
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
お
け
る

文
学

概
念
の
形
成

（
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
一
年
）

倉

科

岳

志

は
じ
め
に

詩
に
関
す
る
本

と

歴
史
に
関
す
る
本

直
観

か
ら

詩

へ

文
学

と

文
明

お
わ
り
に

は
じ
め
に

S
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
著
書

意
識
と
社
会
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
思
想
史
一
八
九
〇
│
一
九
三
〇

に
お
い
て
、

G
・
フ
ロ
イ
ト
、

B
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
、

M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
主
人
公
に
し
な
が
ら
学
問
史
を
論
じ
、
な
か
で
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
社
会
科
学
に
お
け
る
因

果
関
係
や
モ
デ
ル
と
い
っ
た
方
法
論
上
の
提
案
に
よ
り
、
実
証
主
義
と
観
念
論
の
論
争
を
架
橋
で
き
た
唯
一
の
思
想
家
で
あ
っ
た
と

し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
人
文
学
か
ら
距
離
を
と
り
価
値
の
相
対
化
を
図
り
な
が
ら
社
会
科
学
へ
至
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る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
な
展
開
の
ほ
か
に
、
人
文
学
を
基
礎
に
観
念
論
的
価
値
体
系
の
も
と
で
学
問
秩
序
を
構
成
し
、
総
合
化
を
図
る
も

う
一
つ
の
道
筋
を
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
想
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
こ
の
方
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
こ
で
興
味
が
沸
く
の
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
間
に
は
知
的
交
流
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
論
点
に
つ
い
て
は

P
・
ロ
ッ
シ
の
優
れ
た
論
考
が
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
両
者
の
直
接
的
な
対
話
の
史
料
も
少
な
く
、
思
想

上
の
影
響
関
係
も
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ッ
シ
は
方
法
論
と
い
う
観
点
か

ら
二
人
を
比
較
し
た
う
え
で
、
や
は
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
り
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
、
ロ
ッ
シ
の
作
品
が
世
に
出
た
後
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
=
ア
ン
ト
ー
ニ
往
復
書
簡
集

（
一
九
九
六
年
）
が
刊
行
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
参
照
す
る
と
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

C
・
ア
ン
ト
ー
ニ
を
通
じ
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
社
会
科
学
が
内
包
し
て
い
た

相
対
主
義
の
問
題
を
認
識
し
て
お
り
、
弟
子
ア
ン
ト
ー
ニ
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
問
題
意
識
を
汲
み
取
っ
た
う
え
で
、
そ
の
著
作

歴
史

主
義
か
ら
社
会
學
へ

で
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
が
陥
っ
た
隘
路
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
歴
史
主
義
を
突
き
詰
め
て
い
く
と

あ
ら
ゆ
る
時
代
や
地
域
に
固
有
の
価
値
が
あ
る
と
す
る
相
対
主
義
、
も
し
く
は
発
展
段
階
や
類
型
を
想
定
し
そ
れ
ら
と
の
関
係
を
見

る
と
い
う
意
味
で
の
相
対
主
義
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ー

ニ
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
好
意
的
な
弟
子
で
あ
っ
た
と
す
る
観
点
の
み
か
ら
、
そ
の
主
張
の
重
要
性
を
割
り
引
く
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
一

面
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
ア
ン
ト
ー
ニ
が
社
会
科
学
の
創
成
期
に
あ
た
っ
て
批
判
的
に
見
て
い
た
問
題
を
も
う
一
度

現
在
か
ら
照
ら
し
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ロ
ッ
シ
や
ヒ
ュ
ー
ズ
の
見
解
に
対
し
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
積
極
的
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
先
行
研
究
も
多
く
あ
る
。

R
・
フ

ラ
ン
キ
ー
ニ
は

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
理
論

お
よ
び

歴
史
主
義
と
い
う
経
験

に
お
い
て
、
ア
ン
ト
ー
ニ
の
問
題
意
識
を
引
き

継
ぎ
、
学
問
史
に
お
け
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
主
義
の
意
義
を
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
と
比
較
し
な
が
ら
解
明
し
て
い
る
ほ
か
、
よ
り
最

近
の
著
作
で
は
ロ
バ
ー
ツ
の

ク
ロ
ー
チ
ェ
思
想
の
新
解
釈

が
、

R
・
ロ
ー
テ
ィ
や

H
・

G
・
ガ
ダ
マ
ー
ら
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
比
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較
し
、
そ
の
思
想
の
中
に
現
代
と
過
去
と
の
不
断
の
対
話
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
開
か
れ
た
歴
史
の
観
念
、
言
語
や
文
学
か
ら

出
発
す
る
解
釈
学
を
再
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
人
文
学
が
保
存
し
て
き
た
哲
学
的
諸
価
値
や
文
献
学
的
伝
統
を
強

調
す
る
。
本
論
考
は
、
ヒ
ュ
ー
ズ
や
ロ
ッ
シ
が
論
じ
る
よ
う
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
社
会
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
の
構
築
に
は
さ
ほ
ど

貢
献
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
認
め
た
う
え
で
、
か
れ
ら
ば
か
り
か
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
弟
子
た
ち
も
歴
史
理
論
諸
著
作
、
と
り
わ
け

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

）

に
目
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
に
分
析
の
中
心
か
ら
外
し
て
し
ま
っ
た

詩
│
詩
と
文

学
に
関
す
る
批
評
・
歴
史
序
説

（
以
下

詩

と
略
記）
）
に
着
眼
す
る
。
具
体
的
に
は
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
精

神
世
界
に
お
け
る

文

学

概
念
の
位
置
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
い
う

文
学

は
芸
術
作
品
の
み
を
指
す
の
で
は
な

く
、
歴
史
事
実
を
構
成
す
る
表
現
全
般
と
い
う
よ
り
広
い
意
味
を
持
つ
。
こ
の
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
表
現
を
出
発
点
に
普
遍

化
を
め
ざ
す
学
問
を
ク
ロ
ー
チ
ェ
思
想
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

文
学

概
念
の
検
討
こ
そ
、
価
値
相
対
主
義
に
対
す
る

ウ
ェ
ー
バ
ー
的
類
型
論
と
は
違
っ
た
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
探
る
う
え
で
重
要
な
理
論
的
課
題
と
い
え
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
見

通
し
の
も
と
で
の
準
備
作
業
で
あ
る
。

詩
に
関
す
る
本

と

歴
史
に
関
す
る
本

ク
ロ
ー
チ
ェ
の

文
学

概
念
を
解
明
す
る
に
は

詩

（
一
九
三
六
年
）
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、

G
・
ガ
ラ
ッ
ソ
が

ク
ロ
ー
チ
ェ
と
そ
の
時
代
精
神

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

）
、
こ
の

詩

は

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

（
一
九
三
八
年
）
お
よ
び

現
代
哲
学
の
特
徴

（
一
九
四
一
年
）
と
一
体
を
な
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
と
の
関
係
の
中
で
解
釈
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
各
作
品
の
執
筆
過
程
を
叙
述
し
ガ
ラ
ッ
ソ
の
見
解
を
裏
付
け
た
う
え
で
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の

思
想
展
開
史
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
著
作
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
有
効
な
時
代
区
分
を
設
定
す
る
。
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ク
ロ
ー
チ
ェ
は
一
九
三
六
年
八
月
十
九
日
、
ア
ン
ト
ー
ニ
宛
書
簡
に
て

現
在
準
備
し
て
い
る
歴
史
に
関
す
る
本
（
詩
に
関
す
る

本
と
対
に
な
る
）
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
な
る
論
文
を
書
い
た

と
述
べ
て
い
る

）
。
日
記
か
ら
知
ら
れ
る
執
筆
過
程
、
お
よ
び

出
版
年
か
ら
す
る
と

歴
史
に
関
す
る
本

と
は

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

、

詩
に
関
す
る
本

と
は

詩

を
指
す
。

詩

は
一
九
三
五
年
の
一
月
十
四
日
に
構
想
さ
れ
、
時
に
深
夜
三
時
に
至
る
こ
と
も
あ
っ
た
夏
の
集
中
的
な
執
筆

