提
と
す
る
合
理
主
義
言
語
論
は
、
人
間
の
思
考
の
「
自
然
な
順
序
（ordre na-

turel

）」
も
普
遍
な
も
の
と
捉
え
、
し
ば
し
ば
他
の
言
語
の
語
順
に
は
思
考
の
自
然
な
順
序
に
反
す
る
「
倒
置
」
が
見
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
ン

ス
語
は
そ
れ
に
一
致
し
て
い
る
と
説
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
最
も
明
晰
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
言
説
が
形
成
さ
れ
、
広
く
伝

播
し
、神
戸
大
学
共
通
教
育
フ
ラ
ン
ス
語
シ
ラ
バ
ス
の
定
型
リ
ー
ド
文
に
も
使
わ
れ
る「
明
晰
で
な
い
も
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
な
い
」 

と

い
う
リ
ヴ
ァ
ロ
ル
の
『
フ
ラ
ン
ス
語
の
普
遍
性
に
つ
い
て
』（
一
七
八
四
年
）
に
出
て
く
る
有
名
な
一
節
も
、
こ
の
流
れ
に
含
ま
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
時
代
は
同
時
に
、
合
理
論
を
覆
そ
う
と
す
る
経
験
論
哲
学
興
隆
の
時
代
で
あ
り
、
理
性
の
経
験
的
獲
得
が
論
証
さ
れ
る
に
連

動
し
て
、
人
間
思
考
に
お
け
る
「
自
然
な
順
序
」
の
普
遍
性
も
様
々
な
形
で
問
い
直
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
動
向
の
中
で
、
も
し
人
間
の
思

考
の
順
序
が
普
遍
的
で
な
い
と
し
た
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
倒
置
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
言
語
、
と
り
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わ
け
古
代
の
言
語
の
語
順
は
倒
置
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
倒
置
と
い
え
る
の
か
等
を
問
う
「
倒
置
論
」
の
流
行
が
生
み
出
さ

れ
た
。

無
論
デ
ィ
ド
ロ
も
経
験
論
な
い
し
感
覚
論
の
立
場
か
ら
倒
置
論
再
考
に
取
り
組
み
、
こ
の
『
聾
唖
者
書
簡
』
を
著
し
た
。
今
回
訳
出

し
た
箇
所
で
は
ま
ず
、
人
間
の
思
考
順
序
が
言
語
使
用
の
習
熟
と
と
も
に
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
順
序
は

「
自
然
な
／
生
来
の
順
序
（l’ordre naturel

）」
と
「
す
っ
か
り
形
成
さ
れ
た
言
語
を
操
る
精
神
」
に
現
れ
る
「
制
度
上
の
順
序
（l’ordre 

d’institution

）
／
学
問
的
順
序
（l’ordre scientifique

）」
の
二
つ
に
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
区
別
を
つ
け

る
と
、
一
つ
の
文
章
の
品
詞
の
並
び
が
、
あ
る
人
の
思
考
順
序
に
と
っ
て
自
然
で
も
、
あ
る
人
に
と
っ
て
は
倒
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

起
こ
り
う
る
。
こ
の
思
考
順
序
の
歴
史
性
を
証
拠
づ
け
る
た
め
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ま
だ
「
す
っ
か
り
形
成
さ
れ
た
言
語
」
を
持
つ
に
至
っ

て
い
な
い
段
階
の
人
間
の
思
考
順
序
を
探
る
実
験
を
思
い
つ
く
。
そ
れ
は
、
言
語
の
進
化
形
に
位
置
付
け
ら
れ
る
「
分
節
音
言
語
」
の
使

用
を
禁
じ
ら
れ
た
「
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
」
に
、
人
間
起
源
の
言
語
で
あ
る
「
身
振
り
」
で
自
分
の
考
え
を
表
現
し
て
も
ら
う
と
い
う

実
験
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
「
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
」
は
、
本
来
は
日
常
的
に
「
す
っ
か
り
形
成
さ
れ
た
言
語
」
を
使
用
し
て
い
る
た

め
に
、
そ
の
身
振
り
表
現
は
「
本
来
使
い
慣
れ
て
い
る
言
語
記
号
の
順
番
」
に
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
示

さ
れ
、
分
節
音
言
語
を
持
た
な
い
「
生
ま
れ
つ
き
の
聾・
・
・
唖
者
」
に
助
け
を
借
り
る
必
要
性
が
浮
上
す
る
。
こ
こ
ま
で
が
今
回
の
訳
出
箇
所

で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
こ
の
「
倒
置
論
」
は
当
時
の
流
行
で
あ
り
、
デ
ィ
ド
ロ
自
身
こ
の
著
作
の
冒
頭
で
、
バ
ト
ゥ
ー
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、

デ
ュ
マ
ル
セ
な
ど
の
先
人
た
ち
の
名
前
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
身
振
り
論
に
多
く
割
か
れ
る
デ
ィ
ド
ロ
の
倒
置
論
は
、
後
の
演
劇
作
品
に

お
け
る
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
実
践
や
そ
の
理
論
の
展
開
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
う
る
点
に
お
い
て
特
異
で
あ
り
、
同
時
に
今
回
の
訳
出
箇
所
以
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降
に
思
考
順
序
の
「
倒
置
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
詩
的
表
現
の
「
倒
置
」
の
問
題
が
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
絵
画
芸
術
論
へ
と
発
展
し
て
い

く
点
に
お
い
て
、
芸
術
理
論
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
訳
出
を
試
み
た
。
翻
訳
に
あ
た
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
語
に
つ
い
て
は

戸
高
和
弘
先
生
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
は
ア
ト
ラ
ン
さ
や
か
さ
ん
、M

anon G
hislain

さ
ん
の
貴
重
な
助
言
を
得
た
。
記
し
て
心
よ
り

御
礼
申
し
上
げ
る
。

凡
例

１
． 

底
本
と
し
て
一
九
七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
以
下
の
エ
ル
マ
ン
版
の
デ
ィ
ド
ロ
全
集
を
用
い
る
。
本
文
は
全
て
翻
訳
し
た
。
註
に
関

し
て
は[ D

PV
 

註
番
号]

と
略
号
を
用
い
て
ほ
と
ん
ど
訳
し
た
が
、
細
か
い
参
照
書
誌
情
報
な
ど
は
紙
幅
の
関
係
で
省
略
し
た
場
合
も
あ

る
。

D
enis D

iderot, Lettre sur les sourds et m
uets, à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent, Œ

uvres com
plètes, idées II, 1751, t. 4, 

éd. Yvon B
elaval [et al.], Paris, H

erm
ann, 1978.

２
． 

上
記
と
合
わ
せ
て
、
次
の
校
訂
版
も
参
照
し
た
。
必
要
と
思
わ
れ
た
場
合
は
略
号
を
用
い
て
、
註
を
部
分
的
に
翻
訳
し
た
。

[ G
A

L ]D
enis D

iderot, Œ
uvres philosophiques, éd. M

ichel D
elon ; avec la collaboration de B

arbara de N
egroni, Paris, G

allim
ard, 

2010.

[ FLA
 ]D

enis D
iderot, Lettre sur les aveugles : à l’usage de ceux qui voient ; Lettres sur les sourds et m

uets : à l’usage de ceux 



美学芸術学論集 | 第 17 号 |  66川野惠子｜ Keiko KAWANO

qui entendent et qui parlent, présentation, notes, dossier, chronologie, bibliographie par M
arian H

obson et Sim
on H

arvey, Paris, 

Flam
m

arion, 2000.

[ ED
S ]D

enis D
iderot, Prem

ières œ
uvres 2, textes établis et présentés par N

orm
an R

udich et Jean Varloot, Paris,  Éditions so-

ciales, 1972.

[ LA
F ]D

enis D
iderot, Œ

uvres. Tom
e IV, Esthétique-théâtre, éd. Laurent Versini [et al.], Paris, R

. Laffont, 1996.

