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ま
え
が
き（２
）

 

本
論
文
は
歴
史
に
お
け
る
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ（
３
）の
同
定
に
つ
い
て
計
画
さ
れ

た
著
書
の
た
め
の
準
備
か
ら
生
ま
れ
た
断
片
的
構
想
で
あ
る
。
一
九
七
七

年
執
筆
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
未
発
表
で
あ
る
。

＊

 

ト
ー
マ
ス
・
Ｓ
・
ク
ー
ン（
４
）、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー（
５
）、
ア
ウ
グ
ス
ト
・

ニ
チ
ュ
ケ（
６
）な
ど
の
研
究
者
た
ち
が
六
〇
年
代
に
た
ど
り
着
い
た
洞
察
に
よ

れ
ば
、
歴
史
の
質
的
刷
新
は
連
続
的
過
程
で
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
飛
躍

と
い
う
形
で
起
こ
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
科
学
（
学
問
）
は
そ
の
刷
新
を
そ

の
時
々
の
先
行
す
る
状
況
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
洞
察

の
具
体
的
実
例
は
一
七
七
〇
年
以
降
に
一
連
の
生
活
領
域
に
お
い
て
証
明

さ
れ
た
転
換
で
あ
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
原
因
が
人
間
的
活
動
の
外
に
あ
る
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
は
世
界
観
的
理
由
か
ら
困
難
か
も
し

れ
な
い
。
科
学
理
論
的
観
点
か
ら
は
、
し
か
し
、
た
だ
ひ
と
つ
重
大
な
反

論
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
時
間
的

変
化
を
、
そ
の
時
々
の
も
っ
と
後
の
状
態
が
あ
る
一
定
の
作
用
因
の
結
果

現
象
と
し
て
証
明
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
客
観
的
な
仕
方
で
把
握
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
時
間
は
人
間
の
主
観
の
外
に
は
存

在
し
な
い
と
の
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
誤
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
こ
の
テ
ー
ゼ
を
、
人
類
の
進
歩
は
人
類
自
身
の
所
産
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
世
界
観
上
の
絶
対
要
求
か
ら
導
き
出
し
た
の
で
あ

る
。
彼
が
構
想
し
た
進
歩
の
モ
デ
ル
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
矛
盾
を
き
た

し
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
学
問
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

＊

 

こ
の
草
稿
の
執
筆
に
先
立
っ
て
著
書
『
構
造
主
義
か
ら
潜
在
主
義
へ（
７
）』

が
執
筆
さ
れ
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
わ
た
し
は
、
新
時
代
研
究
の
さ
ま

翻
訳

新
時
代
研
究
と
カ
ン
ト（

１
）

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
ァ
ル
ク　
　

著

竹　

中　

克　

英　
　

訳
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ざ
ま
な
代
表
者
た
ち
の
認
識
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
学
問
的
状
況
を
記
述

し
よ
う
と
試
み
た
。
本
草
稿
は
こ
の
著
書
の
補
遺
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
カ
ン
ト
の
時
間
解
釈
に
対
す
る
批
判
を
通
し
て
、
草

稿
は
新
た
な
時
間
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
代
的
転
換
の
原
因
理
解
に
達

し
よ
う
と
の
試
み
を
も
準
備
し
た
の
で
あ
る
。

一
、
新
時
代
研
究
は
非
合
理
で
あ
る
か
？

 

新
時
代
研
究  N

eue Epochenforschung  

の
洞
察
は
学
問
の
世
界
で

一
般
に
承
認
さ
れ
る
に
は
ま
だ
は
る
か
に
ほ
ど
遠
い
。
ト
ー
マ
ス
・
Ｓ
・

ク
ー
ン
の
著
書
『
科
学
革
命
の
構
造
』（Kuhn, 196

（
８
）

2

）
を
読
め
ば
、
こ

の
こ
と
を
不
思
議
に
思
う
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ク
ー
ン

は
、
科
学
的
刷
新
が
過
去
に
、
し
か
も
古
い
価
値
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る

研
究
上
の
敵
対
者
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
自
ら
進
歩
に
奉
仕
し
て
い
る

と
信
じ
そ
れ
な
り
に
実
際
に
も
進
歩
を
促
進
し
て
き
た
科
学
の
代
表
者
た

ち
に
お
い
て
こ
そ
、
浸
透
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
だ
っ
た
か
を
明
ら
か

に
し
た
。
自
然
科
学
に
お
け
る
重
要
な
進
歩
は
連
続
的
か
つ
制
御
可
能
な

仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
に
存
在
す
る
研
究
史
的
状

況
か
ら
は
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
突
発
的
飛
躍
と
い
う
形
で
起
こ

る
、
と
い
う
彼
自
身
の
基
本
テ
ー
ゼ
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
ク
ー
ン
の

立
場
は
け
っ
し
て
容
易
な
も
の
で
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
そ
の
テ
ー
ゼ
は

厳
し
く
学
問
的
に
断
罪
さ
れ
黙
殺
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
か
な
り

密
度
の
高
い
学
問
的
議
論
を
国
際
的
に
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
こ
の
議
論
で
は
、
彼
は
非
合
理
に
堕
し
科
学
を
非
合
理
な
企
て
と

し
て
弾
劾
し
て
い
る
、
と
の
非
難
が
し
ば
し
ば
ク
ー
ン
に
対
し
て
持
ち
上

が
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ク
ー
ン
に
抗
し
て
合
理
性
と
科
学
と
を
防

衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
学
者
た
ち
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

 

ク
ー
ン
は
そ
の
間
に
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
自
然
科
学

の
歴
史
に
見
ら
れ
る
一
定
の
実
態
を
真
剣
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
意
味

を
問
題
に
し
た
と
き
、
自
分
の
と
っ
た
態
度
は
完
全
に
科
学
的
だ
っ
た
と

思
っ
て
い
る
、
と
強
く
強
調
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
科
学
と
合
理
性
と
は

符
合
不
離
で
あ
る
と
い
う
の
が
自
分
の
見
解
だ
、
と
。「
全
体
的
に
見
れ

ば
」、
と
彼
は
一
九
七
一
年
に
書
い
て
い
る
、「
科
学
的
態
度
と
は
合
理
性

に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
手
に
し
て
い
る
最
良
の
例
で
あ
る
」（Kuhn, 

1974, S. 1 3

（
９
）

0

）。
も
っ
と
も
、
彼
が
こ
の
見
解
を
主
張
で
き
た
の
は
、
同

時
に
彼
が
合
理
性
と
い
う
概
念
の
修
正
を
求
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。

 

「
も
し
歴
史
が
、
あ
る
い
は
何
か
ほ
か
の
経
験
的
学
問
分
野
が
わ
れ
わ

れ
を
し
て
、
科
学
の
発
展
は
本
質
的
に
わ
れ
わ
れ
が
以
前
に
は
非
合
理
だ

と
み
な
し
て
い
た
態
度
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
引
き
出
す
べ
き
結
論
は
、
科
学
は

非
合
理
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
合
理
性
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
概
念
が

さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
そ
れ
に
即
し
て
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」（Kuhn, 1974, S 130

）。

 

こ
の
要
請
に
従
う
の
は
ま
さ
に
経
験
を
積
ん
だ
学
者
に
と
っ
て
こ
そ
容

易
で
な
い
。
そ
れ
は
概
念
の
修
正
を
要
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
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の
精
神
的
生
活
の
変
更
を
も
要
求
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
合
理
性
と
い

う
概
念
を
新
た
に
捉
え
な
お
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
学
問
の
本
質
に
つ
い

て
の
表
象
も
ま
た
変
更
せ
ざ
る
を
え
ず
、
し
か
も
、
学
問
は
い
か
な
る
研

究
者
に
と
っ
て
も
個
人
的
な
生
活
空
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
テ
ク
ミ
ュ
ラ
ー（10
）が
一
九
七
四
年
に
、「
科
学
革

命
に
つ
い
て
の
ク
ー
ン
の
論
文
は
今
日
の
科
学
理
論
に
対
し
て
存
在
す
る

最
大
の
挑
戦
を
表
し
て
い
る
」（Stegm

üller, 1974, S. 167

）
（
11
）、
そ
し
て
、

そ
れ
は
「
彼
に
つ
い
て
一
応
の
知
識
を
得
た
ほ
と
ん
ど
の
哲
学
者
を
一
言

も
な
い
ほ
ど
驚
愕
さ
せ
た
の
で
あ
る
」（Stegm

üller, 1974, S. 167

）、
と

の
考
え
を
述
べ
た
の
も
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。

 

ク
ー
ン
の
著
書
が
引
き
起
こ
し
た
驚
愕
が
も
っ
と
も
だ
と
し
て
も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
科
学
に
と
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
は
ま
だ
何
ひ
と
つ
な
い
、
と

真
剣
に
異
議
を
唱
え
る
科
学
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
ク
ー

ン
の
テ
ー
ゼ
を
綿
密
に
調
べ
、
必
要
な
ら
ば
、
た
と
え
気
が
重
く
な
る
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
覚
悟
を
す
る

こ
と
だ
ろ
う
。
シ
ュ
テ
ク
ミ
ュ
ラ
ー
は
最
良
の
科
学
的
伝
統
と
そ
の
見
解

を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
こ
の
道
を
進
ん
だ
科
学
理
論
家
の
ひ
と
り
で
あ

る
。
彼
は
、
自
分
の
認
識
に
よ
れ
ば
「
ク
ー
ン
は
そ
の
批
判
者
た
ち
に
対

し
て
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
本
質
的
な
点
に
お
い
て
正
し
い
」
と
言
明
し
、

「
問
題
は
ク
ー
ン
の
主
要
テ
ー
ゼ
を
何
ら
か
の
仕
方
で
否
定
し
た
り
、
撲

滅
し
た
り
、
克
服
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、﹇
…
…
﹈
そ
れ
を
心
に

留
め
、
論
理
的
に
消
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」（Stegm

üller, 1974, S. 171

）

と
強
調
し
た
。

 

シ
ュ
テ
ク
ミ
ュ
ラ
ー
が
定
式
化
し
た
課
題
を
受
け
入
れ
る
に
は
、
ま
ず

何
よ
り
も
ク
ー
ン
が
語
っ
た
と
こ
ろ
の
「
非
通
常
的
科
学
」
に
よ
っ
て
媒

介
さ
れ
る
画
期
的
進
歩
の
た
め
に
新
し
いratio

、
す
な
わ
ち
、
新
し
い
根

拠
の
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
に
は
進
歩
の
原
因

を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
当
初
は
あ
か
ら
さ
ま
に
認
め
た
ク
ー
ン

だ
っ
た
が
、
彼
と
し
て
も
こ
の
課
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

科
学
革
命
に
つ
い
て
の
自
分
の
著
書
の
考
え
を
取
り
上
げ
て
、
彼
は
、
質

的
飛
躍
の
原
因
が
こ
れ
ま
で
に
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
科
学
共
同
体（「
サ

イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」scientific com

m
unities

）

の
独
自
性
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
の
推
測
を
究
明
し
よ
う
と
し
た

（Kuhn, 1977

）
（
12
）。
こ
の
社
会
学
的
仮
説
は
、
衝
撃
的
な
主
要
テ
ー
ゼ
が
し

ば
し
ば
反
論
と
同
時
に
き
わ
め
て
肯
定
的
な
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に

少
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
た
と
え
ば
一

九
六
二
年
の
著
書
の
ド
イ
ツ
語
版
が
ポ
ケ
ッ
ト
版
と
し
て
も
出
版
さ
れ

た
。

 

だ
が
、
ク
ー
ン
の
社
会
学
的
仮
説
こ
そ
は
ず
っ
と
以
前
に
袋
小
路
で
あ

る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
た
、
し
か
も
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
一
九
六
六
年

に
出
版
さ
れ
た
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
著
書
『
言
葉
と
物
』（13
）に
よ
っ

て
。
こ
の
著
書
も
同
じ
よ
う
に
、
科
学
の
質
的
進
歩
を
そ
の
時
々
の
所
与

の
状
況
か
ら
は
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
飛
躍
と
し
て
記
述
し
て
い
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
た
し
か
に
ク
ー
ン
の
主
要
テ
ー
ゼ
の
正
当
性
を
強
く

証
明
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
飛
躍
の
原
因
は
同
じ
学
問
分
野
の
研

究
者
の
共
同
体
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
〔
ク
ー
ン
が
推
測
し
た
〕
可
能
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性
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
同
じ
種
類
の
質
的
飛
躍
が
ま
っ
た
く
異
な
る
学

問
分
野
（
生
物
学
、
言
語
学
、
経
済
学
）
に
お
い
て
起
こ
っ
た
こ
と
が
証

明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
。

 
上
に
挙
げ
た
フ
ー
コ
ー
の
著
書
も
ま
た
た
ち
ま
ち
に
し
て
有
名
に
な
っ

た
。
た
だ
し
、
そ
の
当
初
の
成
功
は
お
そ
ら
く
主
と
し
て
誤
解
に
よ
る
も

の
だ
っ
た
。
こ
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
時
期
に
は
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス

流
の
構
造
主
義
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
的
議
論
の
中
心
に
あ
り
、―

フ
ー
コ
ー
は
ド
イ
ツ
語
版
の
序
文
で
不
機
嫌
に
も
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が

（Foucault, 1966, S. 15/18
）
（
14
）

―
著
書
は
こ
の
精
神
運
動
の
さ
ら
な
る
宣

言
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
。
構
造
主
義
は
歴
史
的
変
化
の
原
因
に
つ
い
て
の

問
い
を
除
外
す
る
が
、
そ
の
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
す
で
に
き
わ
め
て
厳