を
経
て
、
翌
一
九
三
六
年
に
出
版
と
な
る

）
。

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

は
、

詩

の
編
集
が
ひ
と
段
落
つ
い

た
、
一
九
三
六
年
八
月
八
日
の
論
考

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

の
執
筆
が
出
発
点
と
な
る

）
。
そ
の
後
、
書
物

と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
一
九
三
八
年
二
月
ま
で
一
年
半
以
上
と
い
う
、

詩

の
執
筆
と
比
べ
る
と
か
な
り

の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
次
々
と
関
連
テ
ー
マ
の
諸
論
考
が
追
加
さ
れ
て
い
き

）
、
同
年
、
先
の
論
考
タ
イ
ト
ル
が
本
の
タ
イ
ト
ル
と
し

て
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
刊
行
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
二
作
品
を
補
い
、
内
的
統
一
を
与
え
て
い
る
の
が

現
代
哲
学
の
特
徴

（
一
九
四
一
年
）
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
こ
の
作

品
が
自
ら
の

学
者
人
生
に
お
け
る
最
大
の
部
分

を
構
成
す
る

詩

と

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

を
つ

な
げ
る
役
割
を
果
た
し
、
と
り
わ
け
最
初
の
い
く
つ
か
の
論
考
は

一
種
の
結
論

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る

）
。
一
九
三
八
年
十
二

月
二
十
六
日
の
日
記
で
は
こ
の
作
品
の
初
め
の
四
論
考
を
自
ら
の

哲
学
的
な
遺
言
書

と
ま
で
評
し
て
い
る

）
。
実
際
に
は
翌
年
以

降
も
上
記
四
論
文
に
哲
学
関
連
論
考
を
付
加
し

）
、
ま
た
、
一
九
三
九
年
四
月
二
十
七
日
に
は
本
書
の
後
半
部
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
る

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

補
論

も
書
き
始
め
、
一
九
四
〇
年
十
月
ま
で
、
実
に
一
年
半
弱
か
か
っ

て
い
る

）
。
こ
の
よ
う
な
長
い
期
間
に
わ
た
る
考
察
を
経
、
一
九
四
一
年
に

現
代
哲
学
の
特
徴

が
刊
行
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
冒

頭
で
示
し
た
三
作
品
は
内
的
な
関
係
が
意
識
さ
れ
な
が
ら
連
続
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ぎ
に
、
本
稿
の
時
代
区
分
（
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
四
一
年
）
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
の
叙
述
に
加
え
、
一
九
四

一
年
夏
に
自
伝
的
文
章
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
ま
で
を
ク
ロ
ー
チ
ェ
思
想
展
開
史
に
お
け
る
一
時
代
と
し
て
括
る
こ
と
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が
可
能
で
あ
る

）
。
で
は
、
起
点
は
い
つ
だ
ろ
う
か
。

歴
史
四
部
作

）

が
執
筆
・
刊
行
さ
れ
た
時
期
を
含
め
て
一
九
二
一
年
か
ら
一

九
三
四
年
ま
で
の
理
論
的
軌
跡
は

最
新
論
集

に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
期
間
の
思
想
上
の
同
一
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る

）
。
一
九
三
四
年
に
自
伝
的
文
章

わ
が
自
己
批
判
の
た
め
に

（
一
九
一
五
年
）
の
続
編
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
、
ク

ロ
ー
チ
ェ
が
心
理
的
に
は
一
九
三
四
年
を
も
っ
て
一
応
の
区
切
り
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る

）
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
思
想
の
新
展

開
が
あ
る
の
は

詩

（
一
九
三
六
年
）
と

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

（
一
九
三
八
年
）、
さ
ら
に
は

現
代
哲

学
の
特
徴

（
一
九
四
一
年
）
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
一
九
三
五
年
を
起
点
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

詩

は
世
紀
転
換
期
以
降
か
ら
継
続
的
に
検
討
し
て
き
た
美
学
の
問
題
に
お
い
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
か
な
り
の
確
信
を
与
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
論
知
見
と

歴
史
四
部
作

執
筆
経
験
を
も
と
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の

歴
史

に
お
け
る
集
中
的
な
哲
学
的
思
索
の
末
、
歴
史
主
義
に
至
る

）
。
本
稿
で
は

詩

に
示
さ
れ
た

文
学

概
念
の
位
置
を
そ

の
後
の
歴
史
主
義
と
い
う
地
点
か
ら
振
り
返
る
こ
と
で
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
可
能
性
と
し
て
存
在
し
た
思
想
を
浮
き
彫
り
に
し

て
み
た
い
。

直
観

か
ら

詩

へ

文
学

概
念
は
当
初

直
観

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
展
開
さ
れ
て
成
立
す
る
の
で
、
ま
ず
は
、
こ
の

直
観

の
ク
ロ
ー

チ
ェ
精
神
哲
学
に
お
け
る
位
置
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
精
神
哲
学
の
構
造
は
一
九
〇
〇
年
の

表
現
の
学
お
よ
び
一
般
言
語
学
と
し

て
の
美
学
綱
要

）

に
お
い
て
素
描
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
人
間
の
活
動
に
は
理
論
と
実
践
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の

う
え
で
、
実
践
活
動
の
前
提
に
理
論
活
動
が
あ
り
、
そ
の
理
論
活
動
は

概
念

と

直
観

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
両
者
の
中

で
も

概
念

は

直
観

を
前
提
に
し
て
お
り
、
こ
の

直
観

は
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、

直
観
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は
ク
ロ
ー
チ
ェ
哲
学
の
根
底
部
分
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
哲
学
は
歴
史
と
さ
れ
、
歴
史

を
書
く
主
体
は
政
治
・
経
済
史
に
し
て
も
哲
学
史
に
し
て
も
、
ま
ず
も
っ
て
人
間
に
よ
る
表
現
=
直
観
と
い
う
地
平
の
上
で
判
断
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
初
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

直
観

を
表
現
と
規
定
し
た
も
の
の
、
芸
術
の
本
質
を
追
究
す
る
中
で

次
第
に

直
観

概
念
の
意
味
を
明
確
化
し
て
い
き
、

詩

と

詩
で
な
い
も
の

と
い
う
区
分
に
至
る
。
一
九
三
六
年
の

詩

に
お
い
て
は
、
こ
の

詩
で
な
い
も
の

の
内
容
を
検
討
し
、
自
ら
の
思
想
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
本
節
で
は
、
世
紀
転
換

期
以
降
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
の
展
開
を
振
り
返
り
な
が
ら

詩

と

詩
で
な
い
も
の

と
い
う
区
分
の
成
立
過
程
を
詳
し
く
見
て

い
く
。

そ
の
さ
い
に
検
討
す
べ
き
著
作
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
自
身
が

美
学
の
諸
問
題
と
イ
タ
リ
ア
美
学
史
へ
の
貢
献

第
三
版
の
注
で
自

己
の
思
想
の
変
遷
を
振
り
返
り
な
が
ら
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
〇
年
に
発
表
さ
れ
た

表
現
の
学
お
よ
び

一
般
言
語
学
と
し
て
の
美
学
綱
要

は
二
論
文

純
粋
直
観
と
芸
術
の
詩
的
性
質

、

芸
術
表
現
の
全
体
性
と
い
う
特
徴

、

詩

に
よ
っ
て

深
化
・
拡
大

さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
過
程
で

私
は
決
し
て
当
初
確
立
し
た
原
理
を
放
棄
し
た
り
変
更
し

た
り
す
る
必
要
は
な
か
っ
た

）

と
し
て
、
概
念
上
の
連
続
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の
見
解
に
沿
っ
て
各
著
作
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
は

表
現
の
学
お
よ
び
一
般
言
語
学
と
し
て
の
美
学
綱
要

で
ま
ず
原
型
が
描
か
れ
、
そ
の
完
成
版
た
る

表

現
の
学
お
よ
び
一
般
言
語
学
と
し
て
の
美
学

（
以
下

美
学

）
が
一
九
〇
二
年
に
発
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
芸
術
と

は

知
的
な
事
実
か
ら
は
独
立
・
自
律
し
た

直

観

の

表

現

、
す
な
わ
ち
美
的
事
実
で
あ
る
と
の
テ
ー
ゼ
が
打
ち

出
さ
れ
て
い
る

）
。
そ
し
て
、
こ
の

美
的
事
実

（
直
観
）
と

知
的
事
実

（
概
念
）
の
み
が
人
間
の
理
論
活
動
を
構
成
す
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
理
論
活
動
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
、

