
フ
ー
コ
ー
の
デ
カ
ル
ト
読
解

藤
田

公
二
郎

は
じ
め
に

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、
最
初
の
著
作
『
狂
気
と
非
理
性

―
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
狂
気
の
歴
史
』（
1961）（
以
下
『
狂

気
の
歴
史
』
と
略
記
）
の
な
か
で
、
一
七
世
紀
半
ば
の
西
欧
世
界
に
お
い
て
狂
気
と
理
性
と
の
あ
い
だ
に
決
定
的
な
分
割
線
が
引
か

れ
、
狂
気
が
理
性
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。
こ
の
排
除
の
典
型
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
歴
史
的
出
来
事
は
、
一
六
五
六
年

に
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
一
四
世
に
よ
り
布
告
さ
れ
た
一
般
施
療
院
設
立
の
勅
令
で
あ
る
。
狂
人
た
ち
は
そ
れ
ま
で
、
理
性
的
な
一
般

市
民
と
比
較
的
自
由
に
交
流
し
て
い
た
が
、
こ
の
勅
令
に
よ
っ
て
浮
浪
者
・
失
業
者
・
乞
食
・
貧
民
ら
と
と
も
に
公
共
秩
序
の
不
適

応
者
と
し
て
社
会
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
一
般
施
療
院
に
収
容
・
監
禁
さ
れ
た
。
狂
人
た
ち
は
こ
れ
以
降
、
理
性
と
の
関
係
を
決
定
的

に
断
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

し
か
し
狂
気
の
排
除
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
社
会
的
秩
序
の
水
準
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
哲
学

的
言
説
の
水
準
に
お
い
て
も
ま
た
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
が
引
き
あ
い
に
だ
す
の
は
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』（
1642）
で
あ
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る
。
こ
の
古
典
的
著
作
に
お
い
て
、
コ
ギ
ト
が
絶
対
的
な
真
理
と
し
て
導
か
れ
る
際
に
、
狂
気
は
、
一
連
の
省
察
過
程
か
ら
理
性
に

よ
っ
て
不
当
な
仕
方
で
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
こ
の
狂
気
の
排
除
こ
そ
が
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
、
さ

ら
に
は
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
哲
学
の
忘
却
さ
れ
た
成
立
条
件
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
た
い
へ
ん
独
特
な『
省
察
』読
解
に
対
し
て
は
、ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
、「
コ
ギ
ト
と
狂
気
の
歴
史
」（
1963）

の
な
か
で
、
そ
う
し
た
狂
気
の
排
除
は
実
際
の
と
こ
ろ
け
っ
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

フ
ー
コ
ー
は
お
よ
そ
八
年
の
沈
黙
の
後
に
、「
デ
リ
ダ
へ
の
回
答
」（
1971）・「
私
の
身
体
、
こ
の
紙
、
こ
の
炉
」（
1972）
で
反
批
判

を
お
こ
な
っ
て
い
る
。『
省
察
』
読
解
を
争
点
に
し
た
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
は
、
今
日
フ
ー
コ
ー

デ
リ
ダ
論
争
と
し
て
一
般
に
広

－

く
知
ら
れ
て
い
る(1
)。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
論
争
の
当
事
者
の
い
ず
れ
か
に
軍
配
を
あ
げ
る
こ
と
で
も
、
両
者
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
で
も
な
く
、
こ
の

論
争
を
通
じ
て
あ
ら
わ
に
な
る
フ
ー
コ
ー
の
思
想
の
特
異
性
を
描
き
だ
し
、
そ
れ
を
フ
ー
コ
ー
研
究
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に

あ
る(2
)。
論
点
は
二
つ
。
第
一
に
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、『
省
察
』
に
お
い
て
狂
気
は
い
か
に
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
。
先
行
研

究
の
多
く
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
複
雑
で
難
解
な
フ
ー
コ
ー

デ
リ
ダ
論
争
の
裁
定
を
急
ぐ
せ
い
か
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
点
に
関
し

－

て
必
ず
し
も
十
分
な
理
解
が
で
き
て
い
た
と
は
言
え
な
か
っ
た(3
)。
ま
た
第
二
に
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
デ
リ
ダ
は
、『
省
察
』

に
お
け
る
狂
気
の
排
除
を
読
み
と
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
実
の
と
こ
ろ
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
も
、「
な
ぜ
デ
リ
ダ
は
狂
気
の
排
除
を
読
み
と
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
設
定
は
そ
れ
自
体
、
フ
ー
コ
ー
の
主

張
の
方
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
或
る
意
味
で
前
提
に
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
先
行
研
究
の
大
多
数
は
い
ま
だ
ど
ち
ら
の
主

張
に
理
が
あ
る
か
判
定
し
か
ね
て
い
る
状
況
だ
か
ら
だ
。
本
稿
で
は
、
フ
ー
コ
ー
研
究
の
立
場
を
取
る
こ
と
で
、
あ
え
て
こ
の
問
題

設
定
を
先
取
り
し
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
て
て
ゆ
き
た
い
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
た
ん
に
フ
ー
コ
ー
研
究
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
狂
気
の
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
は
理
性
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
は
理
性
的
営
為
と
し
て
の

哲
学
に
と
っ
て
、
お
の
れ
と
全
く
相
容
れ
な
い
か
に
思
え
る
特
権
的
な
他
者
で
あ
る
か
ら
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
者
を
め
ぐ
る

問
題
系
は
、
現
代
哲
学
の
主
要
な
関
心
事
を
占
め
て
き
た
。
伝
統
的
な
哲
学
が
お
お
む
ね
、
理
性
的
な
自
己
の
際
限
な
き
再
定
立
に

精
力
を
費
や
す
こ
と
で
、
他
者
の
単
独
的
存
在
を
も
自
己
の
内
部
に
回
収
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
現
代
哲
学
は
、

他
者
の
他
者
性
と
い
か
に
向
き
あ
う
か
と
い
う
点
に
と
り
わ
け
思
索
を
巡
ら
せ
て
き
た
。
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
を
念
頭
に
お
い
て

フ
ー
コ
ー
の
『
省
察
』
読
解
を
吟
味
し
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
恐
ら

く
私
た
ち
は
、
フ
ー
コ
ー
の
思
索
を
辿
っ
て
、
狂
気
が
理
性
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
狂
気
を

排
除
し
な
い
理
性
的
な
思
考
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
思
い
を
巡
ら
す
よ
う
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
今
日
私
た

ち
は
い
か
に
、
他
者
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
う
し
た
倫
理
的
な
問
い
か
け
に
対
し
て
フ
ー
コ
ー

の
議
論
は
、
た
い
へ
ん
有
益
な
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
第
一
節
で
、『
狂
気
の
歴
史
』
が
展
開
し
た
主
張
、
つ
ま
り
『
省
察
』
を
め
ぐ
る
狂
気
排
除
の
議
論
を
概
観
し
、
次

い
で
、
そ
の
議
論
に
対
し
て
デ
リ
ダ
が
加
え
た
批
判
の
要
点
を
確
認
し
た
い
。
第
二
節
で
は
、
そ
の
批
判
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
の
反

批
判
を
、
主
体
変
容
の
問
題
に
注
目
し
な
が
ら
注
釈
し
て
ゆ
き
、
本
稿
第
一
の
論
点
に
解
答
を
与
え
た
い
。
最
後
の
第
三
節
で
は
、

フ
ー
コ
ー
の
反
批
判
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
第
二
の
論
点
の
関
連
記
述
を
網
羅
的
に
拾
い
集
め
て
整
理
し
、
そ
れ
に
独
自
の
考
察
を
加

え
て
ゆ
き
た
い
。
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一

狂
気
は
排
除
さ
れ
て
い
る
か

ま
ず
は
じ
め
に
、
問
題
の
箇
所
、
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
で
の
狂
気
に
関
す
る
く
だ
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

前
後
の
文
脈
も
含
め
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
省
察
』
で
は
最
初
に
、
絶
対
的
真
理
へ
と
到
る
た
め
に
既
得
の
あ
ら
ゆ
る
知
が
懐
疑
に
付
さ
れ
る
。
省
察
者
は
、
こ
の
よ
う
な