密
な
、
そ
れ
ゆ
え
、
学
問
的
に
疑
う
余
地
の
な
い
方
法
で
あ
る
こ
と
が
証

明
さ
れ
た
た
め
に
、
フ
ー
コ
ー
は
ク
ー
ン
ほ
ど
に
非
合
理
主
義
の
非
難
を

浴
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
か
ら
発
す
る
伝
統
的
科
学
に
対

す
る
挑
発
は
ク
ー
ン
以
上
に
根
本
的
だ
っ
た
。
ク
ー
ン
を
非
難
し
よ
う
と

す
れ
ば
フ
ー
コ
ー
を
も
告
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

 

だ
が
、
フ
ー
コ
ー
も
ク
ー
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
学
問
を
否
認
し
た
り
み

ず
か
ら
を
学
問
の
外
部
に
位
置
づ
け
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ク
ー

ン
以
上
に
い
っ
そ
う
断
固
と
し
て
、
科
学
の
本
質
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も

独
断
的
で
あ
ま
り
に
も
意
識
的
な
も
の
に
集
中
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
伝
統
的
表
象
を
修
正
す
る
た
め
に
弁
護
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
偉

大
な
学
問
的
飛
躍
の
原
因
は
知
の
暗
い
無
意
識
的
な
側
面
に
あ
る
、
と
推

測
し
た
。

 

「
わ
た
し
が
﹇
…
…
﹈
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
知
の
積
極
的
な
無

意
識
、
す
な
わ
ち
、
科
学
者
の
意
識
か
ら
滑
り
落
ち
な
が
ら
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
学
問
的
言
説
の
一
部
を
な
す
領
域
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

だ
っ
た
（Foucault, 1966, S. 11/12

）。
知
の
こ
の
暗
い
側
面
を
彼
は
「
真

理
へ
の
意
志
」（Foucault, 1972, S. 12

）
（
15
）
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

 

時
代
的
転
換
の
原
因
は
こ
れ
ま
で
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
探
求
精
神

der forschende Geist

の
特
性
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
の
仮
説
も

ま
た
他
方
で
は
維
持
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
り
わ
け
、

す
で
に
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
一
冊
の
著
書（
16
）に
よ
っ
て
。
こ
の
著
書

に
よ
っ
て
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ニ
チ
ュ
ケ
は
、
い
く
つ
か
の
異
質
な
学
問
に
見

ら
れ
る
並
行
的
転
換
に
つ
い
て
の
フ
ー
コ
ー
の
テ
ー
ゼ
を
印
象
的
な
し
か

た
で
証
明
す
る
の
に
貢
献
し
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
そ
の
中
で
、
中
世

に
自
然
理
論
お
よ
び
国
家
理
論
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
同
じ
種
類
の
基
本
構

想
の
転
換
を
経
験
し
た
こ
と
を
証
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら

に
ニ
チ
ュ
ケ
は
類
似
の
転
換
が
探
求
精
神
と
は
疎
遠
な
生
活
領
域
に
お
い

て
、
つ
ま
り
、
社
会
行
動
と
い
う
お
よ
そ
反
省
と
は
無
縁
な
領
域
に
お
い

て
も
起
こ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
た
め
に
、
フ
ー
コ
ー
の
推
測
は
あ
ま
り

に
短
絡
的
す
ぎ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

 

ニ
チ
ュ
ケ
の
著
書
『
中
世
に
お
け
る
自
然
認
識
と
政
治
的
行
動
』

（N
itschke, 1967

）
（
17
）
が
流
行
の
潮
流
に
乗
っ
て
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
著
書
は
こ
れ
ま
で
翻
訳
さ
れ
た
こ
と

も
な
け
れ
ば
、
ポ
ケ
ッ
ト
版
シ
リ
ー
ズ
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
間
に
、
科
学
史
お
よ
び
社
会
史
に
お
け
る
並
行
的
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転
換
に
つ
い
て
の
彼
の
基
本
テ
ー
ゼ
は
確
実
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
た
し
か
に
そ
れ
は
ま
だ
決
し
て
歴
史
家
た
ち
の
広
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス

を
得
て
い
な
い
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
重
要
な
諸
々
の
確
証
が
得
ら
れ
、

反
駁
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 

ニ
チ
ュ
ケ
の
分
析
の
妥
当
性
の
証
人
と
し
て
、
わ
た
し
は
ま
ず
第
一

に
、
た
と
え
一
番
重
要
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
わ
た
し
自
身
の
名
を

挙
げ
て
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ニ
チ
ュ
ケ
の
著
書
を
ま
だ
知
ら
な
い
ま

ま
、
わ
た
し
は
原
初
か
ら
中
世
盛
期
に
い
た
る
ド
イ
ツ
文
学
史
の
時
代
的

連
関
を
新
た
に
規
定
し
よ
う
と
試
み
た
、
そ
し
て
、
わ
た
し
が
得
た
結
果

は
、
そ
の
後
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ニ
チ
ュ
ケ
の
認
識
と
正
確
に
一

致
す
る
も
の
だ
っ
た
（Falk, 1974

）
（
18
）。
中
世
の
学
問
史
の
分
野
で
は
ヴ
ォ

ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー（
19
）が
、
す
で
に
ニ
チ
ュ
ケ
の
研
究
を
知
っ

た
上
で
徹
底
的
な
研
究
を
行
い
、
ニ
チ
ュ
ケ
の
観
察
の
妥
当
性
を
確
証
す

る
に
い
た
っ
た
（Stürner, 1975

）
（
20
）。

 

基
本
テ
ー
ゼ
の
意
義
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
妥
当

性
が
ニ
チ
ュ
ケ
が
ま
ず
最
初
に
集
中
的
に
研
究
し
た
期
間
以
外
に
お
い
て

も
証
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
フ
ー
コ
ー
が
『
言
葉
と
物
』

で
そ
の
中
心
に
お
い
た
転
換
過
程
に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
一
七
七
〇
年
頃

以
降
に
起
こ
っ
た
あ
の
転
換
過
程
に
関
し
て
な
さ
れ
た
。
フ
ー
コ
ー
に
よ

る
記
述
は
学
問
史
の
分
野
に
お
い
て
こ
の
間
に
繰
り
返
し
点
検
さ
れ
、
証

明
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
経
済
理
論

（Burkhardt 1974 und 1975 a

）
（
21
）
お
よ
び
歴
史
学
に
取
り
組
み
、
ジ
ー
ク

フ
リ
ー
ト
・
コ
ッ
ホ
は
自
然
科
学
に
（Koch, 1975

）
（
22
）、
ヴ
ォ
ル
フ
・
レ
ペ

ニ
ー
ス
は
フ
ー
コ
ー
が
考
慮
し
な
か
っ
た
各
種
の
学
問
に
（Lepenies, 

1976

）
（
23
）、
わ
た
し
自
身
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
お
よ
び
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
語
理

論
と
歴
史
理
論
に
（Falk, 1976

）
（
24
）
取
り
組
ん
だ
。
フ
ー
コ
ー
自
身
も
こ
の

間
に
、
こ
の
転
換
が
決
し
て
探
求
精
神
の
分
野
だ
け
で
な
く
「
生
活
」
領

域
に
お
い
て
も
起
こ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
た
。
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ

た
彼
の
著
書
『
監
視
と
処
罰―

監
獄
の
誕
生
』（25
）は
と
り
わ
け
法
制
史
の

分
野
に
お
け
る
類
似
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
じ
年
に
ア
ウ
グ
ス

ト
・
ニ
チ
ュ
ケ
は
「
産
業
革
命
に
お
け
る
行
動
変
化
」
に
つ
い
て
一
冊
の

著
書（
26
）を
編
み
、
そ
の
中
で
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
、
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
そ
し
て
わ
た
し
は
同
じ
転
換
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
文
学

史
に
お
い
て
（Burkhardt, 1975 b （
27
）

, Fischer, 1975 （
28
）

, Falk, 1975 （
29
））、
ニ

チ
ュ
ケ
自
身
は
同
じ
観
点
か
ら
絵
画
史
お
よ
び
憲
法
史
に
お
い
て
指
摘

し
、
ヘ
ニ
ン
グ
・
ア
イ
ヒ
ベ
ル
ク
は
一
方
で
は
経
済
に
お
い
て
、
他
方
で

は
体
操
や
舞
踊
に
現
れ
る
運
動
行
動
に
お
い
て
同
じ
転
換
が
確
認
さ
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（Eichberg, 1975 a und b

）
（
30
）。
一
九
七
六
年
に
出

版
さ
れ
た
著
書
に
お
い
て
わ
た
し
は
、
一
七
七
〇
年
の
文
学
史
的
飛
躍
を

再
度
、
し
か
も
今
度
は
い
っ
そ
う
詳
細
に
扱
い
、
そ
の
上
イ
ベ
リ
ア
地
方

の
闘
牛
に
見
ら
れ
る
類
似
の
過
程
を
記
述
し
た
（Falk, 1976

）
（
31
）。

 

ニ
チ
ュ
ケ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
、
一
九
六
二
年
の
ク
ー
ン
の
著
書
以
来

存
在
す
る
時
代
的
転
換
の
原
因
に
つ
い
て
の
問
い
の
未
解
決
性
は
、
ま
さ

に
伝
統
的
な
学
問
概
念
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
規
模
の
挑
発
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
最
初
に
フ
ー
コ
ー
が
記
述
し
た
一
八
世
紀
最

後
の
何
十
年
か
に
起
こ
っ
た
時
代
的
飛
躍
に
よ
っ
て
歴
史
が
質
的
転
換
の
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領
域
と
し
て
発
見
さ
れ
て
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
者
の
間
で

は
、
そ
の
よ
う
な
転
換
の
原
因
が
あ
る
種
の
人
間
的
行
為
に
あ
る
の
は
確

実
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
飛
躍
に
つ
い
て
、
こ
の
考

え
に
は
根
拠
が
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
が
起
こ
っ
た
こ
と

が
い
ま
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
舞
踊
の
分
野
に
お
い
て
転
換
は
バ

イ
エ
ル
ン
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
七
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
、
言
語
理
論

と
歴
史
理
論
に
お
い
て
は
七
〇
年
代
は
じ
め
に
旅
行
中
の
ヘ
ル
ダ
ー
に
お

い
て
（
フ
ァ
ル
ク
）、
認
識
論
に
お
い
て
は
一
七
七
〇
年
以
降
に
、
自
分

の
故
郷
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
を
一
度
も
離
れ
た
こ
と
の
な
い
カ
ン
ト
に
お

い
て
、
経
済
学
に
お
い
て
は
一
七
七
五
年
以
降
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
い
て
、
闘
牛
に
お
い
て
は
マ
ド
リ
ッ
ド
に
コ
ス
テ
ィ

ラ
ー
レ
ス
が
登
場
し
た
同
じ
一
七
七
五
年
に
（
フ
ァ
ル
ク
）、
憲
法
史
に

お
い
て
は
一
七
七
六
年
の
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
と
と
も
に
（
ニ
チ
ュ
ケ
）、

生
物
学
に
お
い
て
は
一
七
七
七
年
に
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
ラ
マ
ル
ク
の
著

書
と
と
も
に
（
フ
ー
コ
ー
）
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
い
か
な
る
種
類
の
人
間

的
活
動
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
パ
ノ
ラ
マ
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
？

 

し
ば
し
ば
、
歴
史
を
作
り
時
代
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
偉
大
な
る
人
物

た
ち
で
あ
る
、
と
い
っ
た
意
見
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
に
、
新
し
い

時
代
の
原
因
は
そ
の
つ
ど
、
あ
る
一
定
の
創
造
的
な
力
で
あ
る
と
仮
定
さ

れ
た
。
こ
の
力
に
は
と
き
に
は
主
と
し
て
政
治
的
・
意
志
的
性
質
が
、
と

き
に
は
な
に
よ
り
も
精
神
的
・
知
的
性
質
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
力
は

ひ
と
り
の
偉
大
な
個
人
に
よ
っ
て
一
定
の
生
活
領
域
で
、
自
分
自
身
を
越

え
て
働
く
と
こ
ろ
の
、
従
っ
て
、
他
の
人
間
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ
の

強
力
な
所
産
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

 

は
じ
め
は
個
人
的
な
新
し
い
世
界
の
見
方
が
影
響
過
程
で
時
代
的
な
見

方
へ
と
展
開
さ
れ
る
と
の
考
え
に
は
、
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
論

ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
連
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
ひ
と
つ
の

要
因
に
つ
い
て
だ
け
強
調
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
例
に

お
い
て
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
こ
そ
が
そ
の
影
響
力
に
よ
っ
て
新
し
い

持
代
を
生
み
出
し
た
偉
大
な
人
物
だ
と
み
な
す
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
思
想

が
次
第
次
第
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
だ
け
で
は
け
っ
し
て

十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
ど
の
程
度
カ
ン
ト
が
バ
イ
エ
ル
ン
や

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
二
、
三
の
人
々
を
鼓
舞
し
て
ワ
ル
ツ
の
創
造
を
促
し
た

か
、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
闘
牛
士
コ
ス
テ
ィ
ラ
ー
レ
ス
を
し
て
闘
牛
の
新
技

法
の
考
案
へ
と
鼓
舞
し
た
か
を
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
積
極
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
を

明
確
に
す
る
に
は
、
た
だ
そ
れ
ら
を
挙
示
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

 

だ
が
、
あ
る
特
定
の
生
活
領
域
（
例
え
ば
認
識
論
の
領
域
）
か
ら
ま
っ

た
く
性
質
の
異
な
る
領
域
（
例
え
ば
舞
踊
と
か
闘
牛
）
へ
ど
の
よ
う
に
影

響
力
が
働
く
の
か
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
を

先
に
あ
げ
た
す
べ
て
の
刷
新
（
お
よ
び
、
こ
こ
で
は
同
時
に
あ
げ
な
か
っ

た
そ
の
他
の
多
く
の
刷
新
）
を
最
終
的
に
引
き
起
こ
し
た
と
こ
ろ
の
あ
の

個
人
だ
と
証
明
す
る
こ
と
は
相
変
わ
ら
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
カ
ン
ト
が
実
際
に
多
大
な
影
響
力―