美
的
事
実

に
注
目
し
て
み
る
と
、

美
的
事
実

は

形
式

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い

と
さ
れ

）
、

内

容

と

形
式

の
区
別
と
い
う
観
点
で
い
え
ば
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表
現

は

形
式

に
当
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
芸
術
作
品
を
創
作
す
る
際
の
素
材
と
な
る

内
容

が
な
け
れ
ば

形
式

も
存

在
し
得
な
い
わ
け
だ
が

）
、
こ
の
時
点
で
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
こ
の

内
容

は
あ
く
ま
で
精
神
の
外
に
あ
り
、
美
の
本
質
で
は

な
か
っ
た
。
美
は
あ
く
ま
で
人
間
精
神
が
認
識
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
表
象
（
直
観
）
を
個
性
的
な
方
法
で
表
現
す
る
こ
と
に
の
み
存
す

る
。
さ
ら
に
、
デ
・
サ
ン
ク
テ
ィ
ス
が

内
容

と

形
式

を
文
芸
批
評
や
文
学
史
に
お
け
る
概
念
と
し
て
提
示
し
た
の
に
た
い

し
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
こ
の
自
然
的
世
界
で
あ
る

内
容

か
ら
人
間
精
神
の
活
動
た
る

形
式

を
峻
別
し
、
こ
れ
を
通
念
と
は

違
っ
て
論
理
的
認
識
以
前
の
認
識
と
し
て
人
間
精
神
に
普
遍
的
に
備
わ
る
も
の
と
述
べ
る

）
。

つ
ぎ
に
、
一
九
〇
八
年
の
論
文

純
粋
直
観
の
詩
的
性
格

に
お
い
て
は
、

純
粋

と
い
う
強
調
語
を
用
い
て
先
の
テ
ー
ゼ
が

説
明
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
言
語
に
よ
る
情
報
伝
達
の
た
め
の
作
品
、
情
熱
の
は
け
口
と
し
て
の
作
品
、
既
存
の
文
学
形
式
だ
け
で

構
成
さ
れ
た
作
品
と

純
粋

直
観
の
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
芸
術
作
品
と
が
区
分
さ
れ
る
。
芸
術
作
品
を
見
分
け
る
と
き
の

判
断
基
準
は
著
者
の

人

格

が
表
出
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る

）
。
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
家
は
自
身
が
じ
っ
さ
い
に
感
じ
た
こ
と

（

精
神
状
態

）
を
表
現
す
べ
き
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
家
の
態
度
が

誠
実
さ

と
呼
ば
れ
た

）
。
こ
れ
ま
で
は
芸
術
を
成
立
さ

せ
る
要
素
と
し
て

形
式

の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
初
め
て

内
容

に
も
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

）
。
一
九
〇
七
年

に

実
践
の
哲
学

を
執
筆
し
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
も
は
や

人
間

に
対
す
る

自
然

と
い
っ
た
よ
う
な
精
神
の
外
に
あ
る
一

切
の
存
在
を
認
め
ず
、
当
初
精
神
の
外
の
存
在
と
規
定
し
て
い
た

内
容

を
精
神
の
実
践
活
動
と
位
置
づ
け
な
お
し
た
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
、

内
容

と
い
っ
て
も
特
定
の
事
実
を
芸
術
的
な
も
の
と
し
て
限
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
厳
密
に
言
え
ば
、

内

容

そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

内
容

と

形
式

の
関
係
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え

ば
戦
争
で
あ
れ
不
倫
関
係
で
あ
れ
、
芸
術
家
の
政
治
・
宗
教
的
傾
向
や
日
常
的
行
い
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
と
は

独
立
に
優
れ
た
芸
術
作
品
は
成
立
し
え
た
。
重
要
な
こ
と
は
現
実
の
中
で
経
験
し
た

内
容

が
何
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
芸
術
家

が
そ
の

内
容

に
適
し
た

形
式

に
与
え
て
表
現
で
き
て
い
る
か
否
か
に
あ
っ
た

）
。
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更
な
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
の
重
要
な
転
機
は
一
九
一
八
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文

芸
術
表
現
の
全
体
性
と
い

う
特
徴

で
は
、

詩

と
い
う
概
念
の
創
出
に
着
手
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
論
文
で
は
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た

芸
術

と
い
う
言
葉
に
加
え
て
、

詩

と
い
う
用
語
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
論
文
は
一
九
一
七
年
に
執
筆
さ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
年
か
ら

ク
リ
テ
ィ
カ

誌
上
に
連
載
さ
れ
て
い
た

現
代
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
外
国
文
学
に
関
す
る
注
釈

が
一
九
一

九
年
か
ら
は

現
代
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
外
国
の
詩
に
関
す
る
注
釈

と
名
称
変
更
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
こ
れ
ら
の
諸
論
考
が
単
著

詩
と
詩
で
な
い
も
の

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
一
九
年
の
期
間
に

詩

と
い
う
概
念

構
築
を
行
い
、
自
ら
の
概
念
の
精
緻
化
に
伴
っ
て
連
載
記
事
と
そ
の
後
の
論
文
集
の
タ
イ
ト
ル
を
変
更
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

詩

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
以
前
の
よ
う
に
た
ん

に
芸
術
を

直
観
の
表
現

と
す
る
だ
け
で
は

形
式

の
み
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ク
ロ
ー
チ

ェ
は
論
考

純
粋
直
観
の
詩
的
性
格

に
お
い
て
示
し
た

内
容

と

形
式

の
必
要
性
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
含
め
た
言
葉
を

必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
一
八
年
の

芸
術
表
現
の
全
体
性
と
い
う
特
徴

で
は
、
一
九
〇
八
年
に
お
け
る
定
義
、

す
な
わ
ち
、
芸
術
は
た
ん
な
る

表

象

で
は
な
く

個

性

的

形

式

で
あ
る
と
の
主
張
に
加
え
、
芸
術
に

普
遍

性

を
も
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
概
念
上
の
展
開
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

）
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
一
九
〇
八
年
の
論
文

純
粋
直

観
の
詩
的
性
格

以
後
、

歴
史
叙
述
の
理
論
と
歴
史

を
一
九
一
五
年
に
ド
イ
ツ
語
版
で
、
一
九
一
七
年
に
イ
タ
リ
ア
語
版
で
刊

行
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
主
題
は
人
間
精
神
に
お
け
る
新
し
い
経
験
を

進
歩

と
し
、
こ
れ
を
促
進
す
る
行
為
を

道
徳
活
動

と
す
る
点
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
論
理
を
美
学
に
お
い
て
も
推
し
進
め
て
い
く
と
、
一
回
性
の
芸
術
創
出
行
為
も
歴
史
の
進
歩
に

貢
献
し
て
い
る
か
ら

道
徳
活
動

と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

道
徳
活
動

と
し
て
の

詩

は
人
間
と
い
う
共
通
項
を
媒
介
に
し

た
超
時
代
性
・
超
空
間
性
が
含
意
さ
れ

）
、
普
遍
性
と
い
う
要
素
も
内
包
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
先
の
論
集
の
タ
イ
ト
ル

詩
と
詩
で
な
い
も
の

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
新
た
に

詩
で
な
い
も
の

の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
と
い
う
理
論
的
仮
題
が
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生
じ
る
の
で
あ
る
。

文
学

と

文
明

詩

に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
美
学
理
論
上
の
展
開
が
体
系
的
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
い
よ
い
よ

詩
で
な
い
も
の

が
検
討
に
付
さ
れ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て

詩

と
は

内
容

と

形
式

を
一
致
さ
せ
、
普
遍
の
中
に
特
殊
な
も
の
を
見
、

豊
か
な
人
間
性
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

）
。
こ
の
よ
う
な
定
義
に
よ
っ
て
、

詩

が
他
の
表
現
一
般
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を

防
ぐ
。

詩

は
表
現
と
い
う
点
で
は

散
文
的
表
現

、

感
情
的
表
現

、

修
辞
的
表
現

と
共
通
す
る
も
の
の
、
精
神
作
用
と

い
う
点
で
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
精
神
哲
学
に
基
づ
け
ば
、

