
(
�)
同
上
、
Ⅵ
・
三
三
九
。

(

�)
『

現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
講
義』

Ⅷ
・
二
九
。

(

�)

同
上
、
Ⅷ
・
一
三
―
一
四
。

(

�)
｢

哲
学
私
見｣
、『

人
間
と
実
存』

Ⅲ
・
一
一
一
。

(

�)
｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思
出｣

Ⅴ
・
二
三
五
。

(

�)

同
上
、
Ⅴ
・
二
三
四
―
二
三
五
。

(

�)

同
上
、
Ⅴ
・
二
三
五
。

(

	)
｢

根
岸｣

Ⅴ
・
二
二
八
。

(


)
｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思
出｣

Ⅴ
・
二
三
七
。

(

�)

高
橋
眞
司

『

九
鬼
隆
一
の
研
究

隆
一
・
波
津
子
・
周
造』

(

未
來
社
、

二
〇
〇
八
年)

一
五
九
頁
。

(

�)
｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思
出｣

Ⅴ
・
二
三
七
―
二
三
八
。

(

)
｢

短
歌
ノ
ー
ト｣

別
・
一
五
三
。

(

�)

詳
し
く
は
、
拙
著

『

偶
然
と
運
命

九
鬼
周
造
の
倫
理
学』

(

ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
二
〇
一
五
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)
『

偶
然
性
の
問
題』

Ⅲ
・
二
六
〇
。

(

�)
『

ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い

(

一)』

中
村
元
・
早
島
鏡
正
訳

(

平
凡
社
、
一
九
六

三
年)

一
八
一
頁
を
も
と
に
、
引
用
者
が
要
約
。

(

�)
｢

報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン｣

(

二
〇
〇
六
年
六
月
二
十
日
放
送)

。
放
送
は
直
接

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
以
下
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
記
事
を

参
照
し
た
が
、
そ
れ
も
現
在
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。h

ttp
://b

lo
g

s.y
ah

o
o
.

co
.jp

/b
m

b
2

m
b

f4
1

3
/1

9
1

3
2

6
4

7
.h

tm
l
(

二
〇
一
二
年
三
月
三
十
日
閲
覧)

。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

苦
し
み
の
意
味
と
偶
然
性

九
鬼
周
造
の

偶
然
論
再
考｣
(『

人
文
学
の
正
午』

第
三
号
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
二
十

世
紀
研
究
室
、
二
〇
一
二
年)

や
拙
著

『

看
護
学
生
と
考
え
る
教
育
学

｢

生
き
る
意
味｣

の
援
助
の
た
め
に』

(

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
六
年)

に
お
い
て
、
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。

(

�)

前
掲
拙
著

『

看
護
学
生
と
考
え
る
教
育
学』

二
九
六
頁
以
下
、
参
照
。

(

�)

松
本
創

『

軌
道

福
知
山
線
脱
線
事
故

Ｊ
Ｒ
西
日
本
を
変
え
た
闘
い』

(

東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
八
年)

三
三
三
頁
。

本
研
究
はJS

P
S

科
研
費1

7
K

1
3

9
7

2

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

本
コ
メ
ン
ト
で
は
私
の
関
心
で
あ
る
西
田
幾
多
郎

(

一
八
七
〇
�一
九

四
五)
や
西
谷
啓
治(

一
九
〇
〇
�一
九
九
一)

、
上
田
閑
照(

一
九
二
六
�

二
〇
一
九)
ら
の
哲
学
を
導
き
と
し
て
、
古
川
氏
の
ご
講
演
に
対
し
て
二

2019年度 公開シンポジウム報告

一一四

長
岡

徹
郎(

京
都
大
学

非
常
勤
講
師)

九
鬼
周
造
記
念
講
演
会

｢

九
鬼
周
造
の
人
生
と
哲
学｣

コ
メ
ン
ト



点
の
質
問
を
提
示
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
古
川
氏
の
九
鬼
解
釈
を
確
認

し
、
次
に
九
鬼
の
考
え
る

｢

偶
然
の
必
然
化｣

へ
の
二
つ
の
方
向
の
検
討

か
ら
九
鬼
哲
学
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
は
ご
講
演
や
古
川
氏
の
諸
論
考
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
古
川
氏
の

九
鬼
解
釈
の
要
点
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
古
川
氏
に
よ
れ
ば
従
来
の
九
鬼