た
と
え
そ
の
影
響
力
が
舞
踊
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家
や
闘
牛
士
に
対
し
て
及
ぶ
こ
と
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
し

て
も―

を
獲
得
し
た
著
作
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一

七
八
一
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ま
で
に
カ
ン

ト
の
新
し
い
表
象
は
、
そ
れ
ら
が
一
七
七
〇
年
の
学
位
論
文
に
お
い
て

と
っ
た
形
態
を
通
し
て
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ

が
、
こ
の
論
文
は
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
き
わ
め
て
わ
ず

か
な
読
者
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
確
実
と
も
言
え

る
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
ワ
ル
ツ
の
考
案
者
も
闘
牛
士
コ
ス
テ
ィ
ラ
ー
レ
ス

も
そ
の
論
文
を
知
ら
な
か
っ
た
と
仮
定
で
き
る
。

 

カ
ン
ト
に
代
わ
っ
て
誰
か
他
の
重
要
人
物
を
一
七
七
〇
年
の
時
代
の
創

始
者
と
し
て
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、
原
理
的
に
は
同
じ
不
可
能
に
対
峙
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
個
々
の
人
間
の
個
人
的
活
動
が
き
わ
め
て
短
い
期
間

に
そ
の
種
類
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
生
活
領
域
に
お
い
て
、
し
か
も
、
た

が
い
に
遠
く
隔
た
っ
た
国
々
に
お
い
て
現
わ
れ
た
転
換
を
引
き
起
こ
し
た

な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

 

個
人
的
活
動
と
並
ん
で
、
時
代
転
換
の
原
因
と
し
て
は
し
ば
し
ば
集
団

的
活
動
が
措
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
を
主
張
す
る
人
々
は
、
い

か
な
る
種
類
の
集
団
的
活
動
が
は
た
し
て
ほ
ん
と
う
に
決
定
的
で
あ
る
の

か
と
い
う
点
で
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
る
者
は

政
治
的
活
動
を
、
ほ
か
の
者
は
経
済
的
活
動
を
優
先
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
あ
げ
た
一
七
七
〇
年
以
降
に
始
ま
っ
た
転
換
の
例
は
こ
う
し
た
論

争
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
時
期
に
プ

ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
北
ア
メ
リ
カ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
影
響

力
を
持
っ
た
政
治
的
事
件
や
経
済
的
事
件
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
社
会

史
的
事
件
な
ど
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
事

件
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
上
に
挙
げ
た
国
々

で
同
じ
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
そ
の
事
件
が
直
面
し
た

で
あ
ろ
う
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
状
況
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
そ

の
当
時
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
ま
た
、
も
し
そ
う

し
た
事
件
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
認
識
論
の
新
し
い
考
え
に
お

い
て
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
舞
踊
法
や
闘
牛
と
の
取
り
組
み
の
別
の
方
法

な
ど
な
ど
に
ど
う
し
て
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
か
を
決
し
て
理

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

 

人
間
の
個
人
的
活
動
に
し
ろ
集
団
的
活
動
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ

も
が
一
七
七
〇
年
前
後
に
起
こ
っ
た
時
代
転
換
を
引
き
起
こ
し
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
こ
の
結
論
は
新
時
代
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
パ
ノ
ラ
マ
か

ら
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
転
換
が
お
の

ず
か
ら
、
何
ら
か
の
原
因
な
し
に
起
こ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ

て
さ
ら
に
、
未
知
の
原
因
す
な
わ
ち
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
は
人
間
的
活
動
の
外

に
あ
る
と
必
然
的
に
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

 
す
で
に
ク
ー
ン
の
観
察
が
非
合
理
主
義
の
謗
り
を
招
い
た
と
す
る
な

ら
、
一
五
年
を
経
て
こ
の
間
に
な
さ
れ
た
新
時
代
研
究
の
さ
ら
な
る
観
察

の
い
く
つ
か
を
視
野
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
る
こ
の
確
認
も
ほ
と
ん
ど
非

合
理
主
義
の
謗
り
を
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
非
難
は
い
っ
た
い
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何
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

テ
ー
ゼ
が
親
し
み
に
欠
け
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
学
問
的
表
象
に
鋭
く
対
立
し

て
も
い
る
と
い
う
事
情
か
ら
、
な
る
ほ
ど
不
機
嫌
な
感
情
を
抱
く
の
も

も
っ
と
も
だ
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
け
っ
し
て
学
問
的

論
拠
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
非
合
理
主
義
だ
と
い
う
非
難
が
合
理

的
性
格
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
上
に
挙
げ
た
新
時
代
研
究
の
経
験
的
観
察
が

誤
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
調
査
の
結
果
と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
に

か
ぎ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
こ
れ
ら
の
観
察
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
結

論
は
ほ
と
ん
ど
批
判
の
余
地
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
帰

結
は
、
そ
の
前
提
が
妥
当
だ
と
す
れ
ば
、
思
惟
の
必
然
で
あ
る
。

 

誰
も
が
こ
こ
で
立
て
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
の
経
験
的
基
礎
を
検
証
し
、
そ
の

反
証
を
得
る
べ
く
努
め
る
よ
う
に
と
誘
わ
れ
て
い
る
。
反
証
に
成
功
し
な

い
か
ぎ
り
、
非
合
理
主
義
の
非
難
は
客
観
的
に
正
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
た
非
難
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
情
緒
的
不
安

以
外
に
ほ
か
に
何
も
表
現
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
正
直
に
告
白
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 

経
験
的
反
証
が
成
功
す
る
可
能
性
は
、
わ
た
し
の
見
る
か
ぎ
り
、
き
わ

め
て
少
な
い
。
も
っ
と
も
優
れ
た
一
八
世
紀
に
つ
い
て
の
識
者
で
あ
る
ラ

イ
ン
ハ
ル
ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク（32
）は
、
最
近
、
新
時
代
研
究
の
特
別
な
問
題
提

起
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
世
紀
の
末
ご
ろ
に
広
範
囲
に
わ
た
っ

て
意
識
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
記
述

は
新
時
代
研
究
の
代
表
者
た
ち
が
展
開
し
た
記
述
と
相
当
程
度
に
お
い
て

一
致
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
引
き
合
い
に
出
し
た
新

時
代
研
究
の
著
述
に
関
し
て
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
種
々
の
生
活
領

域
に
お
け
る
転
換
の
叙
述
が
間
違
っ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
な

か
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
新
時
代
研
究
が
転
換
の
現
わ
れ
だ
と
し
た

諸
々
の
現
象
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
生
活
領
域
の
そ
れ
以
前
の
諸

現
象
に
つ
い
て
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
す
で
に
伝
統

的
研
究
に
よ
っ
て
も
そ
の
新
種
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
の
間
で
は
、
カ
ン
ト
が
一
七
七
〇
年
の
学
位
論

文
お
よ
び
七
〇
年
代
に
仕
上
げ
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
認
識
論

に
革
命
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
疾
風
怒
濤
時
代
に
言
語
お
よ

び
歴
史
の
新
た
な
構
想
を
立
て
た
こ
と
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
彼
の
有
名

な
一
七
七
五
年
の
著
作
に
お
い
て
国
民
経
済
を
そ
の
頃
ま
で
未
知
の
観
点

か
ら
記
述
し
た
こ
と
、
コ
ス
テ
ィ
ラ
ー
レ
ス
が
闘
牛
の
基
礎
と
な
る
新
し

い
殺
害
技
法
を
案
出
し
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
が
政
治
理
論
と
実

践
の
た
め
に
完
全
に
新
し
い
地
平
を
開
い
た
こ
と
な
ど
は
と
っ
く
に
知
ら

れ
て
い
た
。
新
時
代
研
究
の
業
績
の
大
部
分
は
、
一
方
で
は
こ
れ
ま
で
の

時
代
規
定
を
厳
密
に
し
た
こ
と
に
、
他
方
で
は
性
質
が
極
め
て
異
な
る
生

活
領
域
に
妥
当
す
る
時
代
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
獲
得
し
た
こ
と
に
の
み
あ

る
。
お
そ
ら
く
現
在
あ
る
時
代
規
定
は
将
来
さ
ら
に
厳
密
に
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
、
し
か
し
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
と
は
わ
た
し
に
は
想
像
で
き
な
い
。

 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
〇
年
代
の
大
転
換
の
パ
ノ
ラ
マ
か
ら
導
か

れ
る
テ
ー
ゼ
を
完
全
に
確
実
だ
と
み
な
す
の
は
な
お
時
期
尚
早
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
学
問
的
議
論
に
お
い
て
経
験
的
知
識
が
い
か
に
重
要
で
あ
ろ
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う
と
も
、
つ
ね
に
決
定
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も

理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
学
問
的
誤
謬
の
い
く
つ
か
は
理
論
的
諸
連
関
の
枠

内
で
は
じ
め
て
認
識
可
能
に
な
る
。
い
ま
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
重
大
な
理

論
的
反
論
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

二
、
カ
ン
ト
認
識
論
か
ら
の
反
論

 

フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
が
人
間
的
活
動
の
彼
岸
領
域
か
ら
歴
史
に
働
き
か
け
、

そ
こ
に
お
い
て
時
代
の
転
換
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
通
常
の

考
え
と
決
定
的
に
矛
盾
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
的
な
種
類
の
さ
ま
ざ
ま

な
反
論
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
先
取
り
し
、
す
で
に
い
ま
の

う
ち
か
ら
考
慮
に
入
れ
て
お
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
反
論
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
も
全
然
必
要
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
理
論
的
反
証
は
、
そ
れ
が
テ
ー
ゼ
に
含
ま
れ
て
い
る
前

提
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
で
も
危
う
く
す
る
場
合
に
の
み
重
大
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
問
の
歴
史
は
し
ば
し
ば
、
格
別
手
っ
取
り
早

く
用
意
さ
れ
る
反
論
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
い

ま
の
場
合
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
テ
ー
ゼ
は
ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
か
ら
ボ
シ
ュ
エ（33
）に
い
た
る
ま
で
再
三
主
張
さ
れ
、
そ
の
理
論
的

反
論
の
た
め
の
特
別
な
努
力
は
二
〇
〇
年
以
上
も
前
か
ら
す
で
に
存
在
す

る
が
ゆ
え
に
余
計
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
か
の
歴
史
神
学
的
思
弁
の
ひ

と
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
一
見

す
る
と
こ
の
主
張
は
、
歴
史
神
学
に
お
い
て
も
こ
こ
で
立
て
ら
れ
た
テ
ー

ゼ
に
お
い
て
も
人
間
を
超
え
る
歴
史
の
力
と
い
う
思
想
が
中
心
的
な
意
味

を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
な
る
ほ
ど
示
唆
に
富
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
誤
解
を
招
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
歴

史
神
学
に
お
い
て
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
超
人
的
な
歴
史
の
力
は
神
と

同
一
で
あ
る
と
前
提
さ
れ
た
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ゼ
で
問
題

に
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
同
定
は
ま
だ
な
さ
れ

て
い
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
同
定
の
試
み
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
終
わ
ろ

う
と
も―

超
人
的
な
種
類
の
歴
史
の
力
と
し
て
、
神
以
外
に
例
え
ば
自

然
、
あ
る
い
は
人
間
本
性
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
力
が
考
え
ら
れ
よ
う

と―

、
従
っ
て
、
歴
史
の
力
に
は
か
つ
て
の
歴
史
神
学
と
は
い
ま
や

ま
っ
た
く
別
の
機
能
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
確
実
で
あ
る
。
そ

の
ほ
か
に
、
一
八
世
紀
に
た
ど
り
着
い
た
歴
史
神
学
の
反
駁
は
、
い
ま
問

題
と
し
て
い
る
諸
問
題
と
は
そ
も
そ
も
何
の
関
係
も
な
い
。
か
の
反
駁

は
、
実
際
、
最
終
的
な
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
神
を
完
全
状
態

に
お
け
る
理
性
と
し
て
定
義
し
、
こ
の
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
世
界
は

あ
ら
ゆ
る
可
能
な
世
界
の
う
ち
で
最
良
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
彼
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
後
で
は
、
そ
れ
に
続
い
て

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
神
よ
っ
て
始
動
さ
れ
た
人
類
の
発
展
は
理
性
の
諸
法
則

に
導
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
後
の
補
足
的
な
神
の
介
入
な
ど
容
認
で
き

な
い
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
論
理
的
に
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
に
は
、
歴
史
が
完
全

な
理
性
に
よ
っ
て
始
動
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
前
提
は
け
っ
し
て
含
ま
れ
て

い
な
い
、
従
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
推
論
は
、
い
か
に
そ
れ
自
身
の
前
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提
が
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
通
用
し
な
い
。

 
わ
た
し
に
思
い
浮
か
ぶ
理
論
的
反
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
う
ち

た
だ
ひ
と
つ
だ
け
が
実
際
に
重
大
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
反
論

は
カ
ン
ト
の
認
識
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
よ
う
。

 

こ
の
認
識
論
に
よ
れ
ば
、
空
間
と
時
間
は
客
観
的
与
件
で
は
な
く
、
た

だ
人
間
が
活
動
す
る
と
き
に
の
み
現
出
す
る
人
間
的
直
観
の
形
式
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
つ
ね
に
人
間
は
事
物
を
、
そ
れ
ら
が
空
間

と
時
間
の
枠
内
で
と
る
仕
方
で
し
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

で
い
ま
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
フ
ァ
ク

タ
ー
Ｘ
の
場
所
は
人
間
的
活
動
の
彼
岸
に
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
空
間
と

時
間
の
彼
岸
の
場
所
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
の
同
定
に

つ
い
て
の
問
い
に
は
つ
い
に
答
え
ら
れ
な
い
ま
ま
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な

い
、
と
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
意
味
に
お
い
て
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
は
た
し

か
に
物
自
体
で
あ
り
、
従
っ
て
、
人
間
の
認
識
の
及
ば
な
い
物
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
事
態
は
、
時
間
に
お
け
る
諸
々
の
変
化
は
、
あ
る
一
定
の
現