知
の
全
て
が
実
の
と
こ
ろ
感
覚
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
み
ず
か
ら
の
感
覚
能
力
の
信
憑
性
を
吟
味
す
る
。
彼
は

み
ず
か
ら
の
経
験
を
顧
み
、
遠
く
に
あ
る
も
の
や
微
細
な
も
の
に
つ
い
て
感
覚
が
い
か
に
し
ば
し
ば
自
分
を
誤
ら
せ
て
き
た
か
を
想

起
し
、
一
度
で
も
誤
ら
せ
た
も
の
は
信
用
で
き
な
い
と
い
う
理
由
の
も
と
に
知
一
般
を
全
面
的
に
懐
疑
す
る
に
到
る
。
だ
が
、
こ
の

全
面
的
懐
疑
に
対
し
て
は
す
ぐ
さ
ま
ひ
と
つ
の
留
保
が
お
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
全
く

疑
い
得
な
い
も
の
が
存
在
す
る
の
だ
。
そ
れ
は
、「
い
ま
私
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
、
炉
ば
た
に
坐
っ
て
い
る
こ
と
、
部
屋
着
を
着
て
い

る
こ
と
、
こ
の
紙
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
」（
M
14）
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
省
察
者
の
現
実
性
を
構
成
す
る
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
あ

る
。「
い
っ
た
い
ど
う
し
て
、
こ
の
手
や
こ
の
身
体
が
私
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
も
し
自
分
を
、
正
気
な
ら

ぬ
者
と
比
べ
る
と
い
う
の
で
は
恐
ら
く
な
い
と
す
る
な
ら
ば
。
彼
ら
の
脳
は
、
胆
汁
の
黒
い
蒸
気
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
混
乱
・
鈍
化
さ

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
分
が
貧
し
い
の
に
王
様
で
あ
る
と
か
、
全
裸
な
の
に
金
色
や
緋
色
の
服
を
着
て
い
る
と
か
﹇
…
…
﹈
し
つ

こ
く
言
い
張
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
彼
ら
は
狂
人
で
は
な
い
か
。
も
し
私
が
彼
ら
の
例
を
模
範
に
し
た
な
ら
ば
、
私
自
身
も
彼
ら
に

劣
ら
ず
常
軌
を
逸
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」（
ibid.）。
そ
れ
ゆ
え
次
に
、
夢
の
テ
ー
マ
に
助
け
が
求
め
ら
れ
る
。
夢
の

な
か
で
あ
れ
ば
、
い
ま
私
が
こ
こ
に
い
て
こ
の
紙
を
手
に
し
て
い
る
と
い
っ
た
生
々
し
い
現
実
性
さ
え
も
ひ
と
つ
の
仮
象
と
し
て
構
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成
さ
れ
得
る
の
だ
。
こ
う
し
て
省
察
者
は
、
今
自
分
が
夢
を
見
て
い
る
の
だ
と
仮
定
す
る
に
到
る
。
だ
が
し
か
し
彼
は
す
ぐ
に
、
こ

の
夢
の
世
界
に
お
い
て
さ
え
も
ま
だ
疑
い
得
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
夢
の
表
象
さ
え
も
が
従
う
基
本
原

理
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
物
体
的
本
性
一
般
、
及
び
そ
の
延
長
」（
M
15）
で
あ
る
…
…
。

『
省
察
』
は
こ
う
し
て
さ
ら
に
続
い
て
い
く
の
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
は
『
狂
気
の
歴
史
』
の
な
か
で
、
い
ま
み
て
き
た
省
察
過
程
に

お
い
て
狂
気
の
テ
ー
マ
の
取
り
扱
わ
れ
方
が
、
感
覚
や
夢
と
い
っ
た
他
の
テ
ー
マ
の
取
り
扱
わ
れ
方
と
は
完
全
に
対
照
的
で
あ
る
と

主
張
し
た
。

感
覚
や
夢
の
テ
ー
マ
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
懐
疑
途
上
の
ひ
と
つ
の
試
練
と
し
て
真
正
面
か
ら
取
り
組
ま
れ
る
。
省
察
者
は
、
あ

れ
こ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
感
覚
は
錯
覚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
こ
の
自
分
の
手
は
夢
の
幻
影
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
自
問
し
、
懐

疑
を
念
入
り
に
遂
行
す
る
。
そ
の
結
果
、
感
覚
に
つ
い
て
は
「
い
ま
・
こ
こ
」
と
い
う
感
覚
的
現
実
性
が
、
夢
に
つ
い
て
は
「
物
体

的
本
性
一
般
、
及
び
そ
の
延
長
」
と
い
う
理
知
的
原
理
が
、
各
々
の
段
階
で
は
も
は
や
疑
い
得
な
い
も
の
と
し
て
導
か
れ
る
。
こ
れ

ら
感
覚
的
現
実
性
や
理
知
的
原
理
と
い
っ
た
も
の
の
真
理
性
に
よ
っ
て
、
錯
覚
や
夢
想
の
誤
謬
性
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
狂
気
の
テ
ー
マ
は
、
言
及
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
と
こ
ろ
懐
疑
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
試
練
と
し
て
全

く
取
り
組
ま
れ
て
い
な
い
。
狂
気
の
テ
ー
マ
が
出
て
く
る
の
は
次
の
箇
所
、
す
な
わ
ち
、
省
察
者
が
、「
い
ま
・
こ
こ
」
と
い
う
感
覚

的
現
実
性
を
疑
っ
て
し
ま
え
ば
狂
人
と
同
類
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
い
ま
・
こ
こ
」
は
や
は
り
疑
い
得
な
い
も
の
だ
と
暗
に
結
論

さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
実
の
と
こ
ろ
、
注
意
深
く
読
め
ば
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
省
察
者
に
よ
っ
て
、
自
分
は
狂
人
で
は

な
い
の
か
、
自
分
が
見
て
い
る
も
の
は
狂
気
の
妄
想
で
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
少
し
も
懐
疑
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て

当
然
、
狂
気
か
ら
は
ど
ん
な
疑
い
得
な
い
も
の
も
、
ど
ん
な
真
理
性
も
抽
出
さ
れ
ず
、
狂
気
の
誤
謬
性
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
な

く
打
ち
捨
て
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
省
察
者
は
自
分
が
、
錯
覚
に
満
ち
た
感
覚
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
幻
想
に
溢
れ
た
夢
の
世
界
に
生

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懐
疑
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
妄
想
に
侵
さ
れ
た
狂
気
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
懐
疑

し
た
り
は
し
な
い
。
省
察
者
は
、
感
覚
器
官
を
有
す
る
身
体
や
夢
見
る
人
の
立
場
に
身
を
お
い
て
も
、
狂
人
の
立
場
に
身
を
お
き
は

し
な
い
の
で
あ
る
。「
人
は
、
思
考
に
よ
っ
て
で
さ
え
、
自
分
が
狂
人
で
あ
る
と
は
想
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
狂﹅

気﹅

が﹅

ま﹅

さ﹅

し﹅

く﹅

思﹅

考﹅

の﹅

不﹅

可﹅

能﹅

性﹅

の﹅

条﹅

件﹅

だ﹅

か﹅

ら﹅

で
あ
る
」（
H
F68,傍
点
引
用
者
）。
つ
ま
り
、『
省
察
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
省
察

者
が
狂
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
は
や
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
省
察
を
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
彼
は
狂
人

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
感
覚
や
夢
の
ケ
ー
ス
と
は
対
照
的
だ
。
省
察
者
は
、
感
覚
し
て
い
て
も
夢
を
見
て
い

て
も
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
、み
ず
か
ら
の
省
察
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
狂
気
は
、

一
連
の
省
察
過
程
か
ら
理
性
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（「
夢
想
や
錯
覚
は
、
真
理
の
構
造
そ
の
も
の
の
な
か
で
乗
り
越

え
ら
れ
る
が
、
狂﹅

気﹅

は﹅

、
懐﹅

疑﹅

す﹅

る﹅

主﹅

体﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

排﹅

除﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

の﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

」（
ibid.,傍
点
引
用
者
））。

こ
の
よ
う
な
フ
ー
コ
ー
の
読
解
に
対
し
て
デ
リ
ダ
は
、『
省
察
』
の
上
述
箇
所
で
狂
気
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
デ
リ