[ CFR
 ]D

enis D
iderot, Œ

uvres com
plètes. 2, Le Philosophe et son double, R

oger Lew
inter [et al.], Paris, le C

lub français du livre, 

1969.
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聾
唖
者
書
簡

　

—
—

聞
け
て
話
せ
る
人
々
に
宛
て
て　

補
遺
付

…
…
道
筋
の
向
き
を
逆
に
つ
け
な
が
ら
略
奪
し
。

前
に
ま
っ
す
ぐ
向
い
た
足
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
と
…
…
１
２
。  

著
者
〔
デ
ィ
ド
ロ
〕
よ
り

書
籍
商
Ｂ 

氏
に
宛
て
た
手
紙　

Ｖ
…
よ
り
３　

一
七
五
一
年
一
月
二
〇
日

　　

あ
な
た
様
〔『
聾
唖
者
書
簡
』
書
籍
商
Ｂ
氏
〕
４
に
『
同
一
の
原
理
に
還
元
さ
れ
た
諸
芸
術
』
の
著
者
〔Ch. 

バ
ト
ゥ
ー
〕
に
宛
て
た

書
簡
を
お
送
り
す
る
５
。
友
人
た
ち
か
ら
の
助
言
を
受
け
て
、見
直
し
、修
正
し
、加
筆
し
た
も
の
の
、タ
イ
ト
ル
だ
け
は
変
え
な
か
っ
た
。

　

こ
の
タ
イ
ト
ル
が
、
た
く
さ
ん
の
「
聞
く
こ
と
な
く
話
す
」
人
々
も
、
少
数
の
「
話
す
こ
と
な
く
聞
く
」
人
々
も
、
ご
く
少
数
の
「
話

せ
て
聞
け
る
」
人
々
も
一
様
に
対
象
と
し
う
る
こ
と
は
認
め
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
書
簡
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
ご
く
少

数
の
「
話
せ
て
聞
け
る
」
人
々
で
し
か
な
い
。

　

こ
の
タ
イ
ト
ル
は
他
の
著
作
を
真
似
た
も
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
よ
く
な
い
こ
と
も
認
め
る
が
、
こ
れ
以
上
の
も
の
を
探
す
気
力
が
な
い
★
。

〈
★
盲
人
書
簡—

—

見
え
る
人
々
に
宛
て
て　

補
講
付
〉
そ
う
い
う
わ
け
で
、
あ
な
た
に
と
っ
て
タ
イ
ト
ル
の
選
択
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
に
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思
わ
れ
た
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
変
え
る
つ
も
り
は
な
い
。

　

引
用
を
あ
ま
り
好
ま
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
引
用
な
ら
な
お
さ
ら
だ
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
引
用
は
、
著
作
物
に
学
問
的
な
調
子
を
与
え
て

く
れ
る
が
、
今
日
も
は
や
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。
大
半
の
読
者
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
引
用
に
た
じ
ろ
ぐ
か
ら
、
も
し
わ
た
し
が
書
籍
商
な
ら
、

読
者
が
嫌
が
る
よ
う
な
箇
所
は
削
除
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
書
籍
商
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
ギ
リ
シ
ャ

語
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。〔
書
籍
商
の
〕
あ
な
た
は
、
出
版
す
る
本
が
読
ま
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
本
が
良
い
本

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
気
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
わ
た
し
は
、
あ
ま
り
読
ま
れ
な
い
危
険
を
冒
し
て
で
も
自
分
の
著
作
を

立
派
に
仕
上
げ
た
い
。

　

気
の
向
く
ま
ま
転
々
と
た
く
さ
ん
の
事
柄
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
に
〔
改
め
る
よ
う
〕
助
言
す
る
人
々
に
は
、

そ
れ
は
少
し
も
欠
陥
で
は
な
い
と
知
ら
し
め
れ
ば
よ
い
。
手
紙
に
お
い
て
は
自
由
に
語
ら
う
も
の
だ
し
、
一
文
の
中
で
最
後
に
一
言
断
っ

て
お
け
ば
、
次
の
話
題
に
移
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
今
言
っ
た
問
題
だ
け
が
あ
な
た
の
気
が
か
り
で
あ
る
な
ら
、
も
う
こ
の
手
紙
は
印
刷
に
ま
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
著
者
名
は
伏
せ
て
も
ら
い
た
い
６
。
な
ん
に
せ
よ
、
わ
た
し
の
名
を
知
ら
し
め
る
時
間
は
今
後
た
っ
ぷ
り
あ
る
。
現
時
点
で
も
、
読
者

が
こ
の
書
簡
を
読
ん
で
、
誰
の
書
い
た
も
の
と
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
つ
く
。
お
ま
け
に
、
こ
の
書
簡
を
読
者
が
読
み
、
そ
の
中

に
思
想
の
斬
新
さ
、
あ
る
種
の
想
像
力
、
文
体
、
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
思
想
上
の
放
埒
さ(

こ
れ
は
わ
た
し
の
も
の
と
さ
れ
れ
ば
非
常

に
遺
憾
だ
が)

、
数
学
と
形
而
上
学
の
ひ
け
ら
か
し
や
、
イ
タ
リ
ア
語
と
英
語
、
そ
れ
よ
り
は
控
え
め
に
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ャ
語
を
駆

使
し
、
音
楽
に
つ
い
て
は
存
分
に
論
じ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
読
者
は
誰
の
書
簡
と
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
７
。
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ど
う
か
、
用
例
の
な
か
に
誤
植
が
混
入
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
一
つ
で
全
て
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ア
ー
ウ
ェ
ル

カ
ン
プ
に
よ
る
素
晴
ら
し
い
校
訂
を
経
た
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
最
終
巻
の
図
版
の
な
か
に
お
気
に
入
り
の
人
物
が
い
る
８
。
た
だ
こ
の
人

物
を
半
分
隠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
子
供
を
遠
ざ
け
、
胸
の
下
の
ほ
う
に
傷
が
あ
る
と
想
定
し
、
そ
れ
を
刺
し
傷
と
思
い
込
ま
せ
る
こ
と
だ

け
は
必
要
だ
。
Ｓ
氏
９
、
彼
は
わ
た
し
の
友
人
だ
が
、
彼
に
校
閲
を
頼
ん
で
あ
る
。
彼
は
ヌ
ー
ヴ
通
り
に
住
ん
で
い
る
。
草
々

聾
唖
者
書
簡　

聞
け
て
話
せ
る
人
々
に
宛
て
て

こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
倒
置
の
起
源
、
文
体
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
場
面
の
崇
高
、
古
今
の
大
半
の
言
語
に
フ
ラ
ン
ス
語

が
優
れ
る
い
く
つ
か
の
点
を
論
じ
、
話
の
流
れ
で
美
術
に
特
有
の
表
現
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。

　

あ
な
た
の
研
究
を
横
取
り
す
る
つ
も
り
な
ど
全
く
な
か
っ
た
。
こ
の
書
簡
の
な
か
で
あ
な
た
が
同
意
さ
れ
る
箇
所
は
全
て
、
も
と
も

と
は
ご
自
分
で
考
え
た
こ
と
だ
と
主
張
し
て
い
た
だ
い
て
構
わ
な
い 
10

。
わ
た
し
の
考
え
が
あ
な
た
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
し
ば
し
ば
そ
の
葉
を
コ
ナ
ラ
の
葉
に
混
ぜ
る
キ
ヅ
タ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
を
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
氏
や
デ
ュ
マ
ル
セ

氏
に
宛
て
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
も
倒
置
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
だ
か
ら 

11

。
し
か
し
わ
た
し
の
頭
に
ま
ず
あ
な
た
が
浮

か
ん
だ
。
あ
な
た
が
相
手
で
あ
れ
ば
、
読
者
も
決
し
て
贔
屓
な
ど
と
は
思
わ
ず
に
、
意
義
あ
る
競
演
と
考
え
る
と
確
信
し
、
あ
な
た
に
宛
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て
る
こ
と
に
し
た
。
唯
一
恐
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
書
簡
の
せ
い
で
あ
な
た
の
気
が
散
り
、
哲
学
の
研
究
に
疑
い
な
く

充
て
ら
れ
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貴
重
な
時
間
か
ら
あ
な
た
を
奪
う
こ
と
で
あ
る　
12

。

　

倒
置
に
つ
い
て
よ
く
論
じ
る
た
め
に
は
、
数
々
の
言
語
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
思
う 