象
が
作
用
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
そ
の
原
因
た
る
別
の
現
象
に
還
元
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
合
理
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
カ
ン
ト

の
第
二
の
認
識
論
的
テ
ー
ゼ
と
結
び
つ
い
て
重
要
な
帰
結
を
も
た
ら
す
だ

ろ
う
。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
変
化
の
原
因
と
し
て
命
名
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
時
間
的
変
化
に
つ
い
て
の
、
と
い
う
こ
と
は
特
に
ま
た
歴
史
的

変
化
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
言
説
は
非
合
理
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

新
時
代
研
究
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
が
記
述
し
た
時
代
史
的
変
化
の
原
因
を
決

し
て
命
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
原
因
が
フ
ァ

ク
タ
ー
Ｘ
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
命
名
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら

ず
、
命
名
す
る
こ
と
が
当
面
不
可
能
で
あ
る
と
告
白
さ
れ
た
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〔
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、〕
新
時
代
研
究

の
観
察
は
最
初
か
ら
非
合
理
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
つ
か
合
理

的
な
も
の
に
変
え
る
可
能
性
は
全
然
な
い
。
そ
れ
ら
が
経
験
的
に
ま
だ
ど

れ
ほ
ど
明
白
な
も
の
に
見
え
よ
う
と
も
、
理
論
的
に
は
す
で
に
反
駁
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 

先
に
言
及
し
た
反
論
と
は
違
っ
て
、
い
ま
略
述
し
た
反
論
を
不
適
切
だ

と
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
が
人
間
的
活
動
領
域
の
彼

岸
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
は
ま
ち
が
い
な
く
カ
ン
ト
が
物
自

体
に
関
し
て
述
べ
た
断
罪
に
さ
ら
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ

た
テ
ー
ゼ
は
、
こ
の
断
罪
が
不
当
に
宣
告
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を

証
明
で
き
な
け
れ
ば
、
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

人
間
の
思
考
方
式
に
根
ざ
す
一
方
で
は
空
間
の
、
他
方
で
は
時
間
の
主

観
的
性
格
を
カ
ン
ト
が
明
ら
か
に
し
た
と
き
の
思
考
過
程
は
、
そ
の
性
質

を
非
常
に
異
に
し
て
い
る
、
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
れ
自
身
と
し
て
検

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

空
間
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
は
具
体
的
な
空
間
的
事
物
の
表

象
を
出
発
点
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
空
間
を
非
事
物
的
な
仕
方

で
テ
ー
マ
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
な
し
に

削
除
し
た
。
こ
の
こ
と
が
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
た
だ
し
、

日
常
的
経
験
に
お
い
て
空
間
は
事
物
に
お
い
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
の
上
ま
た
、
カ
ン
ト
が
空
間
的
事
物
、
例
え
ば
い
ま
い
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る
部
屋
を
感
覚
的
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
か
ら
、
空

間
そ
の
も
の
は
客
観
的
に
、
つ
ま
り
思
惟
す
る
主
体
か
ら
独
立
し
て
存
在

す
る
、
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
表
明
し
た
と
き
、
彼
の
言
う
こ

と
は
正
し
か
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
空
間
的

な
も
の
と
し
て
考
え
る
と
き
、
こ
の
第
一
の
事
物
を
空
間
的
に
包
摂
す
る

第
二
の
事
物
に
、
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
部
屋
を
家
に
関
係
づ
け
る
。
第

二
の
事
物
に
お
い
て
も
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
繰
り
返
さ
れ
、
第
三
の
事
物
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
最
後
に
は
巨
大
な
容
器
の
よ
う
に
他
の
い
っ

さ
い
の
事
物
を
包
摂
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ
と
つ
の
空
間
的

事
物
に
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
い
ま
、
そ
れ
は
空
間
そ
の
も
の

で
あ
る
と
考
え
た
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
広
い
空
間
的
事
物

に
こ
れ
以
上
関
係
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の
事
物
を

空
間
的
に
考
え
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
か
く
し
て
、
実
際
に
は
空

間
そ
の
も
の
は
事
物
的
-
客
観
的
に
実
存
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
主

観
の
思
惟
を
通
し
て
は
じ
め
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
事

物
は
非
空
間
的
な
仕
方
で
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
物
自
体
と
し
て
は
考
え
ら

れ
な
い
、
と
の
結
論
は
依
然
と
し
て
説
得
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
の

実
例
を
用
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
間
的
に
延
長
さ
れ

た
事
物
と
は
ひ
と
つ
の
文
書
で
も
あ
り
え
る
。（
文
書
が
ふ
つ
う
は
空
間

の
三
つ
の
次
元
す
べ
て
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
の
た
だ
二
つ
し
か
必
要
と

し
な
い
、
と
い
う
事
情
は
理
論
的
に
は
意
味
を
持
た
な
い
、
し
か
し
、
こ

の
例
を
単
純
化
す
る
の
に
役
に
立
つ
。）
と
こ
ろ
で
、
文
書
は
、
読
者
が

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
左
上
か
ら
始
め
、
文
字
を
右
端
ま
で
追
い

か
け
、
そ
れ
か
ら
一
行
下
が
っ
て
新
た
に
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
洋
で
は
自
明
と
も
思
え
る
秩

序
で
あ
る
、
し
か
し
、
右
上
、
左
下
、
右
下
か
ら
始
め
る
と
い
っ
た
別
の

秩
序
を
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
秩
序
体
系
が

象
形
文
字
文
書
の
よ
う
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
、
事
情
に
よ
っ
て
は
左
か

ら
で
も
右
か
ら
で
も
、
つ
ま
り
、
つ
ね
に
中
心
の
神
の
名
に
む
か
っ
て
配

置
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
え
う
る
す
べ
て
の
配
置
が

た
だ
ひ
と
つ
の
具
体
的
な
も
の
に
包
括
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
物
自

体
が
そ
の
文
字
の
配
置
か
ら
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ど
の
具
体
的

な
配
置
も
他
の
配
置
を
事
物
的
実
現
か
ら
排
除
す
る
。
物
自
体
は
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
表
象
不
可
能
で
あ
る
。

 

事
物
的
空
間
の
主
観
性
と
空
間
的
な
物
自
体
の
認
識
不
可
能
性
に
つ
い

て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
は
今
日
に
お
い
て
も
ま
だ
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
に
対
す

る
上
に
素
描
し
た
反
論
は
ま
だ
そ
の
正
当
性
を
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
が
そ
の
テ
ー
ゼ
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、
空
間
的
連
関
で
は
な
く
時
間
的
連
関
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
と
同
じ
よ
う
に
、

時
間
も
ま
た
つ
ね
に
ま
ず
人
間
的
主
観
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が

検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
見
し
て
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
事
物
的
空
間
の
主
観
性
に
つ
い
て
の
テ
ー

ゼ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
確
固
と
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
事
物
は
感
性
的
知
覚
に
お
い
て
は
つ
ね
に
空
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間
的
事
物
と
し
て
現
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
そ
の
時

間
性
と
い
う
性
格
が
現
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
事
物
の
時
間
連
関
が

明
ら
か
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
構
想
力Einbildungskraft

が
活
動

す
る
と
き
の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、「
諸
現
象
は

交
互
に
継
起
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
諸
物
の
あ
る
状
態
が
あ
る

時
間
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
れ
以
前
の
状
態
に
お
い
て
は
そ
の
状
態
の
反

対
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
覚
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
も
と

も
と
時
間
の
う
ち
に
あ
る
二
つ
の
知
覚
を
連
結
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
連
結
は
単
な
る
感
官
や
直
観
の
仕
事
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
内
的
感

官
を
時
間
関
係
に
関
し
て
規
定
す
る
構
想
力
の
総
合
的
能
力
の
産
物
で
あ

る
。」（Kant, 1956, S. 226

）（
二
八
九
頁
）
（
34
）。
時
間
の
主
観
性
は
こ
の
容
易

に
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
実
態
に
よ
っ
て
す
で
に
証
明
さ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
？

 

カ
ン
ト
は
時
間
の
主
観
性
お
よ
び
そ
の
客
観
的
非
在
を
強
く
強
調
し

た
。「
時
間
は
内
的
感
官
の
形
式
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
わ
れ

わ
れ
の
内
的
状
態
を
直
観
す
る
形
式
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
時

間
は
外
的
現
象
の
い
か
な
る
規
定
で
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
間

は
形
態
や
状
態
等
々
に
は
属
さ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
時
間
は
わ
れ
わ

れ
の
内
的
状
態
に
お
け
る
表
象
の
関
係
を
規
定
す
る
。」（Kant, 1956, S. 

80‒81

）（
一
一
〇
頁
）「
し
た
が
っ
て
、
時
間
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
〈
人
間
的
〉
直
観
﹇
…
…
﹈
の
主
観
的
制
約
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
、
主
観
の
外
に
お
い
て
は
無
で
あ
る
。（Kant, 1956, S. 82

）（
一
一

一
頁
）

 

だ
が
、
カ
ン
ト
が
時
間
を
人
間
的
構
想
力
の
産
物
と
し
て
記
述
す
る
だ

け
で
満
足
し
て
い
た
ら
、
主
観
性
の
概
念
は
時
間
に
つ
い
て
は
空
間
に
つ

い
て
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
空
間
的
な
も
の
は

不
変
的
な
も
の
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
そ
れ
が
主
観
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
ね
に
同
じ
仕
方
で
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の

人
間
的
考
え
に
基
づ
い
て
空
間
を
生
み
出
す
個
人
は
す
べ
て
、
そ
の
個
人

的
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
空
間
に
存
在
し
て
い
る
。
時
間
の
本
質

の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
変
転
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
。
完
全

に
互
い
に
一
致
す
る
よ
う
な
二
つ
の
時
間
的
状
況
は
存
在
し
な
い
。
人
間

と
し
て
の
個
人
が
そ
の
構
想
力
に
よ
っ
て
時
間
を
生
み
出
す
と
す
れ
ば
、

そ
の
時
に
生
ず
る
の
は
無
数
の
個
の
共
通
領
域
で
は
な
く
無
連
関
な
カ
オ

ス
で
あ
る
。
こ
の
カ
オ
ス
に
注
目
す
る
な
ら
、
国
家
と
い
う
公
的
機
関
の

存
在
も
時
間
的
出
来
事
に
つ
い
て
の
学
で
あ
る
歴
史
学
の
存
在
も
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

こ
の
困
難
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
時
間
は
も
し
か
し
た
ら
客
観
的
諸
連

関
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
問
う
契
機
に
な
り
え

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
、
個
人
の
時
間
産
出
の
カ
オ
ス
を
秩
序
づ
け
る

こ
と
の
で
き
る
、
人
間
に
固
有
の
精
神
力
を
あ
く
ま
で
探
そ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
精
神
力
は
実
際
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
悟
性
は
そ
の
時
々
の
状
況
と
は
無
関
係
な
普

遍
的
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
秩
序
を
生
む
こ
と
が

で
き
る
。
秩
序
を
も
た
ら
す
こ
の
概
念
と
は
原
因
と
結
果
と
い
う
概
念
で

あ
る
、
と
。
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「
と
こ
ろ
で
、
こ
の
客
観
的
関
係
が
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
さ

れ
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
状
態
の
間
の
関
係
が
次
の
よ
う
に
思
惟
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、二
つ
の
状
態
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
前
に
、

ど
ち
ら
か
が
後
に
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
逆
に
定
立
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
し
て

規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

総
合
的
統
一
の
必
然
性
を
伴
っ
て
い
る
概
念
は
、
知
覚
の
う
ち
に
は
な
い

純
粋
悟
性
概
念
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
原

因
と
結
果
の
関
係
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
原
因
は
結
果
を
時

間
の
う
ち
に
帰
結
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
構
想
の
う
ち
で

先
行
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
あ
る
い
は
お
よ
そ
ど
こ
に
も
知
覚
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
）或
る
も
の
と
し
て
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
諸
現
象
の
継
起
を
、
従
っ
て
す
べ
て
の
変
化
を

原
因
性
の
法
則
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
経
験
、
す
な
わ
ち
、

諸
現
象
に
つ
い
て
の
経
験
的
認
識
で
さ
え
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
経
験
の
諸
対
象
と
し
て
の
諸
現
象
そ
の
も
の
は
た
だ
ま
さ
に
そ

の
法
則
に
し
た
が
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。」（Kant, 1956, S. 227
）（
二

八
九‒

二
九
〇
頁
）。

 

上
に
挙
げ
た
文
は
カ
ン
ト
の
時
間
理
論
を
要
約
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

こ
の
理
論
に
基
づ
い
て
新
時
代
研
究
に
対
し
て
主
張
さ
れ
る
根
本
的
な
反

論
を
い
ま
い
ち
ど
明
確
に
す
る
。
伝
統
的
学
問
全
体
は
そ
の
理
論
的
基
礎

を
カ
ン
ト
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
伝
統
的
学
問
全
体

か
ら
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
反
論
で
あ
る
。
こ
の
反
論
を
次
の
よ
う
に
定
式

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
現
象
が
因
果
律
に
即
し
て
考

察
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
ひ
と
つ
の
変
化
が
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
か
ら
、
新
時
代
研
究
の
代
表
者
た
ち
が
報
告
し
て
い
る
観
察
の
ど
れ
ひ

と
つ
と
し
て
経
験
的
認
識
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
い

か
な
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
新
種
的
と
記
述
さ
れ
た
現
象
が
ひ
と
つ
の
原

因
に
帰
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
新
時
代
研
究

の
す
べ
て
の
著
書
は
、
一
般
的
概
念
を
指
針
と
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら

の
個
人
的
な
構
想
力
に
導
か
れ
た
似
非
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
に
ま
と
も
に

対
応
す
る
契
機
も
全
然
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
は
つ
ね
に
ま
ず
人
間
の