ダ
に
よ
れ
ば
、
狂
気
の
テ
ー
マ
が
す
ぐ
さ
ま
退
け
ら
れ
た
の
は
、
懐
疑
の
た
め
の
「
よ
い
例
、
啓
発
的
な
例
で
は
な
か
っ
た
し
、
懐

疑
の
よ
い
道
具
で
は
な
か
っ
た
」（
CH
79）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
二
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
に
狂
気
は
、「
偶
発
的
で
部
分
的
な
仕
方
で
、
感
覚
に
よ
る
知
覚
の
い
く
つ
か
の
領
域
だ
け
し
か
侵
さ
な
い
」
た
め
、「
つ
ね

に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
誤
る
と
は
限
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
ibid.）。
ひ
と
は
狂
人
で
あ
っ
て
も
、
大
な
り
小
な
り
正
し
い
知

覚
を
お
こ
な
う
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
狂
気
の
テ
ー
マ
を
誇
張
す
る
も
の
と
し
て
夢
の
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
夢
に
お
い
て
は
、「
感
覚
を
起
源
と
す
る
諸
観
念
の
ま﹅

っ﹅

た﹅

き﹅

全﹅

体﹅

が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
」（
ibid.）。
言
う
な
れ
ば
、「
眠
っ

て
い
る
人
、
夢
を
見
て
い
る
人
は
、
狂
人
よ
り
も
狂
っ
て
い
る
」（
ibid.）
か
ら
、
懐
疑
の
道
具
と
し
て
い
っ
そ
う
有
用
な
の
で
あ
る
。
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第
二
に
狂
気
は
、「
教
育
的
な
次
元
で
は
効
果
の
な
い
ま
ず
い
例
」
だ
か
ら
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
者
が
、
話
し
て
い
る
と

き
に
自
分
が
本
当
に
狂
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
認
め
よ
う
と
す
る
と
、
彼
に
従
っ
て
い
く
ほ
ど
大
胆
で
は
な
い
非
哲
学
者
﹇
聞
き

手
、
学
び
手
：
引
用
者
﹈
の
抵
抗
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
か
ら
」（
ibid.）
で
あ
る
。『
省
察
』
で
狂
気
に
抵
抗
感
を
示
す
一
節
、「
け

れ
ど
も
彼
ら
は
狂
人
で
は
な
い
か
。
も
し
私
が
﹇
…
…
﹈」
と
い
う
く
だ
り
は
実
の
と
こ
ろ
哲
学
者
自
身
の
声
で
は
な
く
、
哲
学
者
が

代
弁
す
る
非
哲
学
者
の
抵
抗
の
声
と
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
。
他
方
夢
の
テ
ー
マ
は
、
狂
気
に
比
べ
て
、「
い
っ
そ
う
あ
り
ふ
れ
て
い
て

い
っ
そ
う
普
遍
的
な
経
験
」（
CH
78）
な
の
で
非
哲
学
者
に
抵
抗
さ
れ
ず
に
す
み
、
省
察
を
よ
り
円
滑
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
二
つ
の
理
由
か
ら
デ
リ
ダ
は
、
狂
気
は
排
除
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
夢
と
い
う
い
っ
そ
う
根
本
的
な
経
験
の
な
か
で
捉
え
な

お
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
述
べ
る(4
)。

二

主
体
の
変
容

前
節
で
み
た
よ
う
な
デ
リ
ダ
の
批
判
を
受
け
て
も
、
フ
ー
コ
ー
は
、
み
ず
か
ら
の
主
張
に
つ
い
て
少
し
も
譲
ら
な
い
。
彼
は
、
狂

気
排
除
の
構
図
を
い
っ
そ
う
詳
細
に
す
る
べ
く
デ
リ
ダ
に
反
批
判
を
お
こ
な
う
。

フ
ー
コ
ー
は
ま
ず
、
自
分
と
デ
リ
ダ
と
の
共
通
認
識
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
が
、
懐
疑
の
道

程
に
お
い
て
狂
気
よ
り
も
夢
に
優
位
性
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
狂
気
の
テ
ー
マ
で
は
懐
疑
の
契
機
と
し
て
不
十
分
な

の
で
、
夢
の
テ
ー
マ
に
移
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
そ
の
と
き
狂
気
は
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
夢
と

い
う
い
っ
そ
う
根
本
的
な
経
験
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、
狂
気
に
対
す

る
夢
の
優
位
性
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、「
夢
に
は
二
重
の
優
位
が
あ
る
」（
M
C247）。
第
一
の
優
位
性
は
、「
夢
は
、
狂
気
と
同
等
の
、
あ
る
い
は

と
き
に
そ
れ
を
し
の
ぐ
、
常
軌
を
逸
し
た
こ
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
」（
ibid.）
と
い
う
点
で
あ
る
。
狂
気
の
も
つ
不
確
か

さ
は
、
夢
と
い
う
い
っ
そ
う
根
本
的
な
経
験
が
も
つ
不
確
か
さ
に
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
省
察
者
が
、
一
切
の
事
柄
に

つ
い
て
そ
れ
ら
の
不
確
か
さ
を
論
証
し
て
い
く
と
き
に
、「
狂
気
の
も
っ
て
い
る
論
証
的
な
﹇
論
証
に
役
立
つ
：
引
用
者
﹈
力
は
夢
に

よ
っ
て
な
ん
ら
失
わ
れ
ず
」（
ibid.）、
む
し
ろ
そ
の
夢
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
夢
に
は
論
証
的
な
優
位
性

が
あ
る
と
言
え
る
。

第
二
の
優
位
性
は
、
夢
が
、
狂
気
と
は
違
っ
て
「
習
慣
的
な
仕
方
で
生
じ
る
」（
ibid.）
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
習
慣
的
性
格
ゆ

え
に
省
察
主
体
は
、
生
き
生
き
と
し
た
夢
の
思
い
出
を
み
ず
か
ら
の
思
考
に
呼
び
お
こ
す
こ
と
が
で
き
、
夢
見
る
人
の
立
場
に
身
を

お
く
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
夢
に
は
、
省
察
主
体
の
内
部
に
そ
の
状
態
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
が
た
や
す
く
実﹅

践﹅

（
exercice）
で
き
る
と
い
う
点
で
、
実
践
的
優
位
性
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
夢
の
論
証
的
優
位
性
を
認
め
て
い
た
が
、
実
践
的
優
位
性
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
過
ご
し
て

い
る
。
実
際
デ
リ
ダ
は
、
前
節
で
み
た
と
お
り
、
狂
気
が
感
覚
を
部
分
的
に
し
か
侵
さ
な
い
の
に
対
し
て
夢
は
感
覚
全
体
を
侵
す
と

主
張
し
て
お
り
、
論
証
的
優
位
性
に
つ
い
て
は
十
分
な
認
識
を
示
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
他
面
、
省
察
主
体
に
お
け
る
夢
の
習
慣

的
性
格
、
そ
の
実
践
的
優
位
性
に
つ
い
て
は
と
り
た
て
て
問
題
に
し
て
い
な
い
。
だ
が
、『
省
察
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
は
、
論
証
的

次
元
の
み
な
ら
ず
実
践
的
次
元
で
何
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
を
読
解
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
の
読
解
を
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
み
よ
う
。

夢
の
テ
ー
マ
の
場
合
、
省
察
主
体
は
、
現
実
世
界
か
ら
夢
の
世
界
へ
の
移
行
を
実
際
に
実﹅

践﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

る﹅

。
す
な
わ
ち
、

『
省
察
』
の
夢
の
く
だ
り
（
M
14-5）
で
、
省
察
主
体
は
ま
ず
夢
の
思
い
出
を
想
起
し
、
そ
れ
が
い
か
に
、
現
実
世
界
で
の
判
明
な
知
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覚
と
異
な
っ
た
も
の
か
を
確
認
す
る
。
だ
が
次
に
彼
は
、
夢
の
世
界
で
も
か
つ
て
、
そ
の
よ
う
な
判
明
な
知
覚
を
も
っ
た
こ
と
が
あ