研
究
で
は
、
必
然
性
か
ら
解
放
し
て
自
由
な
生
き
方
を
も
た
ら
す
積
極
的

な
も
の
と
し
て
九
鬼
の
偶
然
論
を
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
九
鬼
理
解
は
、
九
鬼
の
偶
然
論
の
背
景
に
ご
講
演
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ

て
い
た
青
少
年
時
代
の
数
奇
な
体
験
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。

な
ぜ
与
え
ら
れ
た
現
実
が

｢

こ
の｣

現
実
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
現

実
を
い
か
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
、
自
ら
の
不
幸
な

生
い
立
ち
に
苦
悩
す
る
九
鬼
自
身
の
実
存
が
、｢
暗
黒
な
も
の｣

と
し
て

九
鬼
哲
学
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る(

�)

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

偶
然
性
の
乗
り
越
え
と
い
う
道
徳
性
の
強
い
実
践
哲
学
と
し
て
九
鬼
哲
学

を
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
古
川
氏
は
こ
の
よ
う
な
見
通

し
の
も
と
、
偶
然
性
の
み
な
ら
ず
時
間
論
、
芸
術
論
と
い
っ
た
様
々
な
要

素
か
ら
な
る
九
鬼
哲
学
を
包
括
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ご
講
演
で
古
川
氏
は
、
病
気
や
事
故
、
自
然
災

害
と
い
っ
た
突
然
の

｢

不
幸
な
偶
然｣

に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
み
え
て

く
る
九
鬼
の
偶
然
論
の
意
義
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
。
不
幸
な
偶
然
に
見

舞
わ
れ
た
時
に
私
た
ち
は

｢

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
目
に
逢
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か｣

と
い
う

｢

な
ぜ｣

と
い
う

｢

目
的｣

を
問
う
こ
と
で
そ
の
苦

し
み
に

｢

意
味｣

を
見
出
し
、
過
酷
な
現
実
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。

で
は
、
も
し
あ
ら
ゆ
る
意
味
づ
け
さ
え
も
拒
む
よ
う
な
厳
し
い
現
実
に
見

舞
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
現
実
が
突
き
つ
け
る
無
意
味
さ

に
耐
え
忍
び
な
が
ら
、
偶
然
を
必
然
化
す
る
こ
と
な
く

｢

偶
然
を
偶
然
の

ま
ま
に｣

生
き
る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
過
酷
な
偶
然

を
も
必
然
へ
と
転
換
し
得
る
の
か
と
い
う
切
実
な
問
い
に
答
え
る
た
め
の

手
が
か
り
を
、
古
川
氏
は
九
鬼
の
偶
然
論
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
九
鬼
は

｢

ニ
ヒ
リ
ズ
ム｣

と
い
う

問
題
と
対
峙
し
た
哲
学
者
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
古
川
氏
は
指
摘

し
て
い
る(

�)

。

九
鬼
の｢

偶
然
の
必
然
化｣

へ
の
試
み
の
萌
芽
は
、
ま
ず
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー

の
講
演
に
お
い
て
示
さ
れ
た

｢

回
帰
的
時
間｣

か
ら
解
脱
す
る
た
め
の
二

つ
の
方
向
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
の
方
向
は
、
一
切
の
意
志

的
な
も
の
を
捨
て
時
間
そ
の
も
の
を
消
滅
さ
せ
る

｢

仏
教
的｣

な
方
向
で

あ
り
、
二
つ
目
の
方
向
は
、
無
限
に
繰
り
返
し
て
い
く
同
じ
労
苦
を
無
限

に
引
き
受
け
て
い
く
と
い
う

｢

武
士
道
的｣

な
方
向
で
あ
る
。
九
鬼
が
重

視
し
た
の
は
後
者
の
方
向
で
あ
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
偶
然
の
現
実
を
単
な

る
偶
然
の
ま
ま
や
り
過
ご
す
の
で
は
な
く
、
実
践
に
お
い
て

｢

遇
う
て
虚

し
く
過
ぐ
る
勿
れ｣

と
い
う
命
令
に
応
え
続
け
る
こ
と
で
、
偶
然
を
必
然

化
し
て
運
命
を
引
き
受
け
、
生
き
る
こ
と
の
無
意
味
さ

(

ニ
ヒ
リ
ズ
ム)

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
間
を
救
い
出
す
。
こ
の
よ
う
な｢

偶
然
の
必
然
化｣

と
い
う
九
鬼
の
実
践
哲
学
が
大
き
な
説
得
力
を
も
つ
こ
と
は
、
ご
講
演
で
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紹
介
さ
れ
た
二
つ
の
事
例
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。