13

。

感
性
的
な
物
質
（[l]es objets sensibles

）
が
最
初
に
〔
わ
れ
わ
れ
の
〕
感
覚
を
と
ら
え
た
。
感
性
的
な
質
を
複
数
持
ち
合
わ
せ
る
そ
れ

ら
の
物
質
が
最
初
に
命
名
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
個
体
（sles différents individus

）
が
、こ
の
世
界
を
構
成
す
る 

14

。
続
い
て
、〔
個

体
に
ま
と
め
ら
れ
る
〕
感
性
的
な
諸
質
が
互
い
に
識
別
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
名
称
（nom

）
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
大
部
分
の
形
容
詞

で
あ
る 

15

。
最
後
に
、〔
個
体
に
ま
と
め
ら
れ
る
〕
感
性
的
な
諸
質
が
捨
象
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
個
体
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
も
の
、
例

え
ば
、
相
互
不
可
貫
入
性
、
広
さ
、
色
、
形
等
々
が
見
つ
け
ら
れ
た
、
な
い
し
見
つ
け
ら
れ
た
と
信
じ
ら
れ
、
形
而
上
一
般
名
称
（les 

nom
s m

étaphysiques et généraux
）
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
名
詞
（substantifs

）
が
形
成
さ
れ
た  

16

。
人
々
は
少
し
ず
つ
こ
れ
ら
の
名

称
が
現
実
の
諸
存
在
を
代
理
す
る
（représenter

）
と
信
じ
る
の
に
慣
れ
、
感
性
的
な
諸
質
を
単
な
る
偶
然
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
本
当
は
名
詞
は
何
も
の
で
も
な
く
、「
形
容
詞
が
す
べ
て
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
容
詞
が
現
実
に
名
詞
に
従

属
す
る
と
思
い
込
ま
れ
た 

17

。
も
し
あ
な
た
が
物
体
（corps

）
と
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
あ
な
た
は
、「
も
の
・
広
が
り
が
あ
り
、
相

互
不
可
貫
入
で
、
形
が
あ
り
、
色
が
あ
り
、
動
く
（une substance étendue, im

pénétrable, figuée, colorée et m
obile

）」
と
答
え
る
だ

ろ
う 

18

。
し
か
し
、
こ
の
定
義
か
ら
あ
ら
ゆ
る
形
容
詞
を
差
し
引
い
て
み
な
さ
い
。
あ
な
た
が
「
も
の
」
と
呼
ん
だ
虚
の
存
在
に
何
が

残
る
だ
ろ
う 

19

？　

も
し
自
然
な
順
序
（ordre naturel

）
に
し
た
が
っ
て
品
詞
を
並
べ
、
定
義
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、「
色
が
あ
り
、
形

が
あ
り
、
広
が
り
が
あ
り
、
相
互
不
可
貫
入
で
、
動
く
・
も
の
（colorée, figurée, étendue, im

pénétrable, m
obile, substance

）」
と
言

う
だ
ろ
う
。
人
が
あ
る
物
体
を
最
初
に
目
に
す
る
と
し
た
ら
、
ま
さ
に
こ
の
順
番
で
、
そ
の
〔
物
体
を
構
成
す
る
〕
諸
部
分
の
さ
ま
ざ
ま
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な
質
が
そ
の
人
に
働
き
か
け
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
目
（œ

il

）
が
ま
ず
、
形
、
色
、
広
が
り
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
次

に
触
覚
が
物
体
に
接
近
し
、〔
物
体
が
〕
相
互
不
可
貫
入
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
く
わ
え
て
、
視
覚
（vue

）
と
触
覚
が
一

緒
に
な
っ
て
〔
そ
の
物
体
が
〕
動
く
こ
と
を
確
か
め
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
定
義
〔
色
が
あ
り
、
形
が
あ
り
、
広
が
り
が
あ
り
、

相
互
不
可
貫
入
で
、
動
く
・
も
の
〕
に
は
、〔
大
抵
の
場
合
形
容
詞
が
名
詞
の
後
に
置
か
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
文
法
か
ら
言
え
ば
、
品
詞
の

順
序
が
倒
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
〕
倒
置
な
ど
少
し
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
最
初
の
〔
フ
ラ
ン
ス

語
文
法
に
し
た
が
っ
た
語
順
に
よ
る
〕
定
義
〔
も
の
・
広
が
り
が
あ
り
、
相
互
不
可
貫
入
で
、
形
が
あ
り
、
色
が
あ
り
、
動
く
〕
に
倒
置

が
あ
る 

20

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
倒
置
は
少
し
も
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ギ

リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
語
よ
り
も
極
端
に
稀
だ
と
す
る
〔
よ
く
言
わ
れ
る
主
張
を
〕
支
持
し
よ
う
に
も
、
た
か
だ
か
以
下
の
意
味
に
お
い
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
一
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
構
文
の
大
部
分
は
一
定
（uniform

e

）
で
あ
る 

21

。
二
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
構
文
に
お
い
て
、
名
詞

は
形
容
詞
の
前
に
常
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
常
に
置
か
れ
、
動
詞
は
名
詞
と
形
容
詞
の
間
に
置
か
れ
る  

22

。
と
い
う
の
も
、
形
容
詞

は
名
詞
の
前
に
置
く
べ
き
か
後
ろ
に
置
く
べ
き
か
と
い
う
問
い
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
フ
ラ
ン
ス
人
は
観
念
の
自
然

な
順
序
を
し
ば
し
ば
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
今
示
し
た
例
が
、
そ
の
証
拠
で
あ
る  23

。

　

わ
た
し
は
諸
観
念
の
「
自
然
な
順
序
（l’ordre naturel
）」
と
い
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
「
自
然
な
順
序
」
と
「
制
度
上

の
順
序
（l’ordre d’institution

）」
を
分
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
後
者
を
言
い
換
え
れ
ば
、「
学
問
的
順
序
（l’ordre scienti-

fique

）」
と
な
る
。
つ
ま
り
、
す
っ
か
り
形
成
さ
れ
た
言
語
を
操
る
精
神
の
視
点
の
順
序
で
あ
る  24

。

　

一
般
的
な
人
に
と
っ
て
は
、
形
容
詞
は
感
性
的
な
諸
質
（qualités sensibles
）
を
代
理
し
、
諸
観
念
の
自
然
な
順
序
の
最
初
に
位
置
す

る
。
し
か
し
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
抽
象
名
詞
を
実
在
視
す
る
こ
と
に
慣
れ
た
多
く
の
哲
学
者
に
と
っ
て
は 

25

、
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名
詞
が
学
問
的
順
序
の
最
初
に
位
置
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
哲
学
者
た
ち
の
話
し
方
か
ら
す
る
と
、
名
詞
が
形
容
詞
の
も
と
に
あ
り
、

す
な
わ
ち
形
容
詞
を
支
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
先
の
物
体
に
関
す
る
二
つ
の
定
義
の
う
ち
、
最
初
の
定
義
〔
名
詞
か

ら
形
容
詞
〕
は
学
問
的
順
序
す
な
わ
ち
制
度
上
の
順
序
に
従
い
、
後
者
〔
形
容
詞
か
ら
名
詞
〕
は
自
然
な
順
序
に
従
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
ひ
と
つ
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
結
論
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
一
般
形
而
上
存
在
を
作
り
出
し
た
ペ
リ
パ

ト
ス
派
哲
学
の
お
か
げ
で
、
古
代
語
の
な
か
で
倒
置
と
今
日
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
に
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る 

26

。
実
際
、
ガ
リ
ア
語
に
は
今
日
よ
り
ず
っ
と
多
く
の
倒
置
が
あ
る
が
、
ペ
リ
パ
ト
ス
派
哲
学
者
が
支
配
し
、
わ
れ

わ
れ
の
言
語
は
ル
イ
十
三
世
と
ル
イ
十
四
世
の
も
と
で
完
成
し
た
。
古
代
人
は
自
然
を
一
般
化
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
詳
細
に
、
個
別
的