る
の
を
思
い
出
し
、
夢
と
現
実
を
分
か
つ
確
実
な
指
標
を
見
出
せ
な
い
こ
と
に
驚
く
。
そ
れ
で
彼
は
ひ
と
つ
の
仮
定
を
お
こ
な
う
。

す
な
わ
ち
、「
そ
れ
で
は
い
ま
、
私
た
ち
は
夢
を
見
て
い
る
の
だ
と
し
よ
う
」（
M
15）、
と
。
こ
う
し
て
省
察
主
体
は
実
際
に
夢
の
世

界
に
移
行
す
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
省
察
主
体
自
身
も
、
目
覚
め
て
い
る
主
体
か
ら
夢
見
る
主
体
に
変
容
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
と
き
ど
う
し
て
夢
見
る
主
体
へ
の
変
容
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
省
察
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に

と
っ
て
、
夢
が
ど
れ
ほ
ど
省
察
主
体
を
変
容
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
省
察
の
有
効
性
を
少
し
も
脅
か
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

夢
の
世
界
が
、
常
軌
を
逸
し
た
表
象
で
い
か
に
溢
れ
て
い
よ
う
と
も
、
夢
見
る
主
体
自
身
の
省
察
が
常
軌
を
逸
し
た
も
の
に
な
る
こ

と
は
け
っ
し
て
な
い
。
省
察
主
体
は
夢
の
世
界
で
も
懐
疑
を
展
開
し
、
明
晰
な
事
柄
や
原
理
を
探
り
出
し
、
確﹅

か﹅

な﹅

省﹅

察﹅

を
続﹅

行﹅

す

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
狂
気
の
テ
ー
マ
の
場
合
、
省
察
主
体
は
、
現
実
世
界
か
ら
狂
気
の
世
界
へ
の
移
行
を
実
際
に
実﹅

践﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

が﹅

で﹅

き﹅

な﹅

い﹅

。『
省
察
』
の
狂
気
の
く
だ
り
を
今
一
度
辿
り
な
お
し
て
み
よ
う
。
省
察
主
体
は
、
み
ず
か
ら
の
感
覚
的
現
実
性
の
「
い

ま
・
こ
こ
」
を
疑
え
る
か
と
自
問
す
る
。
こ
れ
を
疑
う
の
は
、
正
気
を
失
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
難
し
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
者
た
ち

は
、
自
分
を
王
様
だ
な
ど
と
思
い
込
ん
で
い
る
狂
人
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
例
に
な
ら
っ
た
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
も
「
常
軌
を
逸
し
た
」

(dem
ens）
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
（
M
C253・
M
14）、
省
察
者
は
そ
の
よ
う
に
結
論
を
下
す
。
こ
の
く
だ
り
で
注
目
す
べ

き
な
の
は
、
dem
ensと
い
う
ラ
テ
ン
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、「
医
学
的
で
あ
る
以
前
に
法
律
的
な
用
語
で

あ
り
、
一
定
の
宗
教
的
・
市
民
的
・
司
法
的
行
為
を
な
し
得
な
い
人
び
と
の
範
疇
全
体
を
指
示
し
て
い
る
」（
M
C253）。
つ
ま
り

dem
ensで
あ
る
人
間
と
は
、「
話
し
た
り
、
約
束
し
た
り
、
雇
わ
れ
た
り
、
署
名
し
た
り
、
訴
訟
を
お
こ
し
た
り
等
々
を
す
る
際
に
、

み
ず
か
ら
の
諸
権
利
全
体
を
自
由
に
行
使
で
き
な
い
」
者
の
こ
と
で
あ
る
（
ibid.）。
し
た
が
っ
て
省
察
主
体
は
当
然
、
狂
気
の
世
界
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へ
移
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
移
行
し
て
し
ま
え
ば
、
狂
っ
た
主
体
へ
と
変
容
し
、
有
効
な
省
察
を
続

行
す
る
法
的
権
利
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
常
軌
を
逸
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
に
省
察
す
る
か
わ

り
に
、
も
は
や
全
く
省
察
し
な
く
な
る
危
険
、
も
し
く
は
常
軌
を
逸
し
た
省
察
し
か
も
は
や
お
こ
な
わ
な
く
な
る
危
険
」（
RD
289）

を
冒
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
省
察
主
体
は
、
み
ず
か
ら
の
法
的
権
利
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
へ
の
「
恐
れ
」(5
)か
ら
狂
気
を

排
除
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ(6
)。

要
す
る
に
省
察
主
体
は
、
感
覚
や
夢
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
狂
人
の
立
場
に
身
を
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
狂
気
は

思
考
の
客
体
と
し
て
は
可
能
だ
が
（「
彼﹅

ら﹅

の
脳
は
、
胆
汁
の
黒
い
蒸
気
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
混
乱
・
鈍
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
」（
傍

点
引
用
者
））、
思
考
の
主
体
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
狂
気
は
、
省
察
主
体
に
と
っ
て
実
践
不
可
能
な
の
だ
（
こ
こ
か
ら

夢
の
実
践
的
優
位
性
が
出
て
く
る
）。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
不
可
能
性
に
お
い
て
、
狂
気
が
、
真
理
探
究
者
と
し
て
の
省
察
主
体
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
他
面
、
省
察
主
体
は
こ
の
同
じ
排
除
に
よ
っ
て
、
狂
っ
た
主
体
に
変
容
す
る
か
わ
り
に
、「
非
狂
人
」

（
M
C262）・「
理
性
的
な
者
」（
M
C261）
と
し
て
の
主
体
に
変
容
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
狂
気
排
除
は
、
理
性
的
主
体
の
成

立
条
件
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る(7
)。

狂
気
と
理
性
の
決
定
的
な
歴
史
的
分
割
は
こ
こ
に
は
じ
ま
る
だ
ろ
う(8
)。

以
上
の
よ
う
に
フ
ー
コ
ー
は
、『
省
察
』
の
実
践
的
次
元
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
読
解
す
る
。
そ
こ
で
は
、
省
察
主
体
が
狂
っ
た

主
体
に
は
な
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
狂
気
の
実
践
的
不
可
能
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
狂
気
は
、
ま
さ
に
そ
の
不
可
能
性
に
お
い
て

排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
一
つ
目
の
問
い

―
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
狂
気
は
い
か
に
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か

―

に
対
し
て
は
、
以
上
の
点
を
解
答
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う(9
)。
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三

「
恥
ず
べ
き
由
来
」
の
隠
蔽

前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
の
う
ち
に
狂
気
の
排
除
を
見
出
し
た
。
そ
の
上
で
彼
は
さ
ら
に
、

デ
リ
ダ
が
な
ぜ
そ
の
狂
気
排
除
を
読
み
と
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
補
足
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
興
味
深
い
。

と
い
う
の
も
デ
リ
ダ
は
、
些
事
拘
泥
的
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
テ
ク
ス
ト
の
「
厳
密
」
な
読
解
者
と
し
て
今
日
世
に
知
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
言
っ
て
い
る
、「
デ
リ
ダ
ほ
ど
綿
密
で
、
テ
ク
ス
ト
に
配
慮
を
怠
ら
な
い
著
者
」（
M
C267）
が
な
ぜ
、
と
。

本
稿
第
二
の
論
点
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
フ
ー
コ
ー
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
の
『
省
察
』
読
解
は
も
ち
ろ
ん
単
な
る
誤
読
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
デ
リ
ダ
は
、
お﹅

の﹅

れ﹅

自﹅

身﹅

の﹅

読﹅

解﹅

法﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

極
め
て
厳
密
か
つ
正
確
な
読
解
を
な
し
得
た
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
読
解
内
容
の
厳
密
さ
や
正
確
さ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
個
々
の
読
解
内
容
を
支
え
て
い
る
デ
リ