活
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
的
な
出
来
事
を
引
き
起

こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
け
っ
し
て
人
間
外
的
な
働
き
で
は
な
く
、
唯
一

人
間
自
身
の
み
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

 

こ
の
反
論
を
カ
ン
ト
の
威
信
と
と
も
に
二
百
年
に
わ
た
る
学
問
的
伝
統

が
支
持
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
こ

こ
で
証
明
し
て
お
こ
う
。
当
然
そ
の
場
合
に
、
カ
ン
ト
の
時
間
論
は
ま
っ

た
く
の
誤
り
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
も
し
そ
の
理
論

が
真
理
の
核
心
を
含
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
も
深
い
長

期
に
わ
た
る
影
響
力
を
行
使
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
カ
ン
ト
の
理
論
は
そ
の
説
得
力
を
、
個
々
の
事
物
は
そ
れ
が
感

性
的
知
覚
に
現
わ
れ
る
仕
方
で
は
そ
の
時
間
的
関
係
に
つ
い
て
い
か
な
る

情
報
も
も
た
ら
さ
な
い
、
と
い
う
特
に
そ
の
理
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
得

て
い
る
。
こ
の
理
論
を
打
ち
倒
す
こ
と
は
不
可
能
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
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に
ま
た
、
カ
ン
ト
の
そ
の
次
の
思
想
、
す
な
わ
ち
、
時
間
は
個
々
の
事
物

を
越
え
て
別
の
事
物
と
の
そ
の
関
係
を
問
題
に
す
る
と
き
に
の
み
視
野
に

入
っ
て
く
る
と
い
う
思
想
は
依
然
と
し
て
納
得
で
き
る
。
最
後
に
ま
た
、

因
果
関
係
と
は
以
前
の
も
の
と
以
後
の
も
の
と
の
違
い
を
鮮
明
に
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
関
係
で
あ
る
、と
い
う
の
も
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、

決
定
的
な
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
る
の
は
、
因
果
関
係
が
時
間
認
識
に

と
っ
て
唯
一
重
要
な
関
係
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
で
あ
る
。

 

こ
の
主
張
を
維
持
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
事
物
が
わ
れ
わ
れ
に
通
常

そ
の
物
に
固
有
の
連
関
の
外
に
お
い
て
可
視
的
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
例

え
ば
、
荒
野
の
砂
の
中
に
一
個
の
リ
ン
ゴ
を
見
つ
け
る
と
い
っ
た
と
き
に

は
、
し
ば
し
ば
こ
れ
は
完
全
に
妥
当
す
る
。
そ
の
よ
う
な
非
通
常
的
な
観

察
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
く
の
は
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
事
物

の
状
態
と
そ
の
原
因
と
の
関
係
だ
け
で
あ
る
と
言
え
る
。
誰
も
し
く
は
何

が
働
い
て
、
と
例
え
ば
誰
も
が
問
う
こ
と
だ
ろ
う
、
リ
ン
ゴ
は
荒
野
の
砂

の
中
に
落
ち
た
の
か
、
と
。
だ
が
、
一
個
の
リ
ン
ゴ
が
木
の
枝
に
あ
る
の

を
見
た
と
き
に
は
、
ま
っ
た
く
別
の
状
況
に
お
か
れ
る
。
そ
の
リ
ン
ゴ
と

と
も
に
そ
の
木
が
、
そ
の
ほ
か
に
別
の
木
々
、
茂
み
、
ほ
か
の
植
物
が
、

そ
し
て
い
た
る
と
こ
ろ
に
果
実
が
知
覚
さ
れ
る
。
そ
の
一
個
の
リ
ン
ゴ
に

遭
遇
す
る
の
は
実
の
た
わ
わ
に
な
る
風
景
、
す
な
わ
ち
秋
と
い
う
包
括
的

な
シ
ス
テ
ム
の
内
に
お
い
て
で
あ
る
。

 

こ
の
例
は
通
常
の
場
合
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
仕
方
を
代
表
し
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
は
事
物
を
通
常
孤
立
的
に
そ
の
単
な
る
感
性
的
連
関
に
お

い
て
知
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
シ
ス
テ
ム

と
し
て
の
性
格
を
備
え
た
連
関
に
お
い
て
知
覚
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
時

間
的
に
異
な
る
事
物
の
状
態
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
ふ
つ
う
は
異
な
る
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ス
テ
ム
は
い
か
な
る
場

合
に
も―

感
性
的
に
知
覚
さ
れ
た
個
々
の
事
物
と
違
っ
て―

時
間
的

に
異
な
る
他
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
示
唆
を
わ
れ

わ
れ
は
子
供
の
と
き
か
ら
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
を
学
ぶ
。
各
人
は
果
実

の
た
わ
わ
に
な
る
風
景
に
あ
っ
て
は
、
花
咲
き
乱
れ
て
い
た
時
間
的
に
以

前
の
シ
ス
テ
ム
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
示
唆
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
注
目
す
る

だ
ろ
う
。
シ
ス
テ
ム
「
秋
」
と
シ
ス
テ
ム
「
春
」
と
の
相
違
は
わ
れ
わ
れ

の
眼
前
に
非
常
に
は
っ
き
り
と
現
れ
る
。
そ
の
際
に
因
と
果
を
問
う
必
要

性
は
存
在
し
な
い
。

 

因
果
的
時
間
思
考
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
漠
然
た
る
形
式
で
の
人
類

の
共
有
財
産
で
し
か
な
い
。
厳
密
な
形
で
そ
れ
が
重
要
性
を
持
つ
に
至
っ

た
の
は
西
洋
文
化
に
至
っ
て
で
あ
り
、
こ
と
に
カ
ン
ト
以
降
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
お
い
て
人
間
は
み
ず
か
ら
の
進

む
べ
き
方
向
を
時
間
的
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に

お
い
て
も
、
ま
だ
因
果
的
思
考
能
力
の
な
い
子
供
た
ち
で
さ
え
、
以
前
と

以
後
と
を
完
全
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
時
間

思
考
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
間
の
基
本
的
仕
組
み
に
属
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

 
こ
の
時
間
思
考
は
論
理
的
に
は
因
果
的
時
間
思
考
よ
り
も
本
源
的
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
前
と
以
後
と
が
存
在
す
る
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て

い
て
は
じ
め
て
、
原
因
と
結
果
に
つ
い
て
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
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る
。
あ
る
程
度
ま
で
カ
ン
ト
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
彼
は
因
果
思

考
に
別
の
時
間
規
定
を
、
つ
ま
り
構
想
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
時
間

規
定
を
先
行
さ
せ
た
。
だ
が
、
彼
は
前
・
因
果
的präkausal

時
間
規
定

が
客
観
的
な
実
態
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
覚
悟
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

春
と
秋
と
い
っ
た
時
間
的
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間
の
構
想
力
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ

る
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
い
な
い
世
界
に
お
い
て
も
存
在
し
う
る
だ
ろ
う
。

実
際
に
そ
れ
ら
は
動
物
に
よ
っ
て
も
知
覚
さ
れ
る
、
し
か
も
、
し
ば
し
ば

人
間
の
知
覚
が
遠
く
及
ば
な
い
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

 

カ
ン
ト
の
時
間
論
は
、
一
方
で
は
因
果
連
関
を
超
え
た
明
確
な
時
間
認

識
の
可
能
性
を
否
定
し
、
他
方
で
は
客
観
的
時
間
の
存
在
を
否
定
す
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
二
つ
の
基
本
的
な
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
。
最
初
に
あ
げ

た
誤
謬
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
時
代
研
究
の
因
果
的
方
法
に
対

し
て
な
さ
れ
る
根
本
的
反
論
は
崩
れ
る
。
第
二
の
誤
謬
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
主
観
の
彼
岸
に
お
い
て
作
用
す
る
歴
史
の
力
の

論
究
に
対
し
て
な
さ
れ
る
反
論
は
そ
の
基
盤
を
失
う
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト

の
時
間
構
想
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
新
時
代
研
究
お
よ
び
フ
ァ

ク
タ
ー
Ｘ
の
テ
ー
ゼ
に
反
対
す
る
理
論
的
論
拠
が
実
際
に
外
見
ど
お
り
に

唯
一
重
要
な
論
拠
だ
と
す
る
な
ら
、
理
論
的
な
種
類
の
重
大
な
反
論
は
も

は
や
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

 

こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
新
時
代
研
究
の
認
識
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
あ
の
新
し
い
諸
問
題
に
、
さ
ら
に
は
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
の
同
一

性
に
つ
い
て
の
緊
急
の
問
い
に
直
接
向
か
う
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
思
惟
を
通
し
て
処
女
地
に
踏
み
込
も
う
と

す
る
試
み
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
試
み
も
学
問
的
伝
統
へ

の
回
帰
的
連
関
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ

う
な
連
関
を
打
ち
立
て
る
こ
と
は
、
い
ま
の
ケ
ー
ス
で
は
困
難
だ
ろ
う
。

 

一
八
世
紀
の
最
後
の
三
半
期
ま
で
歴
史
と
の
学
問
的
取
り
組
み
を
支
配

し
た
の
は
、
人
類
に
お
け
る
変
化
は
永
遠
的
な
基
準
と
の
関
係
か
ら
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
が
歴
史
的
人

間
に
と
っ
て
永
遠
的
基
準
な
ど
決
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

こ
れ
か
ら
も
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
発
見

し
て
以
来
、
こ
の
考
え
は
廃
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え―

そ
し
て
、
そ
の
限
り

に
お
い
て―

ヘ
ル
ダ
ー
以
前
の
歴
史
思
考
の
伝
統
と
の
肯
定
的
連
関
を

打
ち
立
て
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
肯
定
的
連
関
に
と
っ
て
疑
問
に

付
さ
れ
た
の
は
た
だ
最
近
二
百
年
間
の
伝
統
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ
の

時
期
に
歴
史
的
学
問
は
今
日
に
至
っ
て
も
な
お
反
駁
さ
れ
て
い
な
い
ヘ
ル

ダ
ー
の
基
本
テ
ー
ゼ
に
導
か
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
カ
ン
ト
が
与
え
た
時

間
解
釈
に
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
導
か
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
カ

ン
ト
の
誤
謬
は
最
近
二
百
年
の
歴
史
思
考
に
入
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

 
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
当
然
必
ず
し
も
こ
の
伝

統
が
今
日
で
は
無
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
。
カ

ン
ト
の
理
論
は
決
し
て
完
全
に
誤
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
依
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拠
す
る
者
は
た
し
か
に
多
く
の
真
実
を
発
見
し
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
真
実
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
れ

が
全
体
的
な
陳
述
の
ど
の
領
域
に
お
い
て
期
待
で
き
る
か
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
お

そ
ら
く
カ
ン
ト
の
誤
謬
に
感
染
し
た
領
域
を
で
き
る
か
ぎ
り
明
確
に
限
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
課
題
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
伝
統
的
な
歴
史
科
学
を
根
本
的
に
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
、 

カ
ン
ト
の
解
放
的
歴
史
モ
デ
ル
に
お
け
る
矛
盾

 

カ
ン
ト
の―

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
彼
に
端
を
発
す
る
学
問
の―

根

本
的
欠
陥
は
客
観
的
時
間
の
存
在
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
と
い

う
の
は
、
合
理
的
な
時
間
連
関
を
因
果
的
時
間
連
関
に
限
定
す
る
と
い
う

第
二
の
本
質
的
欠
陥
は
第
一
の
欠
陥
の
必
然
的
現
象
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
何
が
カ
ン
ト
を
し
て
時
間
を
人
間
の
活
動
に
結
び
つ

け
よ
う
と
さ
せ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
と
く
に
重
要
だ
と
思
わ
れ

る
。

 

こ
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
推
測
が
成
り
立
つ
。
だ
が
、
わ
た
し
が

考
え
る
に
、
一
義
的
な
情
報
は
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
発
表
し

て
二
、
三
年
後
、
つ
ま
り
一
七
八
六
年
に
『
人
間
の
歴
史
の
始
元
に
つ
い

て
の
諸
々
の
憶
測
』（35
）の
表
題
で
印
刷
に
付
し
た
論
文
か
ら
得
ら
れ
る
。
こ

の
論
文
は
、
一
七
八
四
年
に
出
版
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
『
人
類
の
歴
史
の

哲
学
の
た
め
の
理
念
』（36
）の
第
一
巻
を
カ
ン
ト
が
読
み
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
明
ら

か
に
し
た
歴
史
過
程
に
お
け
る
人
間
の
質
的
転
換
を
い
か
に
し
て
哲
学
的

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
一
連
の
小
論
文

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
上
に
挙
げ
た
論
文
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
楽
園
と
堕

罪
に
つ
い
て
の
聖
書
の
物
語
に
依
拠
し
、
認
識
の
樹
の
実
を
食
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
た
最
初
の
質
的
変
化
を
例
に
と
っ
て
か
の
歴
史
的
進
歩
の

基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
こ
の
物
語
を
そ
の
モ
デ
ル
の
た
め
の

素
材
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
。

 

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
モ
デ
ル
に
は
な
ぜ
カ
ン

ト
が
客
観
的
時
間
を
認
め
な
い
か
と
い
う
問
い
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
ひ

と
つ
の
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
す
で
に
か
つ
て
、
つ
ま
り
著

書
『
構
造
主
義
か
ら
潜
在
主
義
へ
』（37
）に
お
い
て
、
こ
の
矛
盾
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
読
者
に
理
解
で
き
る
よ

う
な
仕
方
で
は
成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
少
な
く
と
も
わ
た
し
の
批
評

家
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
・
ノ
ル
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
が
そ
れ
に
つ
い
て
報
告
し
て
い

る
が
、
そ
こ
で
は
わ
た
し
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
を
わ
た
し
自
身
で
さ
え

わ
ず
か
し
か
再
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

「
フ
ァ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
堕
罪
は
カ
ン
ト
の
堕
罪
解
釈
で
も
っ
て
始