に
研
究
し
た
。
し
た
が
っ
て
、そ
の
言
語
の
展
開
は
あ
ま
り
一
定
（m

onotone

）
で
は
な
く
〔
語
順
を
比
較
的
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
〕、

な
の
で
お
そ
ら
く
倒
置
と
い
う
単
語
は
古
代
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
耳
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。〔
と
こ
ろ
で
〕
ペ
リ
パ
ト
ス

派
の
哲
学
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
古
代
人
の
哲
学
一
派
に
属
す
る
と
い
っ
て
、
わ
た
し
に
反
論
す
る
と
い
う

こ
と
は
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
な
た
に
は
弟
子
た
ち
に
今
日
の
ペ
リ
パ
ト
ス
主
義 

27

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

哲
学
と
は
全
く
異
な
る
と
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る  

28

。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
数
々
の
〔
諸
観
念
の
自
然
な
順
序
か
ら
見
た
〕
倒
置
表
現
が
諸
言
語
の
な
か
に
導
入
さ
れ
、
残
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、
世
界
創
造
や
言
語
起
源
に
遡
る
必
要
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
が
思
う
に
、
頭
の
中
で
知
ら
な
い

言
語
を
話
す
人
々
の
な
か
に
身
を
置
い
て
み
る
だ
け
で
、
十
分
事
足
り
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
だ
が
、
分
節
音
言
語

の
使
用
を
せ
ず
、
身
振
り
だ
け
で
自
分
の
考
え
を
表
現
し
て
み
る
よ
う
に
、
誰
か
に
頼
ん
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い  29

。

　
〔
身
振
り
だ
け
で
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
よ
う
に
頼
ん
だ
〕
こ
の
人
に
は
容
易
に
答
え
ら
れ
る
質
問
を
投
げ
か
け
た
ほ
う
が
、
こ
の
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実
験
に
は
よ
り
適
切
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ほ
う
が
、
そ
の
身
振
り
の
連
続
か
ら
、
一
、
ど
の
よ
う
な
観
念
の
順
番
が
、
身
振
り
に
よ
っ
て

思
考
（pensées
）
を
伝
達
し
あ
う
原
始
人
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
く
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、二
、ど
の
よ
う
な
順
序
で
、

発
話
さ
れ
る
言
語
記
号
（signes oratoires

）
を
発
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
確
か
に
推
論
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う  30

。

　

く
わ
え
て
、「
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
（m

uet de convention

）」
が
、
そ
の
〔
複
数
の
品
詞
か
ら
な
る
〕
答
え
を
組
み
立
て
る
時
間
を

十
分
持
て
る
よ
う
に
留
意
す
る
だ
ろ
う 

31

。
彼
に
投
げ
か
け
る
質
問
に
は
、
ど
の
よ
う
に
身
振
り
で
表
現
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
展
開
す

る
の
か
も
っ
と
も
興
味
を
抱
く
よ
う
な
観
念
を
必
ず
組
み
入
れ
る
だ
ろ
う
。
同
じ
観
念
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
〔
身
振
り
の
表
現
を
〕
試

し
て
み
た
り
、
複
数
の
人
に
対
し
て
同
時
に
同
じ
よ
う
な
質
問
を
し
て
み
た
り
す
る
こ
と
は
、
有
用
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も

面
白
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
の
意
見
で
は
、
あ
る
哲
学
者
が
仲
間
の
何
人
か
と
こ
の
方
法
で
優
れ
た
精
神
や
優
れ
た
論
理
力
を
求

め
て
訓
練
し
た
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
時
間
の
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
に
始
ま
り
ど
ん
な
喜
劇
作
家
で
も
、

疑
い
な
く
そ
の
様
子
か
ら
面
白
い
舞
台
を
作
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
と
し
て
も
何
が
問
題
な
の
だ 

32

？　

ゼ
ノ
ン
が
弟
子
た
ち
に
言
っ

た
こ
と
を
互
い
に
言
い
合
う
か
も
し
れ
な
い 

33

。「
も
し
君
が
哲
学
者
で
あ
り
た
い
な
ら
、
滑
稽
で
あ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
さ
い
。」
な

ん
と
素
晴
ら
し
い
格
言
、
こ
れ
は
、〔
わ
れ
わ
れ
哲
学
者
が
な
し
て
き
た
〕
人
間
に
関
す
る
議
論
や
あ
ら
ゆ
る
瑣
末
な
考
察
の
上
に
、
わ

れ
わ
れ
〔
哲
学
者
〕
よ
り
も
あ
ま
り
勤
勉
で
は
な
い
魂
を
位
置
付
け
う
る
の
だ
！

　

こ
こ
で
提
案
し
た
訓
練
を
通
常
の
パ
ン
ト
マ
イ
ム
と
混
同
す
べ
き
で
な
い
。
一
つ
の
筋（action

）を
表
現
す
る
こ
と
と
会
話( discours)

を
表
現
す
る
こ
と
は
、〔
ど
ち
ら
も
伝
達
表
現
で
あ
る
が
〕
そ
れ
ら
は
全
く
異
な
る  

34

。〔
取
り
決
め
に
よ
る
〕
唖
者
た
ち
の
伝
達
表
現

に
倒
置
が
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
唖
者
た
ち
は
各
々
自
分
の
文
体
／
ス
タ
イ
ル( style)

を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
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倒
置
は
彼
ら
の
表
現
の
中
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
著
作
の
中
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
倒
置
と
同
じ
く
ら
い
際
立
っ
た
違
い
が
あ
る

と
い
う
こ
と
も
予
想
が
つ
く 

35

。
と
こ
ろ
で
、
文
体
と
は
、
常
に
書
き
手
が
一
番
良
い
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、〔
話
し
言

葉
を
禁
じ
る
と
取
り
決
め
て
、
身
振
り
で
伝
達
す
る
と
い
う
〕
実
験
が
終
わ
っ
た
後
に
会
話
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
非
常
に
哲
学
的

で
盛
り
上
が
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
た
ち
は
み
な
、
話
す
こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば
、
自
分
の
表
現
の
正
し
さ
を

証
明
す
る
の
み
な
ら
ず
、
身
振
り
の
順
序
の
な
か
で
し
か
じ
か
の
観
念
を
と
り
わ
け
強
調
し
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
正
当
性
を
説
明
す
る

よ
う
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
も
う
一
つ
他
の
考
察
を
導
く
。
そ
れ
は
少
し
脱
線
で
は
あ
る
が
、
手
紙
な
の
だ
か
ら
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
よ

い
視
点
を
導
く
可
能
性
が
あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
だ
。

　

そ
の
私
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
は
、
言
う
な
ら
ば
一
人
の
人
間
を
分
解
し
て
、
そ
の
人
が
五
感
の
一
つ
一
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
把

握
す
る
の
か
そ
れ
ぞ
れ
考
察
す
る
と
い
う
も
の
だ  

36

。
と
き
お
り
こ
の
種
の
形
而
上
の
解
剖
学  

37

に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
中
で
、
視
覚
が
最
も
表
層
的
、
聴
覚
が
最
も
傲
慢
で
、
嗅
覚
が
最
も
享
楽
的
、
味
覚
が
最
も

偏
狭
で
変
わ
り
や
す
く
、
触
覚
が
最
も
深
く
、
哲
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
み
つ
け
た  

38

。
こ
れ
は
わ
た
し
の
空
想
だ
が
、
五
感
の

う
ち
お
の
お
の
一
つ
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
五
人
か
ら
な
る
共
同
体
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
滑
稽
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は

皆
疑
い
な
く
お
互
い
に
無
感
覚
呼
ば
わ
り
す
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
ど
う
考
え
て
い
た
だ
い
て
も
ご
自
由
で
す
が  

39

。
だ
け
れ
ど
も
、

こ
の
様
子
は
ま
さ
に
、
こ
の
世
界
に
常
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
〔
こ
の
世
界
で
は
〕、
一
つ
の
感
覚
で
、

す
べ
て
を
判
断
す
る
。
く
わ
え
て
、
お
の
お
の
五
感
の
う
ち
一
つ
し
か
使
え
な
い
五
人
か
ら
な
る
社
会
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
一
風

変
わ
っ
た
こ
と
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
五
人
が
も
し
抽
象
す
る
と
い
う
能
力
を
も
つ
と
す
る
と
、
こ
の
抽
象
能
力
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に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
全
員
幾
何
学
者
に
な
り
え
、
お
互
い
に
見
事
に
意
思
を
伝
達
し
合
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
の
意
思
疎
通
は
た
だ