ダ
の
読
解
法
そ
れ
自
身
の
限
界
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ﹅

の﹅

読﹅

解﹅

法﹅

そ﹅

れ﹅

自﹅

身﹅

が﹅

恐﹅

ら﹅

く﹅

、
狂﹅

気﹅

排﹅

除﹅

と﹅

い﹅

う﹅

事﹅

態﹅

に﹅

深﹅

く﹅

関﹅

与﹅

し﹅

て﹅

い﹅

る﹅

か
ら
で
あ
る
。
深
く
関
与
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
の
事
態
に
対
し
本
質
的
に
盲
目
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
も
っ
と

言
っ
て
、
デ
リ
ダ
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
狂
気
排
除
を
無
意
識
的
に
隠
蔽
及
び
正
当
化
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
よ
う
な
主
張

を
い
く
つ
か
の
箇
所
で
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
と
は
い
え
そ
こ
で
は
十
分
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、

そ
れ
ら
の
箇
所
を
整
理
し
、
手
掛
か
り
と
す
る
こ
と
で
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
狂
気
排
除
の
隠
蔽
・
正
当
化
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
狂
気
排
除
の
隠
蔽
・
正
当
化
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
す
で
に
『
省
察
』
の
な
か
で
い
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く
つ
か
お
こ
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
夢
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
、
そ
の
直
前
に
犯
し
た
狂
気
排
除
に
対
し
次
の
よ
う
な
正
当
化
が
試

み
ら
れ
て
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
狂
気
の
試
練
を
私
が
避
け
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
の

だ
。
と
い
う
の
も
、
狂
気
が
も
た
ら
す
心
像
は
、
私
が
眠
っ
て
い
る
と
き
に
毎
晩
出
会
う
心
像
ほ
ど
概
し
て
奇
抜
で
は
な
い
の
だ
か

ら
」（
RD
293）、
と
。
こ
の
と
き
デ
カ
ル
ト
は
、
夢
の
論
証
的
優
位
性
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
で
そ
の
実
践
的
優
位
性
を
忘
却
し
て

お
り
、『
省
察
』
の
実
践
的
次
元
に
お
け
る
狂
気
の
排
除
を
隠
蔽
・
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
正
当
化
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
の
狂
気
排
除
に
よ
り
確
立
し
た
理
性
的
主
体
と
い
う
「
事﹅

後﹅

的﹅

な﹅

」（
ibid.,傍
点
引
用

者
）
視
点
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
狂
気
排
除
後
の
理
性
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
理
性
の
成
立
条
件
た
る
当
の
狂
気
排

除
を
解
釈
し
、
そ
の
排
除
が
、
し
か
る
べ
き
合
理
性
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
（
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
排
除
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
）

と
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
合
理
性
と
は
、
あ
く
ま
で
狂
気
排
除
の
後
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
狂
気
が
排
除
さ
れ
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
合
理
性
は
、
狂
気
排
除
と
い
う
事

実
を
事
後
的
に
隠
蔽
・
正
当
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
排
除
を
条
件
に
成
立
す
る
自
己
の
存
在
を
正
当
化
し
て
い
る
の
だ
。

デ
カ
ル
ト
は
こ
の
よ
う
に
事
後
的
な
視
点
か
ら
狂
気
排
除
を
正
当
化
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
恐
ら
く
デ
リ
ダ
も
ま

た
、
デ
カ
ル
ト
の
狂
気
排
除
に
よ
っ
て
確
立
し
た
理
性
的
主
体
（
最
広
義
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
）
の
立
場
か
ら
、
事
後
的
な
仕
方
で
『
省

察
』
を
読
み
な
お
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
フ
ー
コ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
と
デ
リ
ダ
の
思
想
史
的
な
継
承
関
係
に
つ
い
て
直
接

に
は
何
も
コ
メ
ン
ト
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
他
方
で
フ
ー
コ
ー
は
、
デ
リ
ダ
が
、「
み
ず
か
ら
の
読
解
に
お
い
て
ご
く
古
い
伝
統
を
甦

ら
せ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
」（
M
C267）、
そ
れ
は
「
歴
史
的
に
は
っ
き
り
と
限
定
さ
れ
た
つ
ま
ら
ぬ
教
育
」（
ibid.）
の
所
産
で
あ
る
な

ど
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
デ
リ
ダ
は
伝
統
的
な
哲
学
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、『
狂
気
の
歴
史
』で
は
、

一
七
世
紀
半
ば
に
お
こ
な
わ
れ
た
狂
気
排
除
が
お
お
む
ね
現
代
ま
で
伝
統
的
に
保
持
さ
れ
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
た
の
を
想
起
す
れ
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ば
、
デ
リ
ダ
は
、
狂
気
排
除
に
よ
り
確
立
し
た
理
性
的
主
体
の
伝
統
的
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ

で
は
、
こ
う
し
た
理
性
的
主
体
の
伝
統
的
立
場
か
ら
、
デ
リ
ダ
は
ど
の
よ
う
に
狂
気
排
除
の
事
実
を
隠
蔽
・
正
当
化
し
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
か
。

前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
は
、
狂
気
に
対
す
る
夢
の
優
位
性
に
関
し
て
、
論
証
的
優
位
性
に
気
づ
い
て
い
た
が
、
実
践

的
優
位
性
を
見
過
ご
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
実
践
的
優
位
性
の
か
わ
り
に
、
教
育
的
優
位
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
提
出
し
て

い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
哲
学
者
が
、
自
分
を
狂
人
と
す
る
よ
り
も
夢
を
見
て
い
る
人
だ
と
仮
定
す
る
方
が
非
哲
学
者
に
い
っ
そ
う

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
、
教
育
的
配
慮
に
適
っ
た
も
の
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
実
際
、
狂
気
に
抵
抗
感
を
示
す
く
だ
り

（「
け
れ
ど
も
彼
ら
は
狂
人
で
は
な
い
か
」）
を
、
強
引
に
も
、
哲
学
者
に
で
は
な
く
非
哲
学
者
に
帰
し
て
い
た
。
テ
ク
ス
ト
の
該
当

箇
所
に
は
、
少
な
く
と
も
字
義
上
、
い
か
な
る
非
哲
学
者
も
教
育
的
問
題
も
登
場
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
う
し
て
デ
リ
ダ
は
非
哲
学
者
を
テ
ク
ス
ト
の
行
間
に
仮
構
す
る
こ
と
に
よ
り
、
狂
気
の
排
除
を
、
省
察
者
と
は
別
の
人
間
が
庶
民

的
な
抵
抗
感
（「
前
哲
学
的
素
朴
さ
」（
M
C264））
ゆ
え
に
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
省
察
者
は
、
哲
学
者
で
あ
る
自
分
は

別
に
狂
気
を
排
除
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
が
、
非
哲
学
者
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
た
め
、
教
育
的
配
慮
か
ら
自
分
は
彼
に
さ
し
ず

め
従
っ
て
み
せ
た
だ
け
だ
と
み
ず
か
ら
を
正
当
化
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
デ
リ
ダ
は
夢
の
教
育
的
優
位
性
を
仮
構
し

て
、
狂
気
が
夢
に
包
摂
さ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
狂
気
包
摂
の
主
張
そ
の
も
の
に
よ
り
狂
気
排
除
の
事
実
を
隠
蔽
し
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
が
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
狂
気
排
除
の
隠
蔽
・
正
当
化
の
あ
ら
ま
し
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
フ
ー
コ
ー
の
議
論
は
、
た
し
か
に
こ
れ
だ
け
で
か
な
り
説
得
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
一
点
ほ
ど
、

さ
ら
に
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
議
論
し
て
お
く
べ
き
事
柄
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
の
主
張
し
た
教
育
的
優
位
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性
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
実
践
的
な
優
位
性
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
省
察
を
実
際
に
お
こ
な
う
に
あ

た
っ
て
、
自
分
が
狂
人
で
あ
る
よ
り
も
夢
を
見
て
い
る
人
だ
と
仮
定
す
る
方
が
、
非
哲
学
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
の
で
、
い
っ

そ
う
実﹅

践﹅

し﹅

や﹅

す﹅

い﹅

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
実
践
し

や
す
さ
、
こ
の
実
践
的
な
優
位
さ
と
い
う
も
の
が
、
哲
学
者
自
身
に
と
っ
て
は
非
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
哲
学
者
は
、
非
哲
学
的
聴
衆
さ
え
気
に
し
な
け
れ
ば
、
狂
人
で
あ
れ
夢
見
る
人
で
あ
れ
、
同
程
度
に
そ
う
し
た