散
文
的
表
現

は

概
念

と
さ
れ
、

感
情
的
表
現

、

修
辞
的
表

現

は

実
践

の
世
界
に
置
か
れ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

詩

概
念
を
純
化
し
そ
の
指
示
範
囲
を
確
定
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て

詩

に
包
括
さ
れ
な
い
表
現
の
意
義
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
時
に
そ
れ
ら
の
表
現
の
位
置

づ
け
を
明
確
化
し
て
い
る
。
す
で
に
論
考

芸
術
表
現
の
全
体
性
と
い
う
特
徴

に
お
い
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
感
情
の
は
け
口
と
す
る

よ
う
な
作
品
を

芸
術
的
に
は
虚
偽

、

道
徳
的
に
も
非
難
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
な
が
ら
も

）
、
こ
れ
ら

普
遍
性

に
至
ら

な
い
作
品
を
も
検
討
し
、
哲
学
的
、
宗
教
的
、
道
徳
的
一
般
傾
向
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
い
る

）
。
し
か
し
、

詩

以
外
の
表
現
に

詩
で
な
い
も
の

、

詩
に
反
す
る
も
の

と
い
う
言
葉
を
当
て
て
体
系
的
に
検
討
す
る
の
は

詩

が
は
じ
め
て

で
あ
る
。

詩

の
重
要
性
は
こ
れ
ら
の
表
現
が

詩

の
形
成
を
促
進
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
妨
害
す
る
場
合
も
あ
る
点
に
気
が

つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
詩
人
が
自
ら
の
精
神
状
態
を
表
現
す
る
方
法
を
探
す
と
き
、
図
書
館
、
書
物
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に

残
さ
れ
た
知
識
を
使
っ
て
創
造
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
逆
に
伝
統
や
因
習
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
同
じ
表
現
の
繰
り
返
し
に
陥

っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

詩

に
は
至
ら
な
い
表
現
で
あ
っ
て
も
、
前
者
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
表
現
に
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は
自
ら
の
歴
史
主
義
の
中
で
認
識
上
不
可
欠
な
役
割
を
与
え
よ
う
と
試
み
る
。

詩

で
確
立
し
た

詩

、

詩
で
な
い
も
の

、

詩
に
反
す
る
も
の

を
歴
史
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
そ
の
意

義
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
主
義
に
つ
い
て
論
旨
に
関
係
あ
る
限
り
で
触
れ
て
お
く
。
ク

ロ
ー
チ
ェ
は

実
践
の
哲
学

に
お
い
て
、
哲
学
と
は
精
神
の
哲
学
で
し
か
あ
り
え
ず
、
い
わ
ゆ
る

自
然

と
い
わ
れ
る
も
の
も

精
神
に
包
摂
さ
れ
る
と
の
哲
学
的
立
場
を
と
る
。
そ
の
う
え
で
、

歴
史
叙
述
の
理
論
と
歴
史

、

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と

し
て
の
歴
史

で
の
考
察
を
経
、
精
神
の
哲
学
と
は
具
体
的
に
は
歴
史
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
の
見
解
を
打
ち
出
し

）
、

す
べ
て

の
認
識
は
歴
史
的
認
識
で
あ
る

）

と
宣
言
す
る
に
至
る

）
。

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
い
う
歴
史
と
は
直
線
的
な
も
の
で
も
循
環
的
な
も
の
で
も
な
く
、
一
回
性
と
し
て
の
歴
史
を
意
味
し

）
、

事
実

に
基
づ
い
て
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

事
実

は
、
ヴ
ィ
ー
コ
的
な
観
点
か
ら
、
主
体
た
る
人
間
に
よ
っ
て

創
ら
れ
た
も

の

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
人
間
の
理
解
を
通
じ
て

真
理

と
な
る

）
。
す
な
わ
ち
、
史
料
そ
の
も
の
が
真
理
を
示
す
わ

け
で
は
な
く
、
史
料
が
人
間
の
思
考
を
通
じ
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

真
理

た
り
う
る

）
。
と
す
れ
ば
、

詩

、

詩
で

な
い
も
の

、

詩
に
反
す
る
も
の

の
い
ず
れ
も
表
現
と
し
て
歴
史
の
史
料
と
な
り
え
る
。

事
実
か
ら
歴
史
が
創
ら
れ
る
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第
一
が
事
実
の
年
代
順
の
確
定
や
史
料
批
判
と
い
う
段
階
で
あ
り

）
、
第

二
が
こ
う
し
た
諸
事
実
の
発
生
と
展
開
を
知
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の
特
徴
や
役
割
を
判
断
す
る
段
階
で
あ
り
、
後
者
こ
そ
が
認
識

に
お
い
て
本
質
的
な
意
義
を
持
つ

）
。
以
上
の
過
程
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る

概
念

、
た
と
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
、
啓
蒙
主
義
、
自
由

主
義
、
古
典
主
義
、
バ
ロ
ッ
ク
、
ロ
マ
ン
主
義
と
い
っ
た
も
の
は
、
個
別
具
体
性
と
と
も
に
普
遍
性
を
も
併
せ
持
つ

概
念

で
あ

り
、
物
事
を
便
宜
上
分
類
す
る

経
験
概
念

と
は
異
な
る

）
。

た
だ
し
、
す
べ
て
の
歴
史
が
真
正
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
歴
史
に
お
い
て
諸
事
実
の
あ
い
だ
に
必
然
性
や
偶
然
性

を
見
出
す
こ
と
は
真
正
な
歴
史
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
必
然
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
操
作
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
、
先
行
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す
る
事
実
と
後
続
す
る
事
実
を
因
果
関
係
で
結
ぶ
こ
と
も
含
ま
れ
る

）
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

原
因

と
い
う
概
念
は
自
然
科

学
の
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
そ
の
領
域
に
留
ま
っ
て
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
自
然
科
学
お
よ
び
法
則
定

立
型
の
社
会
科
学
を
、
因
果
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
で

行
動
の
指
針

）

を
得
る
と
い
う
実
践
活
動
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
よ
う
な
社
会
科
学
化
さ
れ
た
歴
史
は
現
実
で
は
な
く
、
法
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
た

ん
に
現
行
の
法
律
な
り
制
度
な
り
の
維
持
・
改
変
と
い
う
視
点
か
ら
書
か
れ
、
普
遍
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
方
法
と
さ
れ
る

）
。

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
歴
史
叙
述
の
手
続
き
の
厳
密
さ
を
追
究
し
て
い
っ
た
ド
イ
ツ
歴
史
主
義
の
業
績
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の

先
に
あ
っ
た
価
値
の
相
対
化
や
客
観
的
な
科
学
と
し
て
の
歴
史
へ
は
向
か
わ
な
い
。
か
れ
の
歴
史
は
モ
デ
ル
形
成
で
は
な
く
、
史
家

の
現
代
的
な
問
題
意
識
か
ら
過
去
に
表
現
さ
れ
た
も
の
一
般
に
降
り
て
い
き
、
そ
こ
に
新
し
い
光
を
当
て
て
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
創
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
認
識
自
体
を
形
成
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
真
、
善
、
美
、
有
用
）
だ
け
は
歴
史
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
さ
れ

）
、
そ
の
体
系
は
維
持
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

詩

、

詩
で
な
い
も
の

、

詩
に
反
す
る
も
の

は
歴
史
の
史
料
で

は
あ
っ
て
も
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
関
係
に
従
い
、
同
レ
ベ
ル
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

詩

は
美
と
一
致
し
、

詩
で
な
い
も
の

は

後
に
詳
し
く
論
じ
る
が
美
を
一
部
含
み
な
が
ら
お
お
む
ね
真
も
し
く
は
有
用
と
一
致
す
る
。
そ
れ
で
は
、

詩
に
反
す
る
も
の

は

い
ず
れ
に
あ
た
る
の
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
に
あ
た
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
く
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は