幾
何
学
に
基
づ
き
う
る
の
か
ど
う
か
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い  

40

。
と
は
い
え
、
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
た
ち
の
話
題
に
戻
り
、
彼

ら
に
返
答
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
質
問
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
、
考
察
を
再
開
し
た
い
。

　

も
し
複
数
の
返
答
が
可
能
な
質
問
が
唖
者
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
、
あ
る
唖
者
が
一
つ
返
答
し
、
も
う
一

人
の
唖
者
が
も
う
一
つ
他
の
返
答
を
し
て
、
そ
れ
ら
の
表
現
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
な
い
に
し
て
も
少
な
く
と
も
困
難
で
あ
る

と
い
う
事
態
に
陥
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
不
便
な
の
で
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
一
つ
質
問
を
す
る
よ
り
、
お
そ
ら

く
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
章
を
身
振
り
に
翻
訳
し
て
も
ら
う
方
が
い
い 

41

。〔
身
振
り
に
よ
る
〕
こ
の
翻
訳
者
に
は
省
略
を
必
ず
禁
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
省
略
を
用
い
て
簡
潔
さ
を
さ
ら
に
高
め
な
く
て
も
、
身
振
り
言
語
は
そ
も
そ
も
あ
ま
り
明
白
で
は
な
い 

42

。

生
ま
れ
つ
き
の
聾
唖
た
ち
が
お
互
い
に
意
思
疎
通
す
る
た
め
に
尽
く
す
努
力
は
知
ら
れ
て
い
る
し
、
彼
ら
が
表
現
し
う
る
こ
と
は
す
べ
て

表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
し
は
目
下
の
取
り
決
め
の
唖
者
た
ち
に
、
生
ま
れ
つ
き
の
聾
唖
者
た
ち
に
倣

い
、
主
語
と
述
語
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
て
も
述
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
は
で
き
る
だ
け
形
成
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
だ
ろ

う
。
一
言
で
い
え
ば
、
取
り
決
め
の
唖
者
た
ち
が
自
由
に
し
て
い
い
の
は
、
諸
観
念
に
与
え
る
の
に
相
応
し
い
と
判
断
し
た
順
序
だ
け
で
、

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
諸
観
念
を
示
す
た
め
に
用
い
る
身
振
り
に
相
応
し
い
と
判
断
し
た
順
序
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
こ
で
わ
た
し
は
些
細
な
疑
念
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
示
さ
れ
る
数
々
の
思
考
は
、
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ

ム
か
知
ら
な
い
が
、
大
抵
の
場
合
、
そ
れ
ら
が
話
さ
れ
る
時
（discours
）
の
形
を
し
て
い
る
、
い
わ
ば
〔
す
で
に
〕
き
ち
ん
と
服
を
着

た
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る  

43

。
こ
う
し
た
奇
妙
な
現
象
が
、
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
た
ち
の
身
振
り
に
影
響
を
与
え
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
、
外
国
語
で
著
述
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
に
訪
れ
る
誘
惑
、
す
な
わ
ち
、
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
た
ち
が
本
来
使



美学芸術学論集 | 第 17 号 |  76川野惠子｜ Keiko KAWANO

い
慣
れ
て
い
る
言
語
記
号  44

の
順
番
に
し
た
が
っ
て
〔
身
振
り
〕
記
号
の
順
序
を
決
め
て
し
ま
う
誘
惑
に
屈
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

今
日
の
最
も
素
晴
ら
し
い
ラ
テ
ン
語
学
者
で
も
、
わ
れ
わ
れ
と
変
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
語
の
言
い
回
し
を
し
て
し
ま
う
の
と
同
様
に
、
取
り

決
め
の
唖
者
た
ち
の
〔
身
振
り
の
〕
構
文
が
、
い
か
な
る
言
語
概
念
も
一
度
も
も
っ
た
こ
と
が
な
い
人
間
の
構
文
と
は
違
う
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う  

45

。
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
も
し
取
り
決
め
の
唖
者
た
ち
が

雄
弁
家
と
い
う
よ
り
哲
学
者
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
不
都
合
は
わ
た
し
が
考
え
る
ほ
ど
に
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し

て
も
、
生
ま
れ
つ
き
の
聾
唖
者
に
助
け
を
求
め
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

註 １  [

訳
註]

デ
ィ
ド
ロ
は
省
略
し
て
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
引
用
し
て
い
る
が
、
以
下
が
既
訳
の
該
当
箇
所
全
文
で
あ
る
。「
前
に
ま
っ
す
ぐ
向
い
た
足
跡
を
残
さ
ぬ
よ
う
に
と
、
牛
の
／
尾
を
つ
か
ん

で
洞
穴
内
に
引
き
ず
り
込
む
。
道
筋
の
向
き
を
／
逆
に
つ
け
な
が
ら
略
奪
し
、
暗
い
岩
穴
に
隠
そ
う
と
し
た
。（
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
岡
道
男
・
高
橋
宏
幸
訳
、
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、二
〇
〇
一
年
、三
六
〇
頁
）」。
本
稿
で
は
戸
高
和
弘
先
生
に
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
翻
訳
を
お
願
い
し
た
。
ま
た
、倒
置
と
い
う
『
聾
唖
者
書
簡
』
の
主
題
と
「
後
ろ
向
き
に
引
か
れ
る
雌
牛
」

と
い
う
こ
の
断
片
の
重
な
り
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
こ
の
一
節
が
『
ホ
メ
ロ
ス
の
諸
神
讃
歌
』
の
一
つ
『
ヘ
ル
メ
ス
讃
歌
』
の
七
五
行
以
下
（
同
様
に
逆
向
き
の
牛
の
足
跡
の
記
述
が
あ
る
）
を
範

と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

２  [ DPV
 1 ]

デ
ィ
ド
ロ
は
節
の
順
序
を
倒
置
し
て『
ア
エ
ネ
イ
ス
』を
引
用
す
る（Énéide, VIII, v. 209-211

）。
こ
の
箇
所
で
描
か
れ
る
の
は
巨
人
の
カ
ク
ス
で
、彼
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
雌
牛
を
盗
み
、

そ
れ
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
雌
牛
た
ち
を
後
ろ
向
き
に
洞
窟
に
入
れ
る
。
こ
の
〔
後
ろ
向
き
の
雌
牛
た
ち
と
い
う
〕
描
写
が
さ
ら
に
一
種
の
逆
転
／
倒
置
（inversion

）
を
作
り
出
し
て
い
る
。

３  [ G
AL 1 ]

Ｖ
と
は
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ヌ
（Vincennes

）
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
こ
と
だ
ろ
う
。
デ
ィ
ド
ロ
は
お
そ
ら
く
『
盲
人
書
簡
』（
一
七
四
九
年
）
出
版
後
の
投
獄
を
皮
肉
を
交
え
て
仄
め
か
し
て
い
る
。
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[ DPV
 2 ]

デ
ィ
ド
ロ
は
本
当
は
こ
の
時
期
パ
リ
に
い
た
。

４ [  DPV 3 ]

『
聾
唖
者
書
簡
』
の
書
籍
商
ボ
シ
ュ=

フ
ィ
ス
（Le libraire Bauche fils

）。

５  [ DPV
 4 ]

シ
ャ
ル
ル
・
バ
ト
ゥ
ー
神
父
（abbé C

harles Batteux, 1713-1780

）。
弁
論
術
の
教
師
。
リ
ジ
ュ
ー
、
ナ
バ
ラ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
教
え
た
後
に
、
一
七
五
〇
年
十
月
に
ギ
リ
シ
ャ
・

ロ
ー
マ
哲
学
部
門
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
〔[ G

AL 3 ]

〔
当
時
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
〕〕
教
授
に
任
命
さ
れ
た
。

６  [ G
AL 4 ]

『
聾
唖
者
書
簡
』
は
実
際
一
七
五
一
年
に
著
者
名
な
し
で
出
版
さ
れ
た
。
一
七
五
一
年
四
月
と
七
月
に
『
聾
唖
者
書
簡
』
を
論
じ
る
二
つ
の
論
文
が
『
ト
レ
ヴ
ー
誌
（Journal de 