存
在
と
し
て
み
ず
か
ら
を
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
を
ど
ち
ら
に
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
、
省
察

そ
れ
自
体
の
基
本
的
な
展
開
に
本
質
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
全
く
な
い
の
だ
。
事
実
こ
こ
で
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、
省
察
の
展
開
に
応
じ
て
様
々
に
主
体
変
容
を
強
い
ら
れ
る
哲
学
者
で
は
な
く
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
一
切
主
体
変

容
し
な
い
哲
学
者
で
あ
る
。
こ
の
不
動
の
哲
学
者
は
、
狂
気
の
な
か
で
あ
れ
夢
の
な
か
で
あ
れ
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
主
体
性
を
完

全
に
維
持
で
き
、
本
質
的
に
は
全
く
同
様
な
仕
方
で
省
察
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ(
)。
10

し
た
が
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
デ
リ
ダ
も
ま
た
、『
省
察
』
テ
ク
ス
ト
の
実
践
的
次
元
を
読
解
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ

し
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
の
実
践
的
次
元
と
は
、
非
哲
学
者
だ
け
が
か
か
ず
ら
う
領
域
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
省
察
的
探
究
に
と
っ
て
本
質

的
な
問
題
は
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
局
の
と
こ
ろ
、
実
質
的
に
は
、
実
践
的
次
元
を
読
解
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
デ
リ
ダ
は
、
哲
学
者
に
対
し
て
、
変
容
不
可
能
な
不
動
の
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
変
容
実
践
の
問
題

を
考
え
な
く
て
も
よ
い
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
践
的
次
元
を
事
実
上
無
き
も
の
に
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
不
動
的
な
主
体
性
と
は
恐
ら
く
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
、
当
の
デ
カ
ル
ト
の
狂
気
排
除
に
由
来
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
で
狂
気
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
狂
気
に
変
容
不
可
能
な
理
性

的
存
在
、
つ
ま
り
理
性
の
不
動
的
主
体
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
と
言
え
る
か
ら
だ(
)。
そ
の
遺
産
相
続
者
で
あ
る
デ
リ
ダ
は
、
当
の

11
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不
動
的
主
体
を
、
狂
気
排
除
以
前
（
し
た
が
っ
て
不
動
的
主
体
の
成
立
以
前
）
の
テ
ク
ス
ト
に
ま
で
遡
及
的
に
投
影
す
る
と
い
う
過

ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
省
察
』
で
狂
気
の
テ
ー
マ
を
排
除
す
る
以
前
の
省
察
者
の
う
ち
に
、

早
く
も
不
動
的
な
主
体
性
を
デ
リ
ダ
は
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る(
)。
12

こ
う
し
て
デ
リ
ダ
は
不
当
に
も
、
省
察
的
探
究
が
、
実
質
的
に
は
論
証
的
次
元
に
お
い
て
の
み
展
開
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
実
践
的
次
元
は
、
そ
う
し
た
探
究
か
ら
事
実
上
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
デ
リ
ダ
が
実
践
的
次

元
を
読
解
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
た
が
、
今
や
そ
れ
に
対
し
て
も
う
少
し
言
葉
を
補
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
デ
リ
ダ
は
恐
ら
く
、
そ
の
実
践
的
次
元
を
全
く
読
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
た
だ
デ
リ
ダ
が
そ
れ
と
し
て
読

ん
だ
の
は
、
実
質
上
無
化
さ
れ
た
実
践
的
次
元
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
読
解
作
業
の
背
後
で
、
真
の
実
践
的
次
元
は
忘
却
さ

れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
デ
リ
ダ
は
な
ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
狂
気
の
排
除
と
い
う
事
実
を
隠
蔽
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
的
狂
気
排
除
の
歴
史
的
事
実
が
、
哲
学
の
超
越
性
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
を
致
命
的
に
傷
つ
け
て
し
ま
う
た
め
、
哲
学
者
「
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
危
険
な
も
の
」（
M
C263）
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
デ
カ
ル
ト
哲
学
が
、
み
ず
か
ら
の
成
立
条
件
と
し
て
狂
気
排
除
と
い
う
歴
史
的
出
来
事
を
前
提
に
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
哲
学
は
、
そ
う
し
た
狂
気
と
の
相
互
外
在
的
な
関
係
に
お
い
て
つ﹅

ね﹅

に﹅

歴﹅

史﹅

的﹅

に﹅

限﹅

定﹅

さ﹅

れ﹅

て﹅

し﹅

ま﹅

う﹅

こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
、
あ
る
特
定
の
時
間
・
場
所
に
お
い
て
し
か
存
立
し
得
な
い
有
限
的
な
構
築
物
に
な
っ
て
し

ま
う
。
し
か
し
哲
学
者
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、
哲
学
は
、「
有
限
で
限
定
さ
れ
た
い
か
な
る
全
体
﹇
歴
史
的
構
造
：
引
用
者
﹈
を
も
超﹅

え﹅

出﹅

る﹅

企
て
」（
CH
93・
M
C264,傍
点
引
用
者
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
哲
学
を
、
歴
史
的
有
限
性
か
ら
、
つ
ま
り
狂
気

排
除
に
よ
る
限
定
か
ら
何
と
か
し
て
救
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
し
た
が
っ
て
デ
カ
ル
ト
的
排
除
が
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
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え
に
、
そ
の
排
除
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
M
C264）。
こ
う
し
て
デ
リ
ダ
は
、
デ
カ
ル
ト
的
排
除
の
排
除
、
言
い
換
え
れ

ば
、
デ
カ
ル
ト
的
排
除
の
隠
蔽
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
が
非
歴
史
的
に
成
立
可
能
で
あ
る
と
見
せ
か
け
、
哲
学
の
超

越
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
の
議
論
を
敷
衍
し
て
ゆ
け
ば
、
デ
リ
ダ
の
読
解
法
な
い
し
そ
の
哲
学
的
立
場
は
、
狂
気
排
除

に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
お
の
れ
自
身
の
存
在
や
超
越
性
を
自
己
正
当
化
す
る
べ
く
、
当

の
排
除
を
隠
蔽
・
正
当
化
す
る
よ
う
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
デ
リ
ダ
は
、
狂
気
排
除
に
対
し
て
恐
ら
く
本
質
的
に
盲
目

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
第
二
の
問
い

―
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
な
ぜ
狂
気
排
除
を
読
み
と
れ
な
か
っ
た
の
か

―
に

つ
い
て
は
以
上
の
点
を
解
答
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
デ
リ
ダ
の
盲
目
さ
に
対
す
る
フ
ー
コ
ー
の
批
判
に
は
、
改
め
て
強
調
す
る
べ
き
重
要
な
論
点
が
込
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
デ
リ
ダ
が
、『
省
察
』
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
狂
気
排
除
だ
け
に
盲
目
な
の
で
は
な
く
、
こ
の
哲

学
的
テ
ク
ス
ト
の
（
真
の
意
味
で
の
）
実﹅

践﹅

的﹅

次﹅

元﹅

全﹅

体﹅

に
対
し
て
盲
目
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
実

践
的
次
元
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
表
が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
の
有
限
的
・
歴
史
的
出
来
事
（「
言
説
的
出
来
事
」）
と
し
て
生
起
し
、

そ
の
出
来
事
に
応
じ
て
「
言
表
主
体
」
が
、
抗
い
が
た
い
影
響
を
被
り
、
様
々
な
変
容
を
強
い
ら
れ
る
（
M
C257-8・
RD
292）。
た

と
え
ば
省
察
主
体
が
、「
そ
れ
で
は
い
ま
、
私
た
ち
は
夢
を
見
て
い
る
の
だ
と
し
よ
う
」
と
い
う
言
表
を
通
じ
て
実
際
に
夢
見
る
主
体

に
変
容
し
た
よ
う
に
。
つ
ま
り
、
デ
リ
ダ
の
読
解
法
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
言
表
と
「
言
表
主
体
」
と
の
間
の
連
鎖
的
出