思
考
と
し
て
の
歴
史
と

行
動
と
し
て
の
歴
史

第
十
一
章
で

善
な
る
仕
事
と
は
、
具
体
的
に
は
美
と
真
と
利
益
を
実
現
す
る
仕
事
以
外
の
も
の
で
あ
り
え

な
い

）

と
し
て
お
り
、
歴
史
の
対
象
は
こ
の

善
な
る
仕
事

で
あ
る
と
述
べ
る

）
。
と
は
い
え
、
美
、
真
、
有
用
を
追
究
し
歴
史
に

変
化
を
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
つ
ね
に

善

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

善

の
反
対
側
に
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
が
潜
在

し
て
い
る
。

歴
史
四
部
作

で
は

自
由

と

頽
廃

が
対
立
し
、
前
者
が
後
者
を
不
断
に
克
服
し
て
い
く
さ
ま
が
叙
述
さ
れ

た
が
、

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

で
は
こ
の
二
項
対
立
関
係
に

善

と

悪

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
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後
者
の
意
味
が
明
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
真
、
美
、
有
用
と
い
う
価
値
の
実
現
（
善
）
を
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
他
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
触
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
さ
い
、
活
動
す
る
当
人
は
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
自
律
性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
目
的
を
達
し

た
う
え
で
さ
ら
に
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
領
域
へ
侵
犯
し
、
そ
の
活
動
の
上
位
に
立
つ
べ
く
そ
の
自
律
性
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
行
為
は

悪

と
呼
ば
れ
る

）
。
こ
の

悪

は
た
と
え
歴
史
上
新
し
い
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
叙
述
す
る
に
あ
た
ら
な
い
。

以
上
を
前
提
に
す
る
と
、

詩

に
対
置
さ
れ
る

詩
に
反
す
る
も
の

と
は

美

に
対
す
る

醜

、
道
徳
的
な
意
味
で
言
え

ば

悪

と
な
る
。

詩
に
反
す
る
も
の

は
芸
術
的
創
造
過
程
に
実
践
も
し
く
は
学
問
上
の
目
的
を
介
入
さ
せ
、
詩
的
要
素
を
消

失
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
他
の
主
体
に
と
っ
て

詩

を
創
る
た
め
の

内
容

と
な
り
え
た
場
合
以
外
は
歴
史
叙
述
上
の

意
味
が
な
い
と
さ
れ
る
。

詩

と

詩
に
反
す
る
も
の

の
二
分
法
の
間
に
置
か
れ
た
も
の
が

詩
で
な
い
も
の

で
あ
る

）
。

詩
で
な
い
も
の

は

詩

に
比
し

内
容

と

形
式

の
一
致
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
不
完
全
だ
が
、

詩
に
反
す
る
も
の

と
対
照
的
に
そ

の
存
在
自
体
に
歴
史
上
積
極
的
意
義
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は

芸
術
の
た
め
の
芸
術

と

文

学

的

表

現

な
い
し
は

文
学

が
含
ま
れ
る

）
。
前
者
は
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
文
学
に
顕
著
に
見
出
さ
れ
、
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
や
表
現
を
組
み
替
え
て
美
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
潮
流
で
あ
る
。
か
れ
の
作
品
は
概
し
て

形
式

と
し
て
は
完
成
度
が
高
い
も
の
の

内
容

と
う
ま
く
結
び
つ

い
て
い
な
い
た
め
に

詩

に
達
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る

）
。
後
者
は

形
式

の
洗
練
で
は
な
く
、

内
容

の
充
実
が
含
意
さ
れ
、

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

文
学
的
表
現
と
は
礼
儀
作
法
に
似
て
い
て
文
明
と
教
育
の
一
部
で
あ
り
、
詩
的
で
な
い
表
現
、
す
な
わ
ち
、
感
情
的
表
現
、
散
文
的
表
現
、

修
辞
も
し
く
は
刺
激
的
表
現
と
い
っ
た
も
の
が
自
己
を
否
定
し
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
も
詩
的
・
芸
術
的
意
識
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、
詩
的

な
表
現
と
の
間
に
調
和
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
詩
が
人
間
に
生
来
備
わ
っ
た
言
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
学
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は
文
明
に
お
け
る
言
語
の
制
度
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
目
的
を
背
負
っ
た
諸
制
度
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る）
。

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
ま
ず
言
語
の
本
質
を
情
報
の
伝
達
手
段
と
見
る
の
で
は
な
く
、

詩

と
と
ら
え
た
う
え
で
、
言
語
の
こ
の
詩
的

性
質
を
壊
す
こ
と
な
く
、
有
用
や
真
と
い
っ
た
他
の
活
動
を
表
現
し
た
も
の
を

文
学

と
見
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
い
う

文
学
的
表
現

は
小
説
の
よ
う
な
狭
義
の
文
学
作
品
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
広
く
政
治
家
の
修
辞
や
哲
学
論
文
な
ど
も
含
み
、

他
の
精
神
的
傾
向
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
表
現
を
指
し
、
具
体
的
に
は

感
情
の
文
学

、

修
辞
の
文
学

、

気
晴
ら
し
の
文
学

、

教
育
の
文
学

と
し
て
表
出
す
る

）
。
こ
う
し
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
に
お
い
て
、
い
ま
や

美

と
し
て
肯
定
的
な
意
味
を
持
つ

と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
い
わ
ば
上
位
の

詩

と
下
位
の

文
学

と
い
う
二
重
構
造
を
持
つ
よ
う
に
な
る

）
。
た
だ
し
、
美
的
観
点

か
ら
下
位
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
概
念
に
分
類
さ
れ
た
作
品
が
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
劣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

文
学

に
含
ま
れ
る
哲
学
論
文
な
ど
の
学
問
作
品
は
、

形
式

と
の
一
致
を
な
し
え
ず

詩

に
至
ら
な
い
も
の
の
、

内
容

上
は

詩

に
匹
敵
す
る
優
れ
た
文
学
・
学
術
的
価
値
や
同
時
代
史
料
と
し
て
の
価
値
を
持
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
主
義
に
お
け
る

文
学

概
念
の
独
自
性
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
概
念
が

文
明

の
維
持
に
と

っ
て
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い
る
。

文
明

と
い
う
言
葉
は

頽
廃

に
対
置
さ
れ
、

善

と

悪

の
ク
ロ
ー
チ

ェ
的
な
二
分
法
に
し
た
が
え
ば

善

に
あ
た
り
、
歴
史
の

進
歩

を
促
す
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

）
。

文
学

自
体
は
た

と
え

詩

で
は
な
い
と
し
て
も
、
歴
史
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

）
。

文
学

は
後
続
の
時
代
の

詩

の
形
成

）
の
た
め
の

言
語
経
験
の
保
持
と
い
う
役
割
を
果
た
す
か
ら
だ

）
。
つ
ま
り
、

詩

は
純
粋
に
先
行
す
る
時
代
の
言
語
形
式
だ
け
か
ら
は
生
ま
れ

ず
）

、
学
問
や
政
治
・
経
済
の
影
響
を
被
り
つ
つ
生
み
出
さ
れ
る

）
わ
け
だ
が
、
そ
の
さ
い
他
の
精
神
活
動
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
表
現

が

文
学

と
し
て
成
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

文
学

に
お
け
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
交
流
関
係

に
着
眼
す
る
こ
と
で
歴
史
叙
述
は
い
っ
そ
う
豊
か
な
も
の
と
な
ろ
う

）
。
と
同
時
に
、
価
値
体
系
を
伴
っ
た
歴
史
の
可
能
性
も
垣
間
見
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る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
点
に
こ
そ
、

詩

概
念
に
従
属
的
で
な
い
、
歴
史
に
お
け
る

文
学

概
念
独
自
の
意
義

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
か
ら
、
一
九
三
〇
年
代
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
主
義
の
中
で
展
開
さ
れ
た

文
学

概
念
の
位
置
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
こ
の
概
念
は
政
治
・
経
済
史
が
物
質
や
生
命
に
お
け
る
有
用
性
や
合
理
化
作
用
の
因
果
関
係
の
叙
述
の
み
な
ら
ず
、