ま
っ
た
。
こ
こ
で
著
者
は
純
粋
理
性
批
判
の
著
者
の
重
大
な
思
惟
の
あ
や

ま
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、カ
ン
ト
お
よ
び
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、

楽
園
の
ア
ダ
ム
は
一
方
で
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
特
性
を
備
え
た
ま
っ
た
く

品
行
方
正
に
し
て
か
つ
完
璧
な
模
範
だ
っ
た
が
、
堕
罪
の
と
き
に
は
じ
め

て
彼
の
自
由
を
用
い
た
の
だ
と
い
う
。
カ
ン
ト
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、
こ

れ
は
『﹇
…
…
﹈
単
な
る
動
物
的
被
造
物
の
未
開
性
か
ら
人
間
性
へ
の
移
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行
』
だ
っ
た
。

 
も
し―

と
、
フ
ァ
ル
ク
は
鋭
く
結
論
す
る―

禁
断
の
実
を
味
わ
っ

て
は
じ
め
て
、
そ
の
こ
と
が
動
物
か
ら
人
間
を
、
そ
し
て
無
辜
の
者
か
ら

罪
人
を
生
み
出
す
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
な
罪
人
を
罪
な
き
自
由
人

へ
解
放
し
よ
う
と
す
る
の
は
理
に
合
わ
な
い
。

 

こ
の
矛
盾
し
た
対
立
構
造
、
す
な
わ
ち
、
人
間
に
し
て
自
由
な
罪
人
で

あ
る
か―

そ
れ
と
も
不
自
由
で
は
あ
る
が
そ
の
と
き
に
は
動
物
で
あ
る

か
と
い
う
対
立
構
造
か
ら
、
フ
ァ
ル
ク
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
り
の
自
由
な

人
間
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
、
す
な
わ
ち
罪
な
き
も
の
に
し
よ
う
と
す
る

者
は
す
べ
て
、
本
当
は
人
間
に
つ
い
て
の
理
論
で
は
な
く
人
間
＝
動
物
に

つ
い
て
の
、
す
な
わ
ち
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
に
つ
い
て
の
理
論
を
追
求
す
る
者

だ
と
の
弾
劾
が
帰
結
さ
れ
る
。―
奇
妙
な
解
放
概
念
で
あ
る
。」

（N
ordhofen, 1977, S. 19

）
（
38
）。

 

わ
た
し
が
カ
ン
ト
の
モ
デ
ル
と
の
連
関
で
解
放Em

anzipation

と
い

う
概
念
を
導
入
し
た
、
と
ノ
ル
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
が
言
う
の
は
正
し
い
。
し

か
し
、
ど
う
い
う
意
味
で
こ
の
概
念
が
導
入
さ
れ
た
か
は
、
わ
た
し
が
そ

の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
テ
ー
ゼ
を
わ
た
し
自
身
の
理
解
に
即
し

て
要
約
し
な
い
か
ぎ
り
、
お
そ
ら
く
明
確
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 

カ
ン
ト
は
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
二
つ
の
状
態
を
記
述
し
た
、
す
な
わ

ち
楽
園
で
の
存
在
に
よ
っ
て
状
態
Ａ
を
、
善
悪
の
認
識
の
樹
を
食
べ
る
こ

と
に
よ
っ
て
状
態
Ｂ
を
。
そ
の
場
合
に
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
移
行―

と
同

時
に
、
質
的
変
化―

が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
か
が
説
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
説
明
の
た
め
に
、
カ
ン
ト
に
は
初
期
状
態

Ａ
に
つ
い
て
二
つ
の
記
述
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 

記
述
Ⅰ
に
よ
る
状
態
Ａ
：

 

楽
園
に
お
け
る
生
き
も
の
と
は
人
間
の
本
質
的
な
特
性
の
す
べ
て
を
備

え
た
、
と
り
わ
け
発
話
能
力
・
思
考
能
力
を
備
え
た
人
間
だ
っ
た
。
典
拠: 

「
わ
た
し
は
こ
の
夫
婦
を
、
猛
獣
の
襲
撃
か
ら
護
ら
れ
て
い
て
、
暮
ら
し

の
糧
の
す
べ
て
が
自
然
に
よ
っ
て
豊
か
に
提
供
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所

に
置
く
こ
と
に
し
よ
う
。
い
わ
ば
、
つ
ね
に
温
暖
な
地
の
園4

で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
さ
ら
に
わ
た
し
は
、
こ
の
夫
婦
が
自
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
を
用

い
る
熟
練
の
点
で
、
す
で
に
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
あ
と
の
状
態
だ

け
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
自
然
本
性
が
完
全
に
未
開

な
状
態
を
始
元
と
は
し
な
い
。﹇
…
…
﹈
そ
れ
ゆ
え
、
最
初
の
人
間
は
直4

立4

し
て
歩
行
4

4

す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
話
す
4

4

こ
と
が
で
き
た
し
（
モ
ー
セ

第
一
書
、
第
二
章
、
第
二
〇
節
）、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
論
じ
る

4

4

4

こ
と
、
す
な

わ
ち
関
連
し
あ
う
諸
概
念
に
し
た
が
っ
て
話
す
こ
と
も
で
き
た
（
第
二
三

節
）。
つ
ま
り
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」（Kant, 1964, S. 

86/87

）（
九
六
・
九
七
頁
）
（
39
）。

 

記
述
Ⅱ
に
よ
る
状
態
Ａ
：

 
楽
園
に
お
け
る
生
き
も
の
は
、
ま
だ
人
間
で
は
な
く
、
本
能
に
完
全
に

従
属
し
、
理
性
的
な
思
考
能
力
の
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
本
質
的
に
は
不
自
由

な
動
物
だ
っ
た
。
典
拠: 「
人
間
の
歴
史
の
第
一
期
に
関
す
る
上
記
の
叙
述

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、﹇
…
…
﹈
楽
園
か
ら
、人
間
が
外
に
出
た
こ
と
は
、
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単
な
る
動
物
的
な
被
造
物
の
未
開
性
か
ら
人
間
性
へ
の
移
行
で
あ
り
、
本

能
の
歩
行
器
か
ら
理
性
の
指
導
へ
の
移
行
で
あ
り
、
一
言
で
い
え
ば
、
自

然
の
後
見
か
ら
自
由
の
状
態
へ
の
移
行
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」（Kant, 

1964, S. 92

）（
一
〇
三
頁
）。

 

わ
た
し
の
見
る
か
ぎ
り
、
楽
園
の
生
き
も
の
は
完
全
な
人
間
で
あ
り
動

物
で
は
な
い
（
Ⅰ
）
と
す
る
陳
述
と
、
そ
れ
は
動
物
で
は
あ
る
が
人
間
で

は
な
か
っ
た
（
Ⅱ
）
と
す
る
陳
述
と
を
、
ノ
ル
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
が
示
唆
し

た
よ
う
に
（
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
具
体
的
な
解
決
策
を
示
唆
す
る
こ
と
さ
え

な
か
っ
た
）
何
ら
か
の
知
的
操
作
に
よ
っ
て
宥
和
す
る
可
能
性
は
な
い
。

二
つ
の
陳
述
は
モ
デ
ル
の
同
じ
状
態
Ａ
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

私
見
に
よ
れ
ば
、
明
ら
か
に
矛
盾
を
呈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
を
半
身

半
獣
に
歪
め
る
重
大
な
思
惟
の
あ
や
ま
り
を
表
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
よ

う
な
（
当
然
わ
た
し
の
考
え
か
ら
し
て
も
）
偉
大
な
西
洋
の
思
想
家
の
ひ

と
り
が
こ
の
陳
述
を
行
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
客
観
的
な
契
機
に
欠
け
て

い
る
た
め
に
、
こ
の
見
解
を
修
正
す
る
き
っ
か
け
に
は
な
ら
な
い
が
、
ど

う
し
て
思
考
の
あ
や
ま
り
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
問
う
き
っ
か
け

に
は
な
る
だ
ろ
う
。
知
性
の
不
足
が
原
因
だ
と
す
る
可
能
性
は―
こ
の

点
で
は
カ
ン
ト
に
対
す
る
わ
た
し
の
尊
敬
の
念
は
ま
だ
働
い
て
い
る―

は
じ
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
説
明
の
手
が
か
り
と
し
て

は
、
カ
ン
ト
が
あ
る
特
定
の
意
志
に
導
か
れ
て
思
惟
の
あ
や
ま
り
を
犯
し

た
の
だ
と
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。
何
を
カ
ン
ト
は
求
め
た
の
か
？

 

モ
デ
ル
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
カ
ン
ト
を
導
い
た
意
志
が
何
だ
っ
た

か
は
、
彼
が
状
態
Ａ
だ
け
で
な
く
同
時
に
状
態
Ｂ
を
も
記
述
し
て
い
る
、

従
っ
て
、
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
要
約
し
て
い
る
典
拠
Ⅱ
か
ら
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
二
つ
の
状
態
を
特
徴
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
彼
は
次
の
よ
う
な

対
立
を
用
い
た
。

 
 

状
態
Ａ
（
典
拠
Ⅱ
） 

 

状
態
Ｂ
（
典
拠
Ⅱ
）

 
 

「
単
な
る
動
物
的
な
被
造
物
の
未
開
性
」 ―

 

「
人
間
性
」

 
 

「
本
能
の
歩
行
器
」 

―
 

「
理
性
の
指
導
」

 
 

「
自
然
の
後
見
」 

―
 

「
自
由
の
状
態
」

 

特
に
最
後
に
挙
げ
た
対
立
（「
自
然
の
後
見
」―

「
自
由
の
状
態
」）
は
、

カ
ン
ト
が
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
移
行
を
今
日
わ
れ
わ
れ
が
解
放
過
程
と
呼
ぶ
過

程
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

 

た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
解
放
と
い
う
語
は
論
文
執
筆
の
時
点
で
は
ま
だ

存
在
し
な
か
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ィ
ン
・
グ
ラ
ス
と
ラ
イ
ン
ハ
ル

ト
・
コ
ゼ
レ
ッ
ク
は
こ
の
概
念
の
歴
史
を
記
述
し
、
そ
の
過
程
で
概
念
内

容
が
ほ
と
ん
ど
逆
転
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。「„Em

ancipatio

‶、

ラ
テ
ン
語
のem

ancipare

す
な
わ
ち
、„e m

anu capre

‶『
手
か
ら
取

り
上
げ
る
、
外
へ
出
す
、
釈
放
す
る
、
自
由
に
す
る
』
は
ロ
ー
マ
共
和
国

で
は
家
父pater fam

ilias

が
そ
の
子
供
を
父
親
の
力Gew

alt

か
ら
解
き

放
つ
法
行
為
を
表
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
子
供
は
完
全
に
家
族
か
ら

離
れ
、
市
民
法
的
意
味
に
お
い
て
自
由sui iuris

に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
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（Grass/Koselleck, 1975, S. 154

）
（
40
）。
語
の
こ
の
意
味
は
一
八
世
紀
末
頃

ま
で
そ
の
重
要
な
特
徴
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
法
的
意
味
が
後

退
し
、
こ
れ
に
対
し
て
同
時
に
今
日
の
政
治
的
お
よ
び
歴
史
哲
学
的
意
味

が
現
わ
れ
て
き
た
。
一
種
の
標
語
と
し
て
新
し
い
概
念
内
容
が
浸
透
し
た

の
は
一
八
三
〇
年
以
降
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
内
容
の
根

底
に
あ
る
思
想
は
す
で
に
そ
れ
以
前
に
、
し
か
も
グ
ラ
ス
と
コ
ゼ
レ
ッ
ク

が
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
。「
自

立
へ
の
解
放
と
い
う
歴
史
哲
学
的
次
元
は
、
カ
ン
ト
が
『
解
放
』

Em
anzipation

と
い
う
語
を
用
い
な
い
で
一
七
八
四
年
に
『
啓
蒙
』
と

い
う
語
を
自
ら
の
過
失
に
よ
る
非
自
立
性
か
ら
の
人
間
の
出
発
と
規
定
し

た
時
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
」（Grass/Koselleck, 1975, S. 163

）。

従
っ
て
、
カ
ン
ト
が
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
す
な
わ
ち
、
一
七
八
六
年

一
月
に
発
表
さ
れ
た
『
人
間
の
歴
史
の
憶
測
的
始
元
』
で
、
こ
の
間
に

Em
anzipation

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
歴
史
哲
学
的
構
想
を
記
述
し

た
と
す
る
見
解
は
十
分
正
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

 

も
し
カ
ン
ト
が
彼
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
解
放
過
程
を
記
述
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
二
つ
の
課
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
状
態
Ａ
を
解
放
力
の
作
用
場
と
し
て
、
状
態

Ｂ
を
解
放
行
為
の
結
果
と
し
て
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
二
の

課
題
に
つ
い
て
は
、
彼
は
典
拠
Ⅱ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
「
人
間
性
」、「
理
性

の
指
導
」、「
自
由
の
状
態
」
に
よ
っ
て
納
得
し
う
る
解
決
を
見
出
し
た
。

だ
が
、
第
一
の
課
題
の
解
決
は
、
典
拠
Ⅱ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
メ
ル
ク

マ
ー
ル
「
単
な
る
動
物
的
な
被
造
物
の
未
開
性
」、「
本
能
の
歩
行
器
」、「
自

然
の
後
見
」
に
よ
っ
て
は
全
然
成
功
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
と

本
能
に
完
全
に
支
配
さ
れ
て
い
る
動
物
に
と
っ
て
、
所
与
の
連
関
に
お
い

て
も
っ
と
も
特
徴
的
な
の
は
自
己
解
放
へ
の
絶
対
的
無
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
解
放
過
程
を
満
足
で
き
る
仕
方
で
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
は
、

状
態
Ａ
に
つ
い
て
の
陳
述
を
全
面
的
に
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
典
拠
Ⅰ

に
お
い
て
カ
ン
ト
は
実
際
に
こ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
描
か
れ