Trévoux

）』
に
掲
載
さ
れ
た
が
、〔
著
者
に
つ
い
て
は
〕
た
だ
「
匿
名
の
著
者
」
と
あ
り
、「
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

７  [  DPV
 5 ]

『
懐
疑
論
者
の
散
歩
』
冒
頭
の
ア
リ
ス
ト
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
記
さ
れ
る
人
物
像
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
デ
ィ
ド
ロ
の
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
特
徴
は
デ
ィ
ド
ロ
に
固
有
の

も
の
と
し
て
あ
て
は
ま
り
（
と
り
わ
け
「
思
想
上
の
放
埒
さ
（hardiesse

）」）、
そ
の
他
の
特
徴
も
、
も
し
人
々
が
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
だ
と
し
て
も
不
快
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
能
力
（
イ
タ
リ
ア

語
と
と
り
わ
け
音
楽
）
に
一
致
し
て
い
る
。

８  [  DPV 6 ]

こ
の
「
人
物
」
は
瀕
死
の
女
性
で
（DPV

, p.186

）、
そ
の
モ
デ
ル
は
オ
ラ
ン
ダ
の
文
献
学
者
シ
グ
ベ
ー
ル
・
ア
ー
ヴ
ェ
ル
コ
ン
（Sigebert H

avercam
p, 1683-1742

）
に
よ
り
二

巻
本
で
出
版
さ
れ
た
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』（
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
）
に
あ
る
。
版
画
の
作
者
は
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
フ
ラ
ン
ス・ヴ
ォ
ン・ミ
リ
ス
（Frans Van M

ieris, 1689-1763

）
で
あ
る
。

確
か
に
五
巻
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
「
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
最
終
巻
の
図
版
」
は
あ
る
。
こ
の
図
版
は
、
人
間
性
を
打
ち
の
め
す
自
然
災
害
を
次
々
と
た
た
み
か
け
る
詩
法
を
図
示
す
る
。
な
ぜ
デ
ィ

ド
ロ
は
瀕
死
の
女
性
で
あ
る
こ
の
「
人
物
」
を
気
に
入
っ
た
の
か
？　
絵
画
と
詩
の
関
係
に
関
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
理
論
を
証
拠
づ
け
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

９  [  DPV
 7 ]

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ド
・
サ
ル
テ
ィ
ヌ( G

abriel de Sartine)

の
こ
と
。

10  [ DPV
 8 ]

デ
ィ
ド
ロ
は
バ
ト
ゥ
ー
の
著
作
を
参
照
し
た
こ
と
を
素
直
に
認
め
て
い
る
。
最
も
参
照
さ
れ
た
の
は
、「
ラ
テ
ン
語
の
文
と
比
較
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
に
関
す
る
書
簡
、
ア
カ
デ
ミ
ー

フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
ド
リ
ヴ
ェ
神
父
に
宛
て
て（Lettres sur la phrase française com

parée avec la phrase latin, à M
. l’abbé d’O

livet, de l’Académ
ie française

）」が
収
録
さ
れ
る『
文

学
講
義
（Cours des belles-lettres

）』（
一
七
四
七-

一
七
四
八
年
）
の
第
二
巻
で
あ
る
。
本
書
で
は
次
の
初
版
を
参
照
し
た
（Paris, D

esaint et Saillant, 1747-1748, 4 part. en 2vol., 
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）。
[

訳
註]

バ
ト
ゥ
ー
の『
文
学
講
義
』に
つ
い
て
は
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
所
蔵
の
も
の
がG

oogle Books

で
簡
便
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。G

oogle Books

上
の
巻
号
は
任
意
の
も
の
で
、デ
ィ

ド
ロ
が
最
も
参
照
し
た
と
さ
れ
る
第
二
巻
はG

oogle Books

上
の
二
巻
の
途
中
か
ら
は
じ
ま
り
、
三
巻
に
か
け
て
ド
リ
ヴ
ェ
神
父
に
宛
て
た
十
の
書
簡
が
収
載
さ
れ
る
。
そ
の
題
名
を
い
く
つ
か

記
す
。「
第
一
書
簡：倒
置
が
あ
る
の
は
ラ
テ
ン
語
か
フ
ラ
ン
ス
語
か
」、「
第
二
書
簡：倒
置
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
語
に
あ
る
か
に
つ
い
て
」、「
第
三
書
簡：

ラ
テ
ン
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
比
較
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
翻
訳
の
諸
規
則
」。

11 [ DPV
 9 ] 「

倒
置
の
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
『
人
間
認
識
起
源
論
』〔
以
後
『
認
識
論
』
と
省
略
〕（
一
七
四
六
年
）「
倒
置
に
つ
い
て
（2-1-12, § 117-126

）」
に

お
い
て
論
じ
て
い
る
。
デ
ュ
マ
ル
セ
の
倒
置
論
も
『
ラ
テ
ン
語
習
得
の
た
め
の
体
系
的
方
法
論
』
の
影
響
で
ず
っ
と
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
（Exposition d’une m

éthode raisonnée pour 

apprendre la langue latine , Paris, 1722, p.9-50

）。
デ
ュ
マ
ル
セ
は
こ
の
倒
置
論
を
の
ち
に『
百
科
全
書
』第
三
巻
の
項
目「
構
文（construction

）」と『
文
法
論
理
学
と
諸
原
理
』（L ogique 

et principes de gram
m

aire , éd. de 1792, t . I, p.220-226

）
に
お
い
て
さ
ら
に
深
め
た
。

12 [ DPV
 10 ] 

バ
ト
ゥ
ー
が
最
近
任
命
さ
れ
た
こ
と
の
暗
示
と
思
わ
れ
る
が
、
正
確
に
は
も
は
や
わ
か
ら
な
い
。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
れ
に
つ
い
て
こ
の
書
簡
の
中
で
何
度
か
触
れ
る
。

13 [ DPV
 11]　

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
『
認
識
論
』
の
第
二
部
「
言
語
起
源
」
か
ら
「
言
語
の
進
化
」
に
か
け
て
用
い
た
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
単
語
の
起
源
と
意
味
に
つ
い
て

検
討
し
（2-1-9, 10, 11, § 80-116

）、
そ
の
後
「
自
然
な
語
順
（ordre naturel

）」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
自
然
な
語
順
を
倒
置
す
る
こ
と
は
個
別
的
な
事
例
で
あ
る( 2-1-12)

。
さ
ら
に
、
文
字

（écriture

）
や
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
（2-1-13

）。

14 [ DPV
 12 ]

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
認
識
論
』（1-2-1, §1

）
お
よ
び
（2-1-9, §82
）
を
見
よ
。

15 [ DPV
 13 ] 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
認
識
論
』（2-1-9, §82

）
を
見
よ
。

16  [ DPV
 14 ]

形
而
上
名
称
を
現
実
存
在
か
の
よ
う
に
用
い
る
傾
向
の
あ
る
実
在
論
（réalism

e philosophique

）
は
か
な
り
前
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
ロ
ッ
ク
に
顕
著
で
あ
る
（『
人

間
悟
性
論
』（3-1, §5

お
よ
び3-3, §9

））。
形
容
詞
か
ら
形
而
上
の
名
詞
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
、コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
認
識
論
』
の
以
下
の
箇
所
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
（2-1-9, §93

）。
デ
ュ
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マ
ル
セ
も
似
た
よ
う
な
論
を
『
百
科
全
書
』
第
一
巻
の
項
目
「
抽
象
」
で
展
開
す
る
が
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
ほ
ど
周
到
で
は
な
い
。

17 [ DPV
 15 ]

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
同
じ
よ
う
な
論
の
展
開
（2-1-10, § 103-104

）。

18  [

訳
註]

言
語
起
源
に
お
い
て
、
形
容
詞
は
名
詞
よ
り
先
に
形
成
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
名
詞
の
使
用
に
慣
れ
る
と
、
形
容
詞
が
名
詞
に
従
属
す
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
論
を