一
方
に
お
い
て
、
九
鬼
は
仏
教
的
な
方
向
を
そ
れ
ほ
ど
展
開
し
な
か
っ

た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
の
過

去
の
不
幸
を
運
命
と
し
て
引
き
受
け
る
た
め
に
は
、
意
志
的
な
も
の
を
捨

て
る
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
過
去
の
自
分
か
ら
の
転
換

(

諦
め)

が
必

要
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
古
川
氏
は
ご
講
演
で

｢｢

運
命｣

と
は
、

予
め
定
ま
っ
た
も
の
と
し
て

｢
あ
る｣

も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
意
志

と
行
為
に
よ
っ
て

｢

な
る｣

も
の
で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
果
た
し

て
ど
こ
ま
で

｢

意
志｣

で
押
し
通
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

上
田
は
意
志
と
は
異
な
る
自
己
の

｢
脱
自｣

的
な
転
換
の
有
様
を
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

事
実
に
ぶ
つ
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
も

言
い
よ
う
の
な
い
も
の

(

こ
と)

に
出
会
う
こ
と
、
今
ま
で
の
理
解
さ
れ

た
自
分
の
世
界
の
枠
を
破
る
よ
う
な
も
の
に
ぶ
つ
か
る
こ
と｣

で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な

｢

痛
い
目
に
あ
う｣

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
が
新
し
く

な
り
、
広
い
世
界
が
新
し
く
開
か
れ
て
く
る
と
い
う
。｢

経
験
は
一
種
の

脱
自
性
と
い
う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
、
経
験
と
い
う

こ
と
自
身
に
す
で
に
或
る
種
の
宗
教
性
が
あ
る｣

(

�)

。
不
幸
な
過
去
を
受

け
入
れ
た
人
々
に
は
、｢

事
実
と
ぶ
つ
か
る｣

と
い
う
体
験
に
よ
っ
て
そ

れ
ま
で
の
自
己
が
否
定
さ
れ
、｢

自
分
自
身
が
新
し
く
な
る｣

と
い
う
何

か
し
ら
の

｢

脱
自｣

的
な
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
田
に
限
ら
ず
、
西
田
や
西
谷
と
い
っ
た
京
都
学
派
の
哲
学
者
た
ち
は
、

｢

意
志｣

の
限
界
を
探
る
こ
と
で
自
ら
の
哲
学
を
構
想
し
よ
う
と
し
た
。

田
辺
元

(

一
八
八
五
�一
九
六
二)

に
よ
る
九
鬼
の
博
士
論
文
へ
の

｢

有

に
対
立
す
る
絶
対
否
定
的
普
遍

(

神
秘
主
義
に
い
ふ
無)

が
対
立
的
に
現

れ
そ
れ
が
道
徳
法
の
内
容
を
充
た
す
と
い
ふ
様
な
否
定
的
超
越
的
合
目
的

性
で
な
い
様
に
感
ぜ
ら
れ
ま
す｣

(

�)

と
い
う
質
問
は
、
こ
の
問
題
を
反
映

し
て
い
る
。｢

有
に
対
立
す
る
絶
対
否
定
的
普
遍｣

、
つ
ま
り
西
田
が

｢

絶

対
無｣

と
し
て
考
え
た
よ
う
な
意
志
を
も
超
え
た
方
向
か
ら
、
偶
然
性
に

つ
い
て
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
田
辺
は
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
私
は
仏
教
的
な
方
向
が
正
し
く
、
九
鬼
の
武
士
道
的
な
方
向

を
否
定
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
意
志
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
仏
教
的
な

方
向
は
高
踏
的
と
も
い
え
、
実
践
か
ら
す
れ
ば
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
偶

然
を
必
然
化
す
る
こ
と
の
方
が
現
実
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
偶

然
性
の
孕
む
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
運
命
を
引
き
受
け
る
人
間
自
身
を
も
無
意

味
と
す
る
よ
う
な
深
刻
さ
を
潜
め
て
い
る
。
西
谷
は
主
著

『

宗
教
と
は
何

か』

に
お
い
て

｢

我
々
が
何
の
た
め
に
あ
る
か
と
い
ふ
問
題
が
起
る
こ
と

は
、
我
々
の
存
在
の
根
底
か
ら
虚
無
が
現
れ
て
来
て
、
其
處
か
ら
我
々
の

存
在
そ
の
も
の
が
我
々
自
身
に
疑
問
符
と
化
す
る｣

(

�)