て
い
る
生
き
も
の
は
完
全
な
る
「
人
間
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
連

関
し
あ
う
諸
概
念
に
し
た
が
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
思
考

す
る
」
こ
と
が
で
き
、
こ
の
生
き
物
に
は
解
放
行
為
に
必
要
な
自
立
性
が

備
わ
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
Ａ
と
Ｂ
二
つ
の

状
態
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
い
ま
相
互
に
関
係
づ
け
て
み
る
と
、
次
の
よ
う

な
図
が
得
ら
れ
る
。

 
 

状
態
Ａ
（
典
拠
Ⅰ
）  

状
態
Ｂ
（
典
拠
Ⅱ
）

 
 

「
人
間
」 

―
 

「
人
間
性
」

 
 

「
思
考
」 

―
 

「
理
性
の
指
導
」

 
 

﹇
自
由
﹈ 

―
 

「
自
由
の
状
態
」

 
（
状
態
Ａ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
「
自
由
」
と
い
う
語
を
﹇ 

﹈
カ
ッ
コ
つ

き
で
挙
げ
た
の
は
、
典
拠
Ⅰ
に
お
い
て
は
こ
の
言
葉
は
な
る
ほ
ど
明
示
的

に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
思
考
」
と
い
う
概
念

は
自
由
を
含
意
に
し
て
い
て
、
同
時
に
そ
れ
が
意
図
さ
れ
て
い
た
の
は
明

ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。）
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こ
の
二
列
の
比
較
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
も
は
や

互
い
に
対
立
関
係
に
は
な
く
、
実
際
に
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ

と
は
、
最
初
に
挙
げ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
明
確
に
な
っ
た
難
点
を
解
決
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
の
こ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
ま

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
、
状
態
Ｂ
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
す
で
に
状
態
Ａ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の

移
行
を
質
的
進
歩
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
が
わ
か
る
。

 

二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
解
放
運
動
を
解
放
の
本

質
に
つ
い
て
の
表
象
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
シ
ス
テ
ム
Ａ
に
働

く
力
に
よ
っ
て
新
種
的
な
性
質
を
特
徴
と
す
る
シ
ス
テ
ム
Ｂ
が
生
ず
る
過

程
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
も
し
カ
ン
ト
が
こ
う
し
た

状
況
を
前
に
し
て
合
理
的
に
行
動
す
る
と
し
た
ら
、
彼
は
解
放
モ
デ
ル

を
、
と
同
時
に
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
そ
も
そ
も
問
題
な
の
は
解
放
で

あ
る
と
い
う
考
え
（
表
象
）
を
も
断
念
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼

は
自
分
の
モ
デ
ル
と
解
放
理
念
と
に
固
執
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
初
期

状
態
Ａ
の
記
述
を
そ
れ
ぞ
れ
の
論
究
連
関
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
自
己
解
放
へ
の
能
力
に
説
得
力
を
持
た
せ
よ

う
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
を
完
全
に
人
間
的
状
態
と
し
て
描
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
し
、
も
し
状
態
Ｂ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
質
的
進
歩
を

テ
ー
マ
に
す
る
な
ら
ば
、
動
物
的
状
態
と
し
て
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
カ
ン
ト
が
こ
の
矛
盾
を
受
け
入
れ
た
と
す
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て

合
理
性
よ
り
も
高
い
価
値
を
持
っ
た
の
は
特
定
の
意
志
、
す
な
わ
ち
解
放

へ
の
意
志
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

 

こ
の
意
志
は
カ
ン
ト
が
彼
の
時
間
理
論
を
構
想
し
た
と
き
に
す
で
に
働

い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
諸
々

の
テ
ー
ゼ
を
一
貫
し
て
こ
の
意
志
に
帰
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な

い
。

 

カ
ン
ト
が
そ
の
主
著
を
仕
上
げ
た
と
き
、
彼
は
新
時
代
研
究
が
そ
の
開

始
は
一
八
世
紀
七
〇
年
代
の
初
頭
に
あ
る
こ
と
を
種
々
の
生
活
領
域
に
お

い
て
証
明
し
た
と
こ
ろ
の
あ
の
時
代
的
世
界
経
験
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。

こ
の
新
し
い
世
界
経
験
は
、
人
間
と
そ
の
世
界
に
は
質
的
変
化
へ
の
能
力

が
あ
る
こ
と
を
教
え
た
。
こ
れ
に
相
応
す
る
洞
察
を
精
神
的
に
消
化
す
る

こ
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
と
き
ま
で
指
導
的
だ
っ
た
世
界

経
験
が
人
間
と
彼
の
世
界
の
事
物
と
を
超
時
間
的
秩
序
の
代
表
と
し
て
解

釈
す
る
こ
と
に
固
執
し
た
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
理
論
に
と
っ
て
新
し
い
経

験
か
ら
決
定
的
な
帰
結
を
ま
ず
引
き
出
し
た
の
は
ヘ
ル
ダ
ー
で
、
人
間
の

課
題
は
時
代
か
ら
時
代
へ
と
異
な
る
性
格
を
取
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い

か
な
る
基
準
も
、
究
極
的
に
は
啓
蒙
主
義
者
た
ち
が
要
求
し
た
絶
対
理
性

の
基
準
と
い
え
ど
も
、
人
間
に
と
っ
て
す
べ
て
の
時
代
を
通
じ
て
拘
束
的

な
も
の
で
は
な
い
、
と
彼
は
説
明
し
た
。
後
年
の
新
時
代
研
究
と
同
じ
よ

う
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
人
類
の
質
的
変
化
を
記
述
す
る
こ
と
だ
け
に
限
定

し
、
そ
の
原
因
を
指
摘
す
る
と
い
う
試
み
を
断
念
し
た
。
そ
の
時
々
の
質

的
に
新
し
い
歴
史
的
状
態
の
始
元
は
彼
に
と
っ
て
は
秘
密
の
ま
ま
だ
っ

た
。
い
く
つ
か
の
兆
候
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
当
時
、
さ
ら
に
は

一
九
世
紀
全
体
を
通
じ
て
も
、
時
間
を
、
さ
ら
に
は
新
種
的
な
も
の
の
時

間
的
起
源
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
謎
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を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
覚
悟
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
こ

の
覚
悟
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
知
識
人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。

例
外
の
ひ
と
り
が
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
、
彼
は
賛
歌
『
ラ

イ
ン
川
』
に
お
い
て
書
い
て
い
る
。

純
粋
に
生
じ
て
き
た
も
の
は
謎
だ
。
歌
で
さ
え
も

こ
の
謎
を
解
く
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
許
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

お
ま
え
は
は
じ
ま
っ
た
と
き
の
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
、

た
と
え
ど
ん
な
に
困
苦
と
訓
育
と
が

働
き
か
け
よ
う
と
も
。
つ
ま
り
は
、
も
っ
と
も
多
く

力
を
発
揮
す
る
の
は
生
ま
れ
と
、

そ
し
て
、
新
た
に
生
ま
れ
た
者
を

照
ら
す
光
だ
か
ら
だ
。

（H
olderlin, 1951, Bd. 2, 1, S. 143

）
（
41
）

 

い
ま
ひ
と
つ
の
例
外
は
、
一
九
世
紀
末
頃
に
そ
の
物
語
芸
術
の
相
当
部

分
を
、
謎
と
し
て
の
時
間
を
感
じ
取
ら
せ
る
と
い
う
課
題
に
捧
げ
た
テ
オ

ド
ー
ア
・
フ
ォ
ン
タ
ー
ネ
だ
っ
た
。

 

こ
の
課
題
が
一
九
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
大
半
は―

わ
た
し
は
以
下
の
よ
う
な
厳
し
い
言
葉
を
用
い
ざ
る
を

え
な
い
が―

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
及
ぼ
し
た
幻
惑
効
果
の

せ
い
だ
っ
た
。
主
観
的
な
事
物
的
空
間
、
そ
れ
ゆ
え
物
自
体
は
人
間
に

と
っ
て
認
識
不
可
能
で
あ
る
、
と
そ
の
著
書
で
な
さ
れ
た
証
明
は
、
な
る

ほ
ど
認
識
論
の
分
野
で
一
七
七
〇
年
以
降
に
そ
の
影
響
力
を
発
揮
す
る
時

代
的
な
世
界
経
験
の
完
全
に
正
統
な
表
現
だ
っ
た
。
物
の
理
解
が
新
し
い

洞
察
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
い
う
風
に
し
て
物
を
把
握

す
る
こ
と
は
人
間
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
し
カ

ン
ト
が
こ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
甘
ん
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
一

七
七
〇
年
の
時
代
的
世
界
経
験
を
有
効
な
ら
し
め
る
と
い
う
ま
さ
に
認
識

論
の
領
域
に
お
い
て
こ
そ
き
わ
め
て
困
難
だ
っ
た
課
題
の
解
決
は
彼
の
お

か
げ
だ
と
す
る
理
由
だ
け
は
今
日
ま
で
残
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

カ
ン
ト
は
い
ま
ひ
と
つ
別
の
こ
と
を
な
し
、
時
間
も
ま
た
客
観
的
状
況
に

属
す
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
場
合
に
も
人
間
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
補
足
的

テ
ー
ゼ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
経
験
的
実
態
に
対
立
す
る
ば
か
り

で
な
く
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
質

的
転
換
の
モ
デ
ル
に
お
け
る
矛
盾
を
洞
察
す
る
と
き
、
こ
の
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

時
間
概
念
は―

空
間
概
念
と
違
っ
て―

必
然
的
に
始
元
の
表
象
を

伴
う
。
も
し
い
ま
人
間
が
、
カ
ン
ト
が
要
求
し
た
よ
う
に
、
時
間
の
唯
一

の
生
産
者
だ
と
さ
れ
る
な
ら
、
人
間
が
実
存
す
る
以
前
に
時
間
は
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
類
の
始
元
を
時
間
的
な
事
象

過
程
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

 
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
非
時
間
的
与
件
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
、
人
類
の
始
原
は
時
間
の
始
原
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
、
こ
の
時
間
の
始
原
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
は
非
時
間
的
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で
あ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で

あ
ろ
う
。

 
カ
ン
ト
が
こ
の
実
態
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
時
間
が
人
間
的
主
観
の
外
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
テ
ー

ゼ
に
彼
が
固
執
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
人
間
が
生
み
出
し
た
の
で
は
な

い
客
観
的
時
間
を
認
め
れ
ば
、
人
間
を
歴
史
の
唯
一
の
主
と
し
て
偽
称
す

る
可
能
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
彼
に
は
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
解
放
へ
の
意
志
が
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
す
で
に
最
高
の
審
級

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
は
こ
れ
は
必
然
だ
っ

た
。

 

訳
注

（
１
） 

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
著
者
自
身
が
「
ま
え
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

一
九
七
七
年
に
構
想
さ
れ
た
論
文
草
稿（
原
題
：Die N

eue Epochenforschung 
und Kant

）
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ク
は
一
九
八
四
年
に
そ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
術

雑
誌
あ
る
い
は
未
発
表
に
お
わ
っ
た
論
文
、
講
演
原
稿
、
書
簡
な
ど
三
二
編
を
ま

と
め
て
、
二
部
構
成
二
巻
か
ら
な
る
小
論
集
『
潜
在
的
歴
史
秩
序
の
発
見
』（Die 

Entdeckung der potentialgeschichtlichen O
rdnung. Kleine Schriften 

1956‒1984. I Teil: D
er W

eg zur Kom
ponentenanalyse. II Teil: D

er 
W
eg zur kom

ponentialen O
rdnung in der Geschichte. Frankufurt a. 

M
./Bern/N

ew
 York 1985

）を
出
版
し
た
。
本
論
文
は
そ
の
第
二
部
第
二
巻「
歴

史
の
お
け
る
構
成
素
的
秩
序
へ
の
道
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
第
七
番
目
の
論
文
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
の
論
文
は
小
論
集
収
録
に
あ
た
っ
て
著
者
自
身
に
よ
る
「
ま
え
が

き
」
が
付
さ
れ
、
こ
こ
で
当
該
の
論
文
の
成
立
、
要
旨
に
つ
い
て
簡
単
な
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
論
文
に
付
さ
れ
た
こ
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
正
確

に
は
「『
新
時
代
研
究
と
カ
ン
ト
』
の
た
め
の
ま
え
が
き
」
と
の
表
題
が
付
さ
れ
て

い
る
。

（
２
） 

注
（
１
）
参
照
。

（
３
） 

フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
と
は
、
フ
ァ
ル
ク
自
身
が
本
文
中
で
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
に
、

歴
史
に
お
い
て
時
代
的
な
質
的
転
換
を
も
た
ら
す
原
因
の
こ
と
で
あ
る
。

（
４
） KU

H
N
, Thom

as S. （1922‒1996

）ア
メ
リ
カ
の
科
学
史
家
・
科
学
哲
学
者
。

そ
の
著
書
『
科
学
革
命
の
構
造
』（The structure of scientific revolutions: 

ド
イ
ツ
語
版 D

ie Struktur w
issenschaftlicher Revolutionen. ̶

Frankfurt/M
. 1967

）
に
お
い
て
有
名
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
理
論
を
展
開
し
た
。

（
５
） FO

U
CAU

LT, M
ichel

（1926‒1984

）フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。『
狂
気
の
歴
史
』

（1961

）、『
言
葉
と
物
』（1966

）、『
知
の
考
古
学
』（1969

）、『
監
獄
の
歴
史
』

（1975

）
な
ど
多
数
の
著
書
を
著
す
。

（
６
） N

ITSCH
KE, August 

ド
イ
ツ
の
中
世
史
学
者
。
フ
ァ
ル
ク
は
そ
の
文
学

分
析
の
方
法
で
あ
る
構
成
素
分
析
と
こ
の
方
法
に
基
づ
く
潜
在
的
歴
史
理
論
を

展
開
す
る
に
当
た
っ
て
、
ニ
チ
ュ
ケ
の
研
究
成
果
を
受
容
し
、
か
れ
と
の
学
問

的
親
交
を
深
め
た
が
、
本
論
文
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
」
の

同
定
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
考
え
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
ニ
チ
ュ
ケ
の

著
書
・
論
文
に
は
本
論
文
中
で
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
『
中
世
に
お
け
る
自
然

認
識
と
政
治
行
動
』（N

aturerkenntnis und politisches H
andeln im

 
M
ittelalter. Körper ̶

 Bew
egung ̶

 Raum
. ̶
 Stuttgart 1967.