来
事
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
と
い
う
実
践
的
次
元
の
視
点
な
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
、『
省
察
』
と
い
う
哲
学
的
テ
ク

ス
ト
は
、
出
来
事
な
ど
一
切
生
じ
な
い
論
証
的
次
元
に
の
み
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
言
表
主
体
」
が
ど
ん
な
変
容
も
被

る
こ
と
な
く
、
不
動
の
哲
学
者
と
し
て
演
繹
的
論
述
や
論
理
計
算
を
お
こ
な
う
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
デ
リ
ダ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
実
践
的
次
元
を
読
み
落
と
す
こ
と
に
よ
り
、
狂
気
排
除

の
ご
と
き
、
哲
学
に
外
的
な
歴
史
的
出
来
事
の
一
切
を
退
け
、
哲
学
の
う
ち
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
哲
学
と
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
も
は
や
超
歴
史
的
に
存
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
狂

気
排
除
と
い
う
出
来
事
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
の
排
除
は
、
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
哲
学
が
事

後
的
に
主
張
し
て
き
た
よ
う
な
何
ら
か
の
理
性
的
根
拠
が
あ
っ
て
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
狂
人
に
な
る

と
法
的
権
利
を
剥
奪
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ
に
よ
っ
て
た
だ
実
行
さ
れ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
排
除
行
為
そ

れ
自
体
に
は
何
ら
深
遠
な
意
味
や
理
由
は
な
く
、
そ
こ
に
は
た
だ
、
排
除
者
の
攻
撃
的
な
情
念
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
私
た
ち
は
、
フ
ー
コ
ー
が
批
判
し
た
こ
の
狂
気
排
除
を
、
理
由
＝
理
性
raison
な
き
不
当
な
暴
力
行
為
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
理
由
＝
理
性
に
よ
る
正
当
化
・
意
味
づ
け
が
、
実
際
に
は
そ
の
暴
力
行
為
の
後

に
や
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
狂
気
排
除
の
暴
力
に
よ
っ
て
初
め
て
理
性
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
理
性
自
身
に
と
っ
て
そ

う
し
た
暴
力
は
あ
ま
り
に
直
視
し
が
た
い
み
ず
か
ら
の
「
恥
ず
べ
き
由
来
」(
)で
あ
る
た
め
、
事
後
的
に
様
々
な
正
当
化
や
意
味
づ
け

13

が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
は
、
デ
リ
ダ
の
『
省
察
』
読
解
も
、
こ
う
し
た
事
後
的
な
正
当
化
の
数
あ
る
一

例
に
す
ぎ
な
い
に
違
い
な
い
。
デ
リ
ダ
の
よ
う
な
「
伝
統
」
的
な
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
の
「
恥
ず
べ
き

由
来
」、
す
な
わ
ち
狂
気
排
除
と
い
う
暴
力
行
為
を
絶
え
ず
事
後
的
に
正
当
化
し
、
無
意
識
的
に
隠
蔽
す
る
よ
う
宿
命
づ
け
ら
れ
て
き

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

参
考
文
献
か
ら
の
引
用
は
、
次
の
略
号
の
後
に
頁
数
を
示
す
。

H
F
:M
ichelFoucault,H
istoire
de
la
folie
à
l’âge
classique,Gallim
ard,1976.
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M
C
:M
ichelFoucault,«M
on
corps,ce
papier,ce
feu»,in
D
itsetécritsII1970-1975,Gallim
ard,1994.

RD
:M
ichelFoucault,«Réponse
à
D
errida»,in
D
itsetécritsII1970-1975.

CH
:Jacques
D
errida,«Cogito
ethistoire
de
la
folie»,in
L’écriture
etla
différence,Seuil,1967.

M
:René
D
escartes,Lesm
éditations,trad.de
Luynes,in
Œ
uvresde
D
escartesIX
-1,ed.Ch.A
dam
etP.T
annery,

V
rin,1982.和
訳
に
際
し
て
は
、
井
上
庄
七
・
森
啓
訳
（『
省
察
・
情
念
論
』、
中
央
公
論
新
社
）
と
山
田
弘
明
訳
（『
省
察
』、
ち
く

ま
学
芸
文
庫
）
を
参
考
に
し
た
。

(1
)
ち
な
み
に
こ
の
論
争
で
デ
リ
ダ
は
フ
ー
コ
ー
に
対
し
て
、『
省
察
』
読
解
に
つ
い
て
の
批
判
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
別
種
の
批
判
を
お

こ
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
狂
気
の
歴
史
』
と
い
う
書
物
が
理
解
可
能
な
「
理
性
」
的
言
語
で
書
か
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
書
物
自
身
、

フ
ー
コ
ー
自
身
も
、
狂
気
を
排
除
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
点
に
対
し
て
フ
ー
コ
ー
は
、
反
批
判
の
二
論

文
で
一
切
の
抗
弁
を
し
な
か
っ
た
。
こ
の
抗
弁
欠
如
の
意
味
に
関
し
て
は
Ｒ
・
ボ
イ
ヌ
が
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
（
Roy
Boyne,

Foucaultand
D
errida:T
he
O
ther
Side
ofR
eason,Routledge,1990,pp.76-9）。

ま
た
デ
リ
ダ
は
、
フ
ー
コ
ー
の
死
後
さ
ら
に
、
論
文
「『
フ
ロ
イ
ト
に
公
正
で
あ
る
こ
と
』。
精
神
分
析
の
時
代
に
お
け
る
狂
気
の
歴

史
」（
1992）
を
発
表
し
、『
狂
気
の
歴
史
』
を
再
度
論
じ
て
い
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
か
つ
て
の
論
争
を
蒸
し
か
え
す
も
の
で
は
な
い

と
断
り
な
が
ら
も
、
か
つ
て
と
同
様
の
問
題
に
関
わ
ら
な
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
、
今
度
は
デ
カ
ル
ト
読
解
で
は
な
く
フ
ロ
イ

ト
読
解
を
め
ぐ
っ
て
狂
気
な
る
も
の
の
核
心
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

(2
)
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
デ
リ
ダ
の
主
張
は
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
的
特
異
性
を
際
立
た
せ
る
限
り
で
し
か
取
り
扱
わ
れ
な
い
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
筆
者
は
、
デ
リ
ダ
の
主
張
に
、
何
ら
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
か
両
者
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の
主
張
を
等
し
く
入
念
に
検
討
し
、
こ
の
難
解
な
論
争
に
公
正
な
裁
定
を
下
す
必
要
が
恐
ら
く
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
フ
ー
コ
ー
研
究

の
立
場
を
取
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
さ
し
ず
め
フ
ー
コ
ー
の
側
の
主
張
を
集
中
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
お
き
た
い
。

(3
)
た
と
え
ば
田
島
節
夫
（「
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
理
性
と
狂
気

―
フ
ー
コ
ー
と
デ
リ
ダ
の
デ
カ
ル
ト
論
に
ふ
れ
て
」、『
現
代
思
想
』
一

九
七
五
年
三
月
号
、
一
二
六
〜
一
三
七
頁
）、
Ｓ
・
フ
ェ
ル
マ
ン
（
ShoshanaFelm
an,Lafolieetlachoselittéraire,Seuil,1978）。

ま
た
、
桑
田
禮
彰
や
本
多
英
一
郎
、
中
川
久
嗣
は
、
狂
気
排
除
の
過
程
を
個
別
的
事
実
と
し
て
は
丁
寧
に
解
説
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
、

本
稿
後
述
の
理
論
的
争
点
（
テ
ク
ス
ト
の
実
践
的
次
元
や
主
体
変
容
の
問
題
）
と
の
関
係
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
に
把
握
し
き
れ
て

い
な
い
た
め
に
、
フ
ー
コ
ー
の
『
省
察
』
読
解
の
一
般
的
な
意
義
と
射
程
を
汲
み
つ
く
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
桑
田
「
哲
学

と
歴
史

―
デ
リ
ダ
と
ヴ
ェ
ー
ヌ
の
あ
い
だ
の
フ
ー
コ
ー
」、『
駒
澤
大
学
外
国
語
学
部
論
集
』、
一
九
八
九
年
、
一
一
五
〜
一
三
二
頁
。