と
述
べ
て
い
る
。

偶
然
へ
の
問
い
が
そ
の
問
い
そ
の
も
の
を
発
す
る
自
己
へ
の
問
い
と
し
て

深
め
ら
れ
た
時
、
私
た
ち
は
自
ら
が
、
自
分
か
ら
自
身
の
存
在
根
拠
を
見

出
す
こ
と
の
で
き
な
い
虚
無
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
武
士
道
的
な
方
向
に
よ
る
必
然
化
を
も
拒
む
局
面
に
お
い
て
、

意
志
的
な
自
己
そ
の
も
の
を
諦
め
る
仏
教
的
な
方
向
が
求
め
ら
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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た
だ
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
古
川
氏
は
ご
自
身
の
論
文
で
興
味
深
い
言

及
を
し
て
い
る
。｢

九
鬼
が
最
初
に
説
い
た

｢

い
き｣

と
い
う

｢

生
き
方｣

か
ら
、
晩
年
に
説
い
た

｢

自
然
に
生
き
る
生
き
方｣

に
至
る
ま
で
、
そ
の

基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
契
機
の
一
つ
は

｢

諦
念｣

に
ほ
か
な
ら
な
い｣

と

指
摘
し
、｢

偶
然
の
必
然
化｣

と
い
う
未
来
的
な
側
面

(

武
士
道
的
な
方

向)

に
加
え
て
、
必
然
性
へ
の
諦
念
と
い
う
過
去
的
な
側
面
を
視
野
に
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
九
鬼
の
倫
理
的
態
度
は
初
め
て
完
成
さ
れ
る
と
述
べ

て
い
る(

�)

。
確
か
に
論
文

｢
日
本
的
性
格｣

に
お
い
て

｢

諦
念｣

が

｢

自
己
の
無
力
を
自
覚
す
る
こ
と｣
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
九
鬼
は
こ
の

点
を
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
で
は
あ
る
が
、

ご
講
演
で
あ
ま
り
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
九
鬼
に
お
け
る
美
の
問
題
が
、
こ

の
点
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
九
鬼
の
耽
美
的
な
人
生
観
に

は

｢

偶
然
の
必
然
化｣

と

｢

諦
念｣

と
の
不
思
議
な
出
会
い
が
果
た
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
質
問
事
項
は
以
下
の
二
点
と
な
る
。
一
点
目
は
、

九
鬼
は
な
ぜ
仏
教
的
な
方
向
に
つ
い
て
あ
ま
り
言
及
し
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
。
二
点
目
は
一
見
す
る
と
未
展
開
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

仏
教
的
な
方
向
は
、｢

諦
念｣

と
し
て
九
鬼
の
美
の
問
題
と
つ
な
が
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

註

(

�)
｢

胸
に
暗
黒
な
も
の
を
有
っ
て
、
暗
黒
の
た
め
に
悩
ま
な
け
れ
ば
哲
学
ら
し

い
哲
学
は
生
れ
て
来
な
い｣

(

九
鬼
周
造

『

九
鬼
周
造
全
集

第
八
巻』

岩

波
書
店
、
一
四
頁)

。

(

�)

九
鬼
の
偶
然
論
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
古
川
氏
の
論
考
と

し
て
古
川
雄
嗣

｢

苦
し
み
の
意
味
と
偶
然
性

九
鬼
周
造
の
偶
然
論
再
考｣

『

人
文
学
の
正
午』

第
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
七
―
一
三
七
頁
、
古
川

雄
嗣

｢

偶
然
性
を
通
し
て
の
偶
然
性
の
克
服

九
鬼
修
造
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
克
服｣

『

京
都
大
学
大
学
院
教
育
研
究
科
紀
要』

第
五
四
号
、
二
〇

〇
八
年
、
七
一
―
八
三
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

�)

上
田
閑
照

『

上
田
閑
照
集

第
二
巻

経
験
と
自
覚』

岩
波
書
店
、
二
〇
〇

二
年
、
六
頁
。

(

�)
｢＜

資
料＞

田
辺
元
・
九
鬼
周
造
往
復
所
感

博
士
論
文

『

偶
然
性』

を

め
ぐ
っ
て｣

『

九
鬼
周
造
全
集

月
報
一
二』

岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、

一
一
頁
。

(

�)

西
谷
啓
治

『

西
谷
啓
治
著
作
集
第
一
〇
巻』

創
文
社
、
一
九
八
七
年
、
七
頁
。

(

�)

古
川
二
〇
一
二：

一
三
〇
頁
。
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