）
以
外

に
、「
自
然
認
識
と
社
会
」（N

aturerkenntnis und G
esellschaft. ̶

 In: 
Bild der W

issenschaft, H
eft 5, 1970. S. 442‒449

）、「
自
然
科
学
的

革
命
と
社
会
構
造
の
転
換
」（N

aturw
issenschaftliche Revolution und 

W
andel der Gesellschaftsstruktur. ̶

 In: Sudhoffs Archiv. Zeitschrift 
für W

issenschaftsgeschichte, 53, 1970, S. 338‒361

）、『
芸
術
と
行
動
』

（Kunst und Verhalten. Analoge Konfigurationen. ̶
 Stuttgart-Bad 

Cannstatt 1975

）、『
産
業
革
命
に
お
け
る
行
動
の
転
換
』（Verhaltensw

andel 
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in der Industriellen Revolution. Beiträge zur Sozialgeschichte. ̶
 

Stuttgart 1975

）
な
ど
多
数
が
あ
る
。

（
７
） FALK, W

alter, 1976

：
『
構
造
主
義
か
ら
潜
在
主
義
へ―

歴
史
理
論
お
よ

び
文
学
理
論
の
た
め
の
試
論
』Vom

 Strukturalism
us zum

 Potentialism
us. 

Ein Versuch zur Geschichts- und Literaturtheorie. ̶
 Freiburg i. Br. 

und M
ünchen 1976.

（
８
） 

注
（
２
）
参
照
。

（
９
） KU

H
N
, Thom

as: Boston Studies in the Philosophy of Science 8, 
ed. R.C. Buck/R.S. Cohen. ̶

 D
ordrecht-H

olland. 1971. 

フ
ァ
ル
ク
の

引
用
は D

IED
ER
IC
H
, W
arner (H

rsg.), 1974: Theorien der 
W
issenschaftsgeschichte. Beiträge zur diachronen W

issenschafts-
theorie. ̶

 Frankfurt/M
. 1974, S. 120‒165 

に
収
録
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
訳
に

よ
る
。

（
10
） STEGM

Ü
LLER, W

olfgang

（1923‒1991
）
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
ド
イ

ツ
に
お
け
る
分
析
哲
学
と
科
学
理
論
の
普
及
に
貢
献
し
、
科
学
理
論
的
構
造

主
義
に
つ
い
て
重
要
な
論
文
を
発
表
す
る
。
分
析
哲
学
会Gesellschaft für 

Analytische Philosophie

は
彼
の
名
に
ち
な
ん
だ
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ュ
テ

ク
ミ
ュ
ラ
ー
賞
を
一
九
九
四
年
か
ら
設
け
て
い
る
。

（
11
） STEGM

Ü
LLER, W

olfgang, 1974: Theoriendynam
ik und logisches 

Verständnis. ̶
 In: Diederich, 1974, S. 167‒209.

（
注
（
９
）
参
照
）

（
12
） KU

H
N
, Thom

as S., 1977: Die Entstehung des N
euen. Studien zu 

Struktur der W
issenschaftsgeschichte. ̶

 Frankfurt/M
. 1977. 

フ
ァ
ル

ク
の
引
用
は Taschenbuchausgabe Frankfurt/M

, 1978

に
よ
る
。

（
13
） FO
U
CAU

LT, M
ichel: Les m

ots et les choses. ̶
 Paris 1966. 

(D
eutsch: D

ie O
rdnung der D

inge. Eine Archäologie der H
um
an-

w
issenschaften. ̶

 Frankfurt/M
. 1971).

（
14
） 

フ
ー
コ
ー
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「﹇
…
…
﹈
フ
ラ
ン
ス
で
は
小

利
口
な
『
解
説
者
』
が
わ
た
し
に
構
造
主
義
者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
あ
く
ま
で
も

貼
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
の
﹇
…
…
﹈
頭
に
、
わ
た
し
が
構
造
分
析
を
特
徴
づ

け
る
い
か
な
る
方
法
も
概
念
も
キ
ー
ワ
ー
ド
も
利
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
わ
か
ら

せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。」

（
15
） FO

U
CAU

LT, M
ichel, 1972: L’ondre du discours. ̶

 Paris 1972.

（
フ
ァ
ル
ク
の
引
用
は
ド
イ
ツ
語
版 D

ie O
rdnung des D

iskurses. ̶
 

M
ünchen 1974

に
よ
る
。）

（
16
） 

注
（
17
）
参
照
。

（
17
） N

ITSC
H
KE, A

ugust, 1967: N
aturerkenntnis und politisches 

H
andeln im

 M
ittelalter. Körper ̶

 Bew
egung ̶

 Raum
. ̶
 Stuttgart 

1967.

（
18
） FA

LK, W
alter, 1974: D

as N
ibelungenlied in seiner Epoche. 

Revision eines rom
antischen M

ythos. ̶
 H
eidelberg 1974.

（
19
） STÜ

RN
ER, W

olfgang 

（1940‒   

）
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
大
学
ド
イ
ツ
中

世
・
近
代
史
教
授
で
歴
史
研
究
所
歴
史
基
礎
学
部
門
主
任
。

（
20
） STÜ

R
N
ER
, W
olfgang, 1975: N

atur und G
esellschaft im

 
D
enken des H

och- und Spätm
ittelalters. N

aturw
issenschaftliche 

Kraftvorstellungen und die M
otivierung politischen H

andelns in 
Texten des 12. bis 14. Jahrhunderts. ̶

 Stuttgart 1975.

（
21
） B

U
R
K
H
A
R
D
T, Johannes, 1974: D

as Verhaltensleitbild 
„Produktivität

“ und seine historisch-anthropologische Voraus-
setzung. ̶

 In: Saeculum
 XXV 11974), S. 277‒281. D

ERS., 1975a: 
D
er U

m
bruch der ökonom

ischen Theorie. ̶
 In: N

itschke, 1975b 

（
注 （
26
） 

参
照
）, S. 57‒72.

（
22
） KO

CH
, Siegfried, 1975: D

er Konzeptw
andel in N

aturw
issen-

schaften um
 1800 im

 Vergleich. ̶
 In: N

itschke, 1975b 

（
注 

（
26
） 

参

照
）, S. 92‒196.

（
23
） LEPEN

IES, W
olf, 1976: D

as Ende der N
aturgeschichte. W

andel 
kultureller Selbstverständlichkeiten in den W

issenschaften des 18. 
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und 19. Jahrhunderts. ̶
 M
ünchen/W

ien 1976.

（
24
） FALK, W

alter, 1976: Vom
 Strukturalism

us zum
 Potentialism

us. 
Ein Versuch zur Geschichts- und Literaturtheorie. ̶

 Freiburg i. Br. 
und M

ünchen 1976.

（
25
） FO

U
CAU

LT, M
ichel, 1975: Surveiller et punir. La naissance de 

la prison. ̶
 Paris 1975.

（
フ
ァ
ル
ク
の
引
用
は
ド
イ
ツ
語
ポ
ケ
ッ
ト
版

Ü
berw

achen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. ̶
 Frankfurt/

M
. 1977

に
よ
る
。）
邦
訳
で
は
主
題
と
副
題
が
逆
で
、『
監
獄
の
誕
生―

監
視

と
処
罰
』（
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
26
） N

ITSCH
KE, A

ugust (H
rsg.), 1975b: Verhaltensw

andel in der 
Industriellen Revolution. Beiträge zur Sozialgeschichte. ̶

 Stuttgart 
1975.

（
27
） BU

RKH
A
RD
T, Johannes, 1975b: Vom

 H
andlungstheater zum

  
m
odernen Stim

m
ungsprinzip. ̶

 In: N
itschke, 1975b （

注 （
26
） 

参
照
）, 

S. 49‒56

（
28
） FISCH

ER, G
ertrud, 1975: Individuum

 und G
esellschaft in der 

französischen Kom
ödie. ̶

 In: N
itschke, 1975b （
注 （
26
） 参
照
）, S. 32‒

40.

（
29
） FALK, W

alter, 1975: D
er epochengeschichtliche W

andel beim
 

frühen Goethe. ̶
 In: N

itschke,1975b （
注 （
26
） 参
照
）, S. 41‒48.

（
30
） EIC

H
BERG

, H
enning, 1975a: Ö

konom
ische Faktoren der 

Industriellen Revolution. ̶
 In: N

itschke, 1975b 

（
注 

（
26
） 

参
照
）, S. 

9‒20. D
ERS., 1975b: D

er U
m
bruch des Bew

egungsverhaltens. 
Leibesübungen, Spiele und Tänze in der Industriellen Revolution. ̶
In: N

itschke, 1975b （
注 （
26
） 

参
照
）, S. 118‒135.

（
31
） 

注
（
24
）
参
照
。

（
32
） KO

SELLECK, Reinhart

（1923‒2006

）
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
歴
史
学
教

授
。
二
〇
世
紀
の
も
っ
と
も
有
名
な
ド
イ
ツ
歴
史
理
論
家
の
ひ
と
り
で
、
カ
ー
ル
・

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
影
響
を
強
く
受
け
た
そ
の
学
位
論
文
『
批
判
と
危
機
』Kritik und 

Krise

（1954

）
で
有
名
と
な
る
。

（
33
） BO
SSU
ET, Jacques Béenigne

（1627‒1704

）
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ

ク
司
教
に
し
て
神
学
者
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
論
争
で
主
役
を
演
ず
る
。
ル
イ

十
四
世
の
王
大
子
の
教
育
用
に
書
い
た
『
世
界
史
論
』（1681

）
は
、
世
界
史
は

神
の
摂
理
に
貫
か
れ
て
い
る
と
す
る
摂
理
史
観
の
代
表
作
で
あ
る
。（『
哲
学
・
思

想
辞
典
』、
岩
波
書
店
よ
り
抜
粋
）

（
34
） KAN

T, Im
m
anuel, 1956: Kritik der reinen Vernunft. ̶

 In: ders.: 
W
erke in sechs Bänden. H

rsg. v. W
ilhelm

 W
eischedel. Bd. II. ̶

 
Darm

stadt 1956. 

漢
数
字
は
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
四・
五
巻
（『
純
粋
理
性
批

判 

上
』、二
〇
〇
一
年
、『
純
粋
理
性
批
判　

下
』、二
〇
〇
三
年
、岩
波
書
店
）（
有

福
孝
岳
訳
）
の
う
ち
、
第
四
巻
の
該
当
頁
を
指
す
、
こ
こ
で
は
上
記
邦
訳
書
の
訳

文
を
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
以
下
同
様
。

（
35
） 

フ
ァ
ル
ク
は
こ
の
著
書
の
表
題
を
こ
こ
で
は
『
人
間
の
歴
史
の
始
元
に
つ
い

て
の
諸
々
の
憶
測
』M

utm
aßungen über den Anfang der M

enschen-
geschichte

と
し
て
い
る
が
、
本
文
126（
57
）頁
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

正
し
く
は
『
人
間
の
歴
史
の
憶
測
的
始
元
』M

utm
aslicher Anfang der 

M
enschengeschichte

で
あ
る
。

（
36
） H

ERD
ER, Johann G

ottfried: Ideen zu einer Philosophie der G
e-

schichte der M
enschheit.

（
37
） FALK, W

alter, 1976: Vom
 Strukturalism

us zum
 Potentialism

us. 
Ein Versuch zur Geschichts- und Literaturtheorie. ̶

 Freiburg i. Br. 
und M

ünchen 1976.
（
38
） N

O
RD
H
O
FEN
, Eckhard, 1977: Stierkam

pf und Epochenw
andel. 

̶
 In: Frankfurter  Allgem

eine Zeitung, 11. Januar 1977, S. 19.

（
39
） KAN

T, Im
m
anuel, 1964: M

utm
aßlicher Anfang der M

enschen-
geschichte.̶

 In: ders.: Schriften zur Anthropologie, G
eschichts-

philosophie, Politik und Pädagogik. ̶
 D
arm
stadt 1964, S, 83‒102.
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な
お
、
漢
数
字
は
『
カ
ン
ト
全
集
』
第
十
四
巻
（『
歴
史
哲
学
論
集
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
）
所
収
の
「
人
間
の
歴
史
の
憶
測
的
始
元
」（
望
月
俊
孝
訳
）
の
頁
数

を
指
す
。
な
お
、
こ
こ
で
は
上
記
邦
訳
書
の
訳
文
を
（
必
要
に
応
じ
て
一
部
字
句

な
ど
の
修
正
の
う
え
）
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
以
下
同
様
。

（
40
） G

RA
SS, Karl M

artin/KO
SELLECK, Reinhart, 1975: Em

anzi-
pation. ̶

 In: Koselleck, 1975a.: G
eschichtliche G

rundbegriffe. 
H
istorisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 
Bd. 2 ̶

 Stuttgart 1975.

（
41
） H

Ö
LD
ERLIN

, Friedrich: Säm
tliche W

erke, hrsg. von Friedrich 
Beißner, Bd. 2, Teil 1. ̶

 Stuttgart 1951

（G
roße Stuttgarter Aus-

gabe

）. 

こ
こ
で
は
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
』
第
２
巻
（
一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八

年
）、
河
出
書
房
新
社
、
一
八
七
頁
以
下
）
所
収
の
浅
井
真
男
訳
を
（
一
部
字
句
の

修
正
を
し
て
）
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
二
〇
〇
六
年
四
月
二
九
日
）
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