証
拠
づ
け
る
た
め
に
、
大
半
の
形
容
詞
が
名
詞
の
後
ろ
に
置
か
れ
る
近
代
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
順
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
日
本
語
で
は
今
日
で
も
、
デ
ィ
ド
ロ
の
考
え
る
言
語
起
源
の
語
順
と

同
じ
く
形
容
詞
は
通
常
名
詞
の
前
に
置
か
れ
る
た
め
邦
訳
が
難
し
い
が
、「
・
」
を
用
い
て
出
来
る
だ
け
原
文
に
沿
う
よ
う
に
努
め
た
。

19  [ DPV
 16 ]

諸
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
名
詞
を
定
義
し
た
の
は
ロ
ッ
ク
で
あ
る
（2-23, § 2

）。

[ G
AL 6 ]

『
認
識
論
』（2-11, §113

）、『
人
間
悟
性
論
』（3-10, §9

）。
バ
ト
ゥ
ー
は
反
対
に
、
わ
れ
わ
れ
は
も
の
（substance

）
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
も
の
こ
そ
が
最
も

単
純
に
着
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
だ
ん
だ
ん
と
述
語
（prédicat

）
が
加
え
ら
れ
る
と
考
え
た
（「
第
二
の
手
紙
」『
文
学
講
義
』
第
二
巻
）。

20  [ DPV
 17 ]

デ
ィ
ド
ロ
は
形
容
詞
に
つ
い
て
第
二
の
系
統
を
提
示
し
た
い
よ
う
に
見
え
る
。
事
実
、
デ
ィ
ド
ロ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
形
容
詞
は
、「
感
性
的
な
物
質
」
を
指
し
示
す
名
称
（nom

）

と
の
関
係
に
お
い
て
は
二
番
目
に
形
成
さ
れ
、「
形
而
上
の
名
称
」
と
の
関
係
に
お
い
て
は
一
番
目
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
理
論
が
、
彼
の
先
達
た
ち
よ
り
も
は
る
か
先
を
い
く
よ
う

な
〔
形
容
詞
論
の
〕
洗
練
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
以
前
に
、「
形
容
詞
が
す
べ
て
」
と
大
胆
に
主
張
し
た
も
の
は
誰
も
い
な
い
。

21  [

訳
註]

ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
も
多
く
の
格
変
化
が
可
能
で
、
語
順
を
比
較
的
自
由
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
倒
置
が
多
い
よ
う
に
み
え
る
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
語
順
は
基
本
的
に
一
定
な
た
め
に
倒
置
が
少
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

22  [ DPV
 18 ] 

こ
れ
は
、ポ
ー
ル=

ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の『
一
般
文
法
』に
学
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
文
法
学
者
が
主
張
す
る
学
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、ラ
ミ
神
父（Bernard Lam

y

）は
一
六
七
六
年
の『
弁
論
術
、

す
な
わ
ち
話
す
技
術
』
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
自
然
な
順
序
は
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
節
の
中
で
、
主
語
を
示
す
名
詞
（nom

）
が
最
初
に
置
か
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。
も
し
形

容
詞
に
伴
わ
れ
る
場
合
は
、
名
詞
の
す
ぐ
後
に
形
容
詞
が
置
か
れ
る
こ
と
を
求
め
る
〔
…
〕。」

23 [ DPV
 19 ]

『
認
識
論
』（2-1-12, §117

）
を
見
よ
。
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24  [ DPV
 20 ]

「
自
然
な
（naturel

）」
も
の
と
「
制
度
（institution

）」
に
由
来
す
る
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
は
、す
で
に
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
認
識
論
』
の
主
要
な
論
点
で
あ
る
（1-2-9, §35

）。

ま
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
のCh.

ヴ
ォ
ル
フ
『
合
理
的
心
理
学
』（C

h. W
olf, Psychologia rationalis, §461

）
と
デ
ュ
ボ
ス
『
詩
画
論
』
第
一
部
第
一
章
（D

u Bos, Réflexions critiques sur 

la poésie et sur la peinture , Paris, 1719, p.515.

）
へ
の
参
照
も
見
よ
（1-4-2, §27

）。

[ FLA 13 ]
諸
観
念
が
形
成
さ
れ
る
生
成
の
順
序
で
あ
る
「
自
然
な
」
順
序
と
社
会
生
活
や
言
語
表
現
の
習
慣
に
し
た
が
っ
て
展
開
さ
れ
る
諸
観
念
の
順
序
と
を
デ
ィ
ド
ロ
は
分
け
て
い
る
。
後
者

は
直
ち
に
、
理
論
の
社
会
的
実
践
、
つ
ま
り
学
問
（science

）
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

25 [ G
AL 9 ]

『
人
間
悟
性
論
』
を
見
よ
（3-6, §49

）。

26  [

訳
註]

一
般
形
而
上
存
在
に
名
詞
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
名
詞
の
使
用
に
慣
れ
た
精
神
を
持
つ
人
に
と
っ
て
は
、
名
詞
が
形
容
詞
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
に
、
名
詞
が
先
に
来
る
語

順
が
自
然
な
観
念
の
順
序
と
な
り
、
一
般
形
而
上
存
在
を
名
詞
で
代
理
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
人
の
言
語
の
順
序
が
倒
置
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

[ DPV 21 ]

思
考
の
進
化
に
お
け
る
哲
学
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
認
識
論
』（1-5, §5

）
を
見
よ
。

27 [ LAF ] 

つ
ま
り
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
ス
コ
ラ
学
。

28  [ D
PV 22 ]

デ
ィ
ド
ロ
が
こ
こ
で
示
し
た
新
旧
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
区
別
は
以
下
の
論
文
が
論
証
し
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
一
般
文
法
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
い
う
よ
り
も
は
る
か
に
ス
コ
ラ
哲
学

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
は
ス
コ
ラ
哲
学
の
体
系
と
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
し
か
影
響
力
を
持
ち
え
な
か
っ
た
（G

unvor Sahlin, César Chesneau Du M
arsais et son rôle 

dans l›évolution de la gram
m

aire générale , 1928, p.12.

）。」

[

訳
註]

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
も
『
認
識
論
』
の
な
か
で
ペ
リ
パ
ト
ス
派
が
十
二
世
紀
に
分
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（1-5, 

§5

）。

29 [ FLA 15 ]

健
聴
者
だ
が
、
身
振
り
だ
け
で
表
現
す
る
人
を
デ
ィ
ド
ロ
は
ま
ず
例
示
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
難
聴
と
唖
は
こ
の
時
代
完
全
に
一
緒
に
さ
れ
て
い
た
。

30  [ DPV
 23 ]

本
人
が
否
定
し
よ
う
と
し
な
か
ろ
う
と
、デ
ィ
ド
ロ
は
人
間「
本
性（nature

）」の
生
来
の
同
一
性
を
前
提
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
デ
ィ
ド
ロ
は
、「
発
明（invention

）」

の
系
統
的
順
序
と
「
表
現
（expression

）」
の
自
然
な
順
序
を
混
同
し
て
も
ほ
と
ん
ど
不
都
合
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
デ
ィ
ド
ロ
は
、
言
語
起
源
の
問
題
か
ら
身
振
り
に
よ
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る
言
語
活
動
へ
の
問
題
へ
と
き
わ
め
て
安
易
に
飛
躍
す
る
。
言
語
起
源
に
お
い
て
も
、
身
振
り
に
よ
る
言
語
活
動
に
お
い
て
も
、
同
じ
「
本
性
」
が
異
な
っ
た
方
法
で
示
さ
れ
る
。

聾
唖
者
の
身
振
り
の
観
察
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
認
識
論
』
を
み
よ
（1-4-2, §15

）。
た
だ
し
結
論
は
デ
ィ
ド
ロ
と
異
な
る
。

31  [

訳
註]

デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
実
験
で
、
身
振
り
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
固
有
な
品
詞
の
順
序
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
「
取
り
決
め
に
よ
る
唖
者
」
に
は
主
語
と
述
語
を
中
心

に
複
数
の
品
詞
か
ら
成
る
回
答
を
組
み
立
て
る
時
間
が
十
分
に
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

32  [ DPV
 24 ]

お
そ
ら
く『
雲
』（
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
）の
暗
示
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
も
ま
た「
滑
稽
に
な
り
」、こ
の
こ
と
が「
だ
と
し
て
も
何
が
問
題
な
の
だ
」〔
と
い
う
反
論
〕

を
根
拠
づ
け
る
。

33  [ DPV
 25 ]

『
ト
レ
ヴ
ー
論
集
（M

ém
oires de Trévoux

）』（avril 1751, p.853

）
の
指
摘
の
と
お
り
、
紀
元
前
四
世
紀
の
ス
ト
ア
派
の
祖
キ
プ
ロ
ス
の
ゼ
ノ
ン
に
誤
っ
て
、
四
世
紀
後
の
こ

の
哲
学
の
最
も
有
名
な
代
表
者
の
言
葉
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
。〔
つ
ま
り
〕
こ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
（50ca.-130ca.