文
学

に
表
出
す
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
把
握
し
て
お
く
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
意
義
の
第
一
は
、
社
会
科
学
に
よ
っ
て
確
定

さ
れ
た
因
果
関
係
な
い
し
法
則
が
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、

文
学

が
歴
史

に
お
け
る
詩
や
哲
学
や
政
治
と
い
っ
た
多
様
な
精
神
活
動
の
交
流
の
結
節
点
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
の

に
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
感
情
の
発
露
や
修
辞
と
い
っ
た
人
間
の
表
現
を
切
り
口
に
そ
の
精
神
を
映
す
こ
と
で
、
詩
の
展
開
過
程
を

他
の
実
践
活
動
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
解
す
る
の
を
助
け
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た

文
学

は
法
則
を
見
よ
う
と
す
る
社
会
科
学

で
は
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
精
神
世
界
の
表
出
で
あ
る
と
と
も
に
、
意
思
決
定
の
根
底
に
存
在
す
る
理
性
的
で
な
い
部
分

を
も
含
め
た
、
政
治
・
経
済
を
担
う
人
々
の
実
践
に
関
す
る
研
究
の
基
礎
を
も
構
成
す
る
。
社
会
科
学
に
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
人

間
精
神
の
深
層
に
ま
で
迫
る

文
学

か
ら
離
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
）H.

Stu
art

H
u
g
h
es,

,
K
n
o
pf,

N
e
w

Y
or

k19
58

（
生
松
敬
三
・
荒
川
幾
男
訳

意
識
と
社
会
│
│
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
思
想
史
一
八
九
〇
│
一
九
三
〇
年

み
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す
ず
書
房
、
一
九
六
五
年
、
二
〇
七
│
二
〇
八
、
二
二
七
頁
。

（
2
）

こ
の
時
代
に
至
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
思
想
展
開
お
よ
び
概
念
の
説
明
は
拙
著

ク
ロ
ー
チ
ェ
1
8
6
6
│
1
9
5
2

藤
原
書
店
、
二

〇
一
〇
年
を
参
照
。

（
3
）

ク
ロ
ー
チ
ェ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
は

P・
ロ
ッ
シ

歴
史
社
会
科
学
と

絶
対
的

歴
史
主
義

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

ー
バ
ー
講
義

歴
史
主
義
か
ら
社
会
科
学
へ

み
す
ず
書
房
、
一
九
九
二
年
、
二
三
二
│
二
七
四
頁
、
ま
た
ロ
ッ
シ
自
身
の
ク
ロ
ー
チ
ェ

解
釈
に
つ
い
て
は
、P.

R
ossi,

,
L
erici,

M
ila

n
o1
9
60,

p
p.28

7
‐
330

の
優

れ
た
論
考
を
参
照
。

（
4
）

,
a
c
u
ra

di
M.

M
u
ste,́

intro
d
u
zio

n
e
di

G.
S
asso,

Istituto
Italia

n
o
p
er

gli
Stu

di
Stori‑

ci,
N
a
p
oli1

99
6,

lett.
2
1,

2
8.

（
5
）C.

A
nto

ni,
,

S
a
n
so

ni,
Fire

n
ze1

9
4
0

（
讃
井
鉄
男
訳

歴
史
主
義
か
ら
社
会
學
へ

未
来

社
、
一
九
五
九
年
）、
序
文
参
照
。

（
6
）C.

O
co

n
e,

,
R
u
b
b
ettin

o,
2
00
5,

p.
1
46.

（
7
）C.

A
nto

ni,
,

E
dizio

ni
R
a
dio

Italia
n
a,
1
9
57

（
新
井
慎
一
訳

歴
史
主
義

創
文
社
、
一
九
七
三
年
）、
一
八

七
│
一
八
九
頁
。

（
8
）R.

F
ra

n
c
hini,

,
2

e
d.,

M
ora

n
o,

N
a
p
oli1

96
6,

ca
p.

V
II‐

co
n
clu

sio
n
e,

お

よ
びid,

,
G
ia
n
nini,

N
a
p
oli19

5
3,

p
p.
1
3
‐3
8,

1
4
6‐
16
9,

id,
‑

,
2

e
d.

riv
e
d
uta,

G
ia
n
nini,

N
a
p
oli19

6
7,

p
p.
72
‐
9
4.

そ
の
他
に
、E.

D
e

M
artin

o,
‑

,
A
r
g
o,

L
ecce1

9
9
5
(1

e
d.,

L
aterza,

B
ari1

94
1),

ca
p.

III,
A.

B
a
u
sola,

,
S
ocieta

｀
e
ditrice

vita
e
p
e
n
siero,

M
ila

n
o1
96
7,

ca
p.

X,
X
I
e
co

n
clu

sio
n
e,

V.
V
itiello,

‑

,
Libreria

scie
ntifica

e
ditrice,

N
a
p
oli1

9
6
8,

ca
p.

I
V

も
参
照
し
た
。

（
9
）D.

D.
R
o
b
erts,

‑

,
Istituti

e
ditoriali

e
p
olig

rafici
inter

n
azio

n
ali,

Pisa‐
R
o
m
a19

95.

（
10
）B.

C
roce,

,
L
aterza,

B
ari1

96
5
(1

e
d.,
19
3
8)

（
以
下
、

）

.
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（
11
）B.

C
roce,

,
L
aterza,

B
ari1

9
53

(1
e
d.,

19
39)

（
以
下
、

）

.
（
12
）G.

G
alasso,

,
L
aterza,

R
o
m
a‐

B
ari2

0
0
2,

ca
p.

X
V.

（
13
）

両
作
品
が
理
論
上
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば

,
cit,

lett.
1
5

に
見
ら
れ
る
。

（
14
）B.

C
roce,

,
6

v
oll.,

A
rte

tip
o
g
rafica,

N
a
p
oli1

98
7

（
以
下

）,
1
4

g
e
n.,

2
8

lu
g.‐7

set.

19
35.

（
15
）

,
8

a
g
o.
1
9
36.

（
16
）

こ
の
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
過
程
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
自
身
も

一
種
の
嘔
吐
感

さ
え
感
じ
る
と
日
記
に
記
し
て
い
る
（

‑

,
16.

a
pr.

19
38

）。

（
17
）B.

C
roce,

,
a
c
u
ra

di
M.

M
astro

g
re

g
ori,

Biblio
p
olis,

N
a
p
oli199

1

（
以
下
、

）,
a
v
v
erte

n
za.

（
18
）

,
26

dic.
19
3
8.

（
19
）

,
2

dic.
1
93
8.

（
20
）

こ
れ
に
は
次
の
事
情
が
あ
る
。

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

は
出
版
後
、
同
年
す
ぐ
に
第
二
版
が
公
刊
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
多
く
の
知
識
人
の
関
心
を
引
い
た
。
第
三
版
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
論
文
も
追
加
さ
れ
て
い
る(

,
16,

2
3

fe
b.

19
39)

。
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
当
時

思
考
と
し
て
の
歴
史
と
行
動
と
し
て
の
歴
史

は
ま
だ
に
十
分
に
説
明
し
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
考

え
て
い
た
の
で
、
そ
の
解
説
を

現
代
哲
学
の
特
徴

に
お
け
る

補
論

へ
と
受
け
継
が
せ
た
の
で
あ
る
。

（
21
）B.

C
roce,

(19
4
1),

in
id,

,
L
aterza,

B
ari1

9
6
7,

p
p.
37
3
‐3
7
7.

（
22
）

歴
史
四
部
作

と
は

,
L
aterza,

B
ari1

9
2
5

（

ナ
ポ
リ
王
国
史

）、

,
L
aterza,

B
ari1

92
9

（

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
時
代
史

）、

,
L
aterza,

B
ari19

2
8

（

一
八
七
一
年
か
ら
一
九
一
五
年
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
史

）、
,

L
aterza,

B
ari

19
32

（

十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史

）
を
指
す
。

（
23
）

こ
の
作
品
は
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
三
四
年
に
書
か
れ
、

ク
リ
テ
ィ
カ

を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
そ
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れ
ぞ
れ
第
一
章

美
学

、
第
二
章

論
理
学
と
倫
理
学

、
第
三
章

哲
学
の
永
続
性
と
歴
史
性

へ
と
再
編
し
、
自
ら
の
理
論
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る

(
B.

C
roce,

,
2

e
d.,

L
aterza,

B
ari1

94
8
(1

e
d.,
1
93
5),

a
v
v
erte

n
za)

。

（
24
）

,
3

ott.
1
9
34.

自
伝
の
テ
キ
ス
ト
はB.

C
roce,

(1
9
3
4),

in
id,

,
cit,

p
p.

35
7‐
3
7
2.

（
25
）B.

C
roce,

Filosofia
co

m
e
storicis

m
o
assoluto,

in
,

p
p.
9
‐
1
0.

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
自
ら
の
歴
史
主
義
を

絶
対
的

歴
史
主
義

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
詩
や
文
学
を
も
含
め
た
認
識
一
般
に
お
け
る
徹
底
し
た
歴
史
化
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。Cfr.

R.
F
ra

n
c
hini,

,
cit,

p
p.
3
6‐
3
7

の
指
摘
も
参
照
せ
よ
。
ま
た
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
自
ら
の
歴
史
主
義
を
人
文
主
義
の
延
長
線
上
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
はB.

C
roce,

Il
p
osto

di
H
e
g
el

n
ella

storia
d
ella

filosofia,
in

,
cit,

p
p.
5
2

n,
5
3,

id,
Il

co
n
cetto

filosofico
d
ella

storia
d
ella

filosofia,
in

,
cit,

p
p.
5
9‐
60,

,
p
p.
31
0
‐
3
1
5

を
参
照
。

（
26
）B.

C
roce,

T
esi

fo
n
d
a
m
e
ntali

di
u
n'

estetica
co

m
e
scie

n
za

d
ell'

espressio
n
e
e
lin

g
uistica

g
e
n
erale,

in
id,

,
a
c
u
ra

di
A.

A
ttisa

ni,
P
rin

cip
ato,

M
assin

a‐
R
o
m
a1
92
5,

p
p.
3
‐
117.

（
27
）B.

C
roce,

,
L
aterza,

B
ari19

4
0,

p.
30.

（
28
）B.

C
roce,

,
S
a
n
dro

n,
M
ila

n
o‐

P
aler

m
o‐

N
a
p
oli1

9
02

(

以
下

）,
p.
1
4.

表
現

は
言
葉
に
よ
る
も
の
に
限
ら
な
い

(
.,

p.
11.)

。

（
29
）

,
p.
1
9.

（
30
）

,
p
p.
8
‐
9.

（
31
）

,
p
p.
2
8
‐2
9.

（
32
）B.
C
roce,

L'
intuizio

n
e
p
u
ra

e
il

carattere
lirico

d
ell'

arte,
in

id,

,
Biblio

p
olis,

N
a
p
oli2

0
0
3,

p
p.26

‐
28.

（
33
）B.

C
roce,

L'
intuizio

n
e
p
u
ra

e
il
carattere

lirico
d
ell'

arte,
cit,

p.
35.

（
34
）B.

C
roce,

L'
intuizio

n
e
p
u
ra

e
il
carattere

lirico
d
ell'

arte,
cit,

p
p.
3
0
‐
32.

（
35
）

以
上
の
立
場
は
一
九
一
三
年
の

美
学
概
論

で
簡
潔
に
要
約
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
芸
術
追
究
行
為
が

道
徳

と
さ
れ
て
い
る
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点
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
（B.

C
roce,

B
re
viario

di
E
stetica,

in
id,

,
Biblio

p
olis,

N
a
p
oli19

91,
p.
6
6.

山
田
忠
彰
編
訳

エ
ス
テ
テ
ィ
カ

イ
タ
リ
ア
の
美
学

ク
ロ
ー
チ
ェ
＆
パ
レ
イ
ゾ
ン

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二

〇
〇
五
年
に
邦
訳
が
所
収
さ
れ
て
い
る
）。

（
36
）B.

C
roce,

Il
carattere

di
totalita

｀
d
ell'

espressio
n
e
artistica,

in
id,

,
cit,

p
p.
1
1
5
‐11

6.

（
37
）

劣
っ
た
芸
術
家
は
己
の
人
生
や
そ
の
時
代
の
社
会
に
関
す
る
資
料
に
な
り
や
す
く
、
優
れ
た
芸
術
家
は
時
代
や
社
会
や
実
践
的
な

人
間
と
し
て
の
自
分
を
超
越
す
る

（

.,
p.
1
1
6

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
38
）

,
p
p.
57
‐5
8.

こ
う
し
た
純
粋
な

詩

は
ホ
メ
ロ
ス
、
ゲ
ー
テ
、
イ
プ
セ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
。

（
39
）B.

C
roce,

Il
carattere

di
totalita

｀
d
ell'

espressio
n
e
artistica,

cit,
p.
1
2
0.

こ
う
し
た
特
徴
の
あ
る

現
代
文
学

を
ク

ロ
ー
チ
ェ
は

病

気

と
表
現
し
て
い
る
（

.,
p
p.
12
3
‐
1
24

）。B,
C
roce,

A
esth

etica
in

n
u
ce,

in
id,

,
cit,

p.
27

で
は
こ
の
病
気
の
例
と
し
て
ロ
マ
ン
主
義
を
挙
げ
、
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
持
つ
同
時
代
の
思
想
潮
流
と
し
て
表
現
主
義
や
未

来
主
義
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
40
）B.

C
roce,

Il
carattere

di
totalita

｀
d
ell'

espressio
n
e
artistica,

cit,
p
p.
1
25
‐
1
2
6.

（
41
）B.

C
roce,

Filosofia
co

m
e
storicis

m
o
assoluto,

cit,
p.
9.

B.
C
roce,

P
aralip

o
m
e
ni

alla«
Storia»,

in
,

p
p.
2
3
2
‐2
33.

（
42
）

,
p.
19.

（
43
）

ク
ロ
ー
チ
ェ
のF.
M
ein

ec
k
e,

,
O
ld
e
n
b
o
u
r
g,

M
u
¨

n
c
h
e
n‐

B
erlin1

93
6

（
菊
盛
英
夫
、

麻
生
健
訳

歴
史
主
義
の
成
立

筑
摩
叢
書
、
一
九
六
七
│
六
八
年
）
に
関
す
る
議
論
は

,
p
p.
5
1‐
64

を
参
照
。
ま
た
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
自
由
論
は
精
神
哲
学
、
歴
史
主
義
と
矛
盾
な
く
結
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
はB.

C
roce,

G
iu
dizio

stori‑
co

e
azio

n
e

m
orale,

in
,

p.
1
0
2

お
よ
び
、B.

C
roce,

P
rin

cipio,
id
e
ale,

te
oria.

A
pro

p
osito

d
ella

te
oria

filosofica
d
ella

lib
erta,`

in
,

p
p.
1
07
‐1
1
2.

を
参
照
。

自
由

と
政
治
体
制
の
関
係
に
つ
い
て
は

,
p
p.
2
49,

25
1,

25
7

を
参
照
。

（
44
）

頽
廃

が
と
き
に
再
帰
す
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
循
環
し
て
い
る
が
、
同
じ

頽
廃

が
繰
り
返
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
か

ら
は
歴
史
は
直
線
的
で
は
な
い
も
の
の

進
歩

す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
、
一
定
の
方
向
を
持
つ
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。

法学研究 84 巻 2 号（2011 : 2）

188



（
45
）

,
p.
12
6.

（
46
）

,
p.
15
2.

こ
の
よ
う
な
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
理
性
に
よ
る
把
握
が
優
位
を
占
め
、
対
象
が
宗

教
で
あ
っ
て
も
歴
史
家
自
身
は
理
性
に
よ
っ
て
こ
れ
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
（

,
p
p.
2
14
‐
2
1
6

）。

（
47
）

文
献
学
の
意
義
に
つ
い
て
はB.