）
が
哲
学
者
に
向
け
た
意
見
で
あ
る
（M

anuel, ch. XXII, dans Epicteti 

Dissertationes , éd. H
. Schenkl, Leipzig, Teubner, 1916, p.16

）。

34 [ DPV
 26 ]

こ
の
区
別
は
す
で
に
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（2-1-4, 

§34

）。

35 [ FLA
 17 ] 

バ
ト
ゥ
ー
は
ド
リ
ヴ
ェ
神
父
へ
の
「
第
二
の
書
簡
」
に
お
い
て
、
身
振
り
の
文
体
（style

）
の
個
性
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

36  [ DPV
 27 ]

こ
れ
は
も
と
も
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が『
感
覚
論（Traité des sensations

）』（
一
七
五
四
年
）に
お
い
て
展
開
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
展
開
し
た
の
は
自
分
一
人
だ
け
で
は
な
い
と
進
ん
で
認
め
る
が
（
一
七
五
四
年
十
二
月
一
日
の
「『
感
覚
論
』
で
遂
行
し
た
計
画
に
関
し
て
寄
せ
ら
れ
た
批
判
に
た
い
す
る
回
答
」『
文
芸
通

信
』（Réponse à un reproche qui m

’a été fait sur le projet exécuté dans le Traité des sensations. Voir G
rim

m
, dans la C

.L. du I er décem
bre 1754

））、
し
か
し
デ
ィ
ド
ロ
が

第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
。『
盲
人
書
簡
』
の
な
か
に
実
際
同
じ
よ
う
な
系
統
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
認
め
ら
れ
る
が
（DPV

, IV, p.41

）、コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
『
認
識
論
』

（
一
七
五
四
年
）
の
二
箇
所
（1-2-1, §3 ; 1-6, §12

）
に
す
で
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

37  [  G
AL 14 ] 

「
形
而
上
の
解
剖
学
」
は
ビ
ュ
フ
ォ
ン
が
『
人
間
の
博
物
誌
（Histoire naturelle de l’hom

m
e

）』（Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du 
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Cabinet du roi, Paris, Im
prim

erie royale, 36 vol., 1749-1788, t. III, 1749, « D
es sens en général », p.364.

）で
創
始
し
た
方
法
か
ら
着
想
さ
れ
た
。
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
も『
感
覚
論
』

（
一
七
五
四
年
）
を
執
筆
す
る
際
に
影
響
を
受
け
、
五
感
を
だ
ん
だ
ん
と
目
覚
め
さ
せ
る
彫
像
を
描
い
た
。

38 [ DPV
 28 ] 『

盲
人
書
簡
』
と
比
較
せ
よ
（DPV

, IV, p.31

）。
同
様
の
考
え
は
『
お
し
ゃ
べ
り
な
宝
石
た
ち
』
に
も
認
め
ら
れ
る
（D

PV, IV, p.119-125

）。

39 [ DPV
 29 ] 『

盲
人
書
簡
』
を
み
よ
（DPV

, IV, p.28

）。

40  [ DPV
 30 ]

デ
ィ
ド
ロ
は
普
遍
言
語（com

m
unication universelle

）の
問
題
を
提
起
し
た
最
初
の
人
物
で
は
な
い
。ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は『
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
へ
の
手
紙
』（
一
六
七
七
年
）の
な
か
で
、「
普

遍
性
や
様
々
な
国
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
少
な
く
と
も
可
能
に
す
る
合
理
的
言
語
な
い
し
合
理
的
文
字
に
関
す
る
長
年
の
計
画
に
つ
い
て
」
論
じ
て
い
る
（Leibnizens gesam

m
elte 

W
erke, dritte Folge, M

athem
atik, erster Band , Berlin, 1849

）。
デ
ィ
ド
ロ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
数
学
に
寄
せ
る
信
頼
は
疑
い
な
く
、「
触
覚
算
術
（arithm

étique 

palpable

）」
の
発
明
者
盲
人
ソ
ン
ダ
ー
ソ
ン
へ
の
熱
狂
に
由
来
す
る
。

[ FLA
 19 ]

モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
空
間
表
象
は
様
々
な
感
覚
に
共
通
で
あ
る
（
ま
た
『
聾
唖
者
書
簡
』
に
続
く
「（
ド
・
ラ
・
シ
ョ
）
嬢
へ
の
手
紙
」

も
見
よ
）。
こ
こ
か
ら
類
推
し
て
、
言
語
活
動
に
お
け
る
絶
対
的
な
順
序
を
認
め
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？

41  [ FLA
 20 ]

こ
こ
で
翻
訳
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
幾
何
学
の
秩
序
（ordre

）、
こ
れ
は
個
々
の
諸
感
覚
に
よ
っ
て
把
握
可
能
で
あ
る
が
、
諸
感
覚
の
コ
ー
ド
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
秩
序
は
完
全
に
普
遍
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
盲
人
書
簡
』
で
は
、
視
覚
よ
る
知
識
か
ら
触
覚
に
よ
る
知
識
へ
の
置
き
換
え
は
完
全
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
い
ず
れ

に
し
て
も
精
神
的
な
反
応
に
関
わ
る
場
合
は
完
全
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
類
推
す
る
と
、
異
な
る
言
語
間
で
の
完
全
な
翻
訳
は
同
じ
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

42  [

訳
註]

分
節
音
言
語
に
お
い
て
、
つ
ら
つ
ら
文
を
書
き
重
ね
る
こ
と
を
や
め
、「
省
略
（ellipse

）」
を
用
い
る
と
通
常
詳
細
が
失
わ
れ
、
明
白
で
な
く
な
る
も
の
だ
が
、
身
振
り
言
語
は
省
略
を

し
な
く
て
も
そ
も
そ
も
あ
ま
り
明
白
で
は
な
い
。

43  [ G
AL 18 ]

『
人
間
悟
性
論
』（3-2, §1

）
の
な
か
で
、
人
間
の
思
考
は
「
す
べ
て
精
神
に
お
い
て
、
他
の
人
に
は
見
え
ず
、
隠
さ
れ
た
形
で
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、「
思
考
を
構
成

す
る
見
え
な
い
観
念
が
他
の
人
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
〔
精
神
の
〕
外
に
あ
る
感
性
的
な
記
号
」
を
考
案
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
ロ
ッ
ク
は
述
べ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
一
節
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で
さ
ら
に
先
を
行
き
、
言
語
に
は
も
は
や
単
純
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
だ
け
で
な
く
、
お
よ
そ
思
考
を
構
成
す
る
と
い
い
う
る
よ
う
な
機
能
が
あ
る
。

44 [ DPV 31 ]
「
記
号
（signes

）」
と
い
う
語
の
哲
学
領
域
の
用
法
に
つ
い
て
は
、『
認
識
論
』
を
見
よ
（1-2-4, §35

）。

45  [ DPV
 32 ]

本
質
的
な
反
論
。
実
際
に
、
取
り
決
め
の
唖
者
た
ち
が
「
諸
観
念
に
与
え
る
の
に
相
応
し
い
と
判
断
し
た
順
序
」
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
し
か
し
な
が
ら
、「
主
語
と
述

語
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
て
も
述
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
」
を
形
成
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
取
り
決
め
の
唖
者
た
ち
に
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
文
法
図
式
を
押

し
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
デ
ィ
ド
ロ
自
身
、
自
分
で
作
っ
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
に
気
づ
い
て
い
る
。