C
roce,

G
li
stu

di
storici

n
ella

v
arieta

｀
d
elle

loro
for

m
e
e
i
loro

d
o
v
eri

prese
nti

(19
34),

in
id,

,
cit,

p
p.
3
1
3,

31
7,

3
1
9.

こ
こ
で
は
文
献
学
と
修
辞
学
と
歴
史
が
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
持
ち
、
互
い
に

協
力
関
係
に
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

（
48
）

,
p
p.
1
27,

14
5.

こ
れ
ら
の
二
つ
の
過
程
全
体
が
歴
史
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
第
二
段
階
が
哲
学
と
呼
ば
れ
る
。
哲
学
は

歴
史
叙
述
の
方
法
論

と
位
置
づ
け
ら
れ
歴
史
に
包
摂
さ
れ
る
（

,
p.
2
8

）。

（
49
）

,
p
p.
1
2
8
‐
13
3,

2
95.

擬
似
概
念

は

論
理
学

（
一
九
〇
九
年
）
に
お
い
て

経
験
概
念

、

抽
象
概
念

に
大
別
さ

れ
、
い
ず
れ
も
図
式
や
分
類
を
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
歴
史
を
叙
述
す
る
さ
い
の
手
段
的
役
割
し
か
負
わ
な
い
（B.

C
roce,

,
Biblio

p
olis,

N
a
p
oli1

9
9
4,

p.
25
2

）。

（
50
）

,
p
p.
1
4
‐
1
6

（
51
）B.

C
roce,

P
aralip

o
m
e
ni

alla«
Storia»,

cit,
p.
18
2.

（
52
）B.

C
roce,

P
aralip

o
m
e
ni

alla«
Storia»,

cit,
p.
1
3
6.

C
fr.

B.
C
roce,

L
a
g
razia

e
il
lib

ero
arbitrio,

in
id,

,
cit,

p
p.
2
90
‐
2
9
5.

と
は
い
え
、
因
果
的
な
関
係
を
確
定
す
る
知
的
作
業
は
一
般
的
傾
向
を
知
る
た
め
に
は
有
効
で
は
あ
る
（B.

C
roce,

,
Biblio

p
olis,

N
a
p
oli1

9
9
6
(1

e
d.,
1
9
09),

p
p.
3
1
7‐
3
2
6,

id,
P
aralip

o
m
e
ni

alla«
Stori‑

a»,
cit,

p
p.
2
36
‐
2
3
7

）。

（
53
）

,
p
p.
2
4
2
‐
24
3,

26
9.

（
54
）

,
p.
43.

ク
ロ
ー
チ
ェ
精
神
哲
学
に
お
け
る

道
徳
活
動

の
意
味
内
容
も
い
く
つ
か
の
展
開
を
経
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず

美
学

に
お
い
て
は

合
理
的
な
目
的
を
欲
す
る
こ
と

と
定
義
さ
れ
、

あ
る
目
的
を
欲
す
る

と
い
う

経
済
活
動
（
政
治

を
も
含
ん
だ
、
有
用
性
を
求
め
る
活
動
）

と
対
比
さ
れ
、

道
徳
活
動

も
か
な
ら
ず

経
済
活
動

を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
実
現
で
き

な
い
と
の
主
張
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（B.

C
roce,

,
cit,

p.
6
0

）。
さ
ら
に
、

経
済
の
哲
学
に
帰
せ
ら
れ
る
法
の
哲
学

（
一

九
〇
七
年
）
に
お
い
て
は
、

個
の
活
動

を
手
段
に
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る

普
遍
の
活
動

と
定
義
さ
れ
る
（B.

C
roce,
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,
a
c
u
ra

di
A.

A
ttisa

ni,
R
icciardi,

N
a
p
oli1

92
6,

p.
5
3

）。

さ
ら
に
、

倫
理
学
断
章

に
お
い
て
は

新
し
い
経
験
を
提
供
す
る
こ
と
で
人
間
の
歴
史
を
進
歩
さ
せ
る
活
動

と
さ
れ
、
そ
の
普
遍

性
の
基
準
が
歴
史
に
求
め
ら
れ
る
（B.

C
roce,

F
ra

m
m
e
nti

di
etica(1

9
2
2),

in
id,

,
cit,

p
p.
9
4,

13
4
‐
136,

16
5‐
1
6
8

）。

（
55
）

,
p.
1
1
3.

対
象
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
実
現
さ
れ
た
作
品
や
制
度
で
あ
っ
て
、
作
者
や
創
設
者
の
意
図
で
は
な
い
（

,
p.
2
0
5

）。
ま
た
哲
学
と
詩
の
歴
史
を
比
較
し
た
と
き
、
哲
学
者
は
前
提
と
な
る
以
前
の
哲
学
体
系
を
ふ
ま
え
て
展
開
さ
せ
る
が
、
詩
人

は
こ
の
よ
う
な
前
提
を
持
た
な
い
と
さ
れ
る
（B.

C
roce,

S
u
g
g
estio

ni
d
ell'

estetica.
P
er

rifor
m
e
in

altre
p
arti

d
ella

filosofia,
in

,
cit,

p.7
7.

こ
の
点
に
つ
い
て
はA.

P
are

nte,
‑

,
L
aterza,

B
ari1

9
52,

p
p.
1
6
1
‐
18
1

の
解
釈
と
こ
こ
に
修
正
を
加
え
て
い
るC.

A
nto

ni,
,

P
ozza,

V
e
n
ezia1

9
5
5,

p
p.
1
7
3
‐1
8
3

も
参
照
せ
よ
）。

（
56
）

,
p
p.
15
9,

16
2‐
1
64.

悪

に
つ
い
て
はB.

C
roce,

L
a
te
oria

d
ell'

errore(1
92
4),

in
id,

,
cit.

p
p.

34
1‐
3
4
2

で
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
論
考
で
は

歴
史
四
部
作

の
執
筆
過
程
で
概
念
化
さ
れ
、
精
神
哲
学
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

頽
廃

と
の
関
係
が
明
確
化
し
て
い
な
い
。

（
57
）

,
p
p.
28
‐3
1,

61
‐
6
3.

（
58
）

,
p
p.
55,

6
1,

cfr.
.,

p.
1
2
0.

（
59
）

,
p.
5
3.

國
司
航
佑

ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
批
評
│
│
評
価
は
な
ぜ
変
化
し
た
の
か

イ
タ
リ
ア

学
会
誌

第
六
〇
号
、
一
七
七
│
二
〇
〇
頁
の
具
体
的
な
検
討
を
参
照
。

（
60
）

,
p.
3
4.

cfr.
P.

D'
A
n
g
elo,

E
stetica,

in
A
A.

V
V.,

Biblio
p
olis,

N
a
p
oli2

00
8,

p
p.
3
7
‐38.

（
61
）

,
p
p.
41
‐4
9.

（
62
）

,
p.
1
20.

（
63
）

,
p
p.
1
5
9,

1
62
‐
16
4.

（
64
）

た
と
え
ば
そ
の
必
要
性
は

,
p
p.
1
5
3
‐
15
4,

15
7

に
見
ら
れ
る
。

（
65
）

,
p.
3
4.
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（
66
）

,
p
p.
32
‐3
4.

（
67
）

,
p.
1
36.

（
68
）

,
p
p.
8
2,

1
3
9‐
1
4
0.

cfr.
B.

C
roce,

Intor
n
o
all'

intuito
e
al

giu
dizio(1

9
34),

in
id,

,
cit,

p
p.

26
1,

2
6
4,

id,
A
p
oliticis

m
o,

in
id,

,
cit,

p.
2
9
9.

ま
た
、
国
家
と
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
、B.

C
roce,

A
m
ore

e
a
v
v
ersio

n
e
allo

stato(1
93
3),

in
id,

,
cit,

p
p.
30
0‐
3
11

が
あ
る
。
さ
ら
に
、

,
5

dic.
1
93
5

も
参
照
せ
よ
。
翻
訳
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
考
察
は

,
p
p.
1
02
‐
1
0
9.

（
69
）B.

C
roce,

P
u
nti

di
orie

nta
m
e
nto

d
ella

filosofia
m
o
d
er
n
a(1

92
6),

in
id,

,
cit,

p
p.
2
2
0‐2

21.
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