本
多
「《
悪
し
き
霊
》
と
狂
気

―
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
め
ぐ
る
フ
ー
コ
ー
と
デ
リ
ダ
の
論
争
に
つ
い
て
」、『
愛
知
県
立
大
学
外
国
語
学

部
紀
要
．
言
語
・
文
学
編
』
四
号
、
一
九
九
七
年
、
二
三
五
〜
二
六
二
頁
。
中
川
「
フ
ー
コ
ー
と
デ
リ
ダ

―
『
狂
気
の
歴
史
』
と
思

考
の
可
能
性
に
つ
い
て
」、『
東
海
大
学
紀
要
．
文
学
部
』
第
六
七
輯
、
一
九
九
七
年
、
一
一
九
〜
一
四
一
頁
）。

(4
)
だ
が
慎
重
に
も
デ
リ
ダ
は
、
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
の
細
密
な
検
討
を
お
こ
な
い
、
自
分
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
も
、
そ
こ
に
狂
気
排

除
の
作
用
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
読
み
方
を
し
た
場
合
、
狂
気
は
理
性

に
よ
っ
て
、
単
な
る
認
識
論
的
な
一
誤
謬
に
還
元
さ
れ
て
お
り
、
狂
気
の
独
自
性
が
中
性
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
う
し
た
狂
気
の
誤
謬
性
は
、
同
じ
く
理
性
に
よ
っ
て
、
ほ
ど
な
く
道
徳
上
の
過
失
、
罪
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
今
や
狂
気
の
原
初
的
な
豊
か
さ
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
い
、そ
こ
に
あ
る
の
は
た
だ
、理
性
の
手
か
ら
な
る
狂
気
の
カ
リ
カ
チ
ュ

ア
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
は
い
え
デ
リ
ダ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
、
感
覚
や
狂
気
、
夢
の
テ
ー
マ
を
通
り
抜
け
、
悪
し
き

霊
の
仮
説
ま
で
辿
り
着
い
た
と
き
、
省
察
者
の
思
考
は
、
狂
気
と
理
性
が
未
分
化
な
地
点
、
つ
ま
り
狂
気
と
理
性
が
融
合
し
た
地
点
に
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ま
で
遡
る
と
考
え
て
お
り
、
仮
に
狂
気
の
テ
ー
マ
の
と
こ
ろ
で
狂
気
が
排
除
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ

て
瑣
末
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。

(5
)
フ
ー
コ
ー
は
こ
の
「
恐
れ
」
と
い
う
語
を
、
お
そ
ら
く
ニ
ー
チ
ェ
的
な
意
味
で
の
情
念
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
と
の
議
論
の

争
点
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
述
べ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
哲
学
的
言
説
の
成
立
条
件
は
、
排
除
、
拒
否
、
回
避
さ
れ
た
危
険
、
そ

し
て
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
恐
れ
の
う
ち
に
存
在
し
得
る
の
か
」（
M
C247）。

(6
)
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
、
こ
う
し
た
dem
ensと
い
う
語
の
含
意
と
そ
の
重
要
性
を
決
定
的
に
見
落
と
し
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
ラ
テ
ン
語
の
原
文
に
現
れ
る
こ
の
dem
ensと
い
う
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
訳
文
で
は
extravagantと
な
っ
て
お
り
、
デ

リ
ダ
は
こ
の
翻
訳
語
に
強
く
引
き
ず
ら
れ
た
原
語
理
解
を
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
extravagantと
い
う
語
は
、
た
ん

に
常
軌
を
逸
し
た
状
態
を
形
容
す
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
法
的
権
利
剥
奪
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
は
、『
省

察
』
の
問
題
の
く
だ
り
に
お
い
て
は
、
狂
気
の
置
か
れ
た
法
的
権
利
の
剥
奪
状
態
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
狂
気
の
作
り

だ
す
諸
表
象
の
常
軌
逸
脱
の
度
合
い
が
た
ん
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
フ
ー
コ
ー
は
反
批
判
の
な
か
で
、
デ
リ
ダ
が
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
に
大
き
く
注
目
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
「
狂
気
を
、
権
利
問
題
や
認
識
論
的
価
値
の
問

題
の
た
め
の
指
標
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
」（
CH
79・
M
C254）。
あ
る
い
は
ま
た
、「
こ
こ
で
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
狂
気
の
概

念
を
規
定
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
観
念
の
真
理
に
の
み
関
わ
る
権
利
問
題
を
提
起
す
る
た
め
に
、
法
律
的
か
つ
方

法
論
的
な
目
的
で
常
軌
逸
脱
と
い
う
日
常
的
な
観
念
を
利
用
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
」（
ibid.）。

フ
ー
コ
ー
と
デ
リ
ダ
の
こ
う
し
た
dem
ensの
捉
え
方
の
違
い
は
恐
ら
く
、
両
者
の
狂
気
理
解
の
違
い
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
狂
気
と
は
、
歴
史
的
に
生
起
し
た
具
体
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
取
り
つ
か
れ
て
し

ま
う
と
人
は
実
際
に
、
所
与
の
社
会
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
特
別
な
処
遇
（
こ
こ
で
は
法
的
権
利
剥
奪
）
を
現
実
に
被
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
の
狂
気
と
は
、
認
識
論
的
誤
謬
の
一
可
能
性
、
し
か
も
比
較
的
程
度
の
低
い
誤
謬
の
一
可
能
性
に

過
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
、
狂
気
が
持
つ
そ
れ
以
外
の
歴
史
的
お
よ
び
社
会
的
な
性
格
は
全
て
重
要
で
は
な
い
も
の
と
し
て
捨
象
さ
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
、
フ
ー
コ
ー
が
狂
気
を
、
そ
の
歴
史
的
な
存
在
様
態
そ
の
も
の
に
お
い
て
全
体
的
に
把
握
す
る
の
に
対
し
て
、
デ
リ
ダ

は
そ
れ
を
、
観
念
の
真
理
性
・
誤
謬
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
把
握
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(7
)
そ
れ
ゆ
え
フ
ー
コ
ー
の
主
張
を
敷
衍
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
確
固
た
る
《
私
》
が
確
立
さ
れ
る
の
は
、
コ
ギ
ト
に
お
い
て
で

は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
前
の
狂
気
の
く
だ
り
、
つ
ま
り
、
狂
気
の
排
除
が
お
こ
な
わ
れ
て
理
性
的
主
体
が
成
立
す
る
こ
こ
の
箇

所
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(8
)
と
は
い
え
『
省
察
』
で
は
、
こ
こ
で
の
狂
気
排
除
の
後
に
も
、
あ
の
有
名
な
悪
し
き
霊
の
仮
説
に
お
い
て
狂
気
が
再
度
、
そ
し
て
い
っ

そ
う
本
格
的
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
す
で
に
ほ
か
の
注
で
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
フ
ー
コ
ー
の

狂
気
排
除
論
に
対
す
る
決
定
的
な
反
証
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ー
コ
ー
は
、
悪
し
き
霊
で
の
狂
気
が
、
省
察
主
体
に
よ
っ
て
実
践

さ
れ
た
狂
気
、
主﹅

体﹅

と
し
て
の
狂
気
で
は
な
く
、
む
し
ろ
客﹅

体﹅

と
し
て
の
狂
気
で
あ
る
と
反
駁
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
狂
気
は
、

先
述
の
狂
気
排
除
後
に
成
立
し
た
理
性
的
主
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
客
体
と
し
て
仮
構
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
悪
し
き
霊
の
仮
説
は
、
あ

く
ま
で
狂
気
排
除
後
に
提
出
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
M
C264-6）。

(9
)
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
井
原
健
一
郎
が
興
味
深
い
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（「
い
か
に
身
体
を
疑
う
か

―

フ
ー
コ
ー

デ
リ
ダ
論
争
を
手
掛
か
り
に
」、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
思
想
研
究
』
六
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
一
〜
一
一
八
頁
）。
彼
に
よ
れ

－

ば
、
狂
人
に
な
る
と
法
的
権
利
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
狂
気
は
排
除
さ
れ
た
と
す
る
フ
ー
コ
ー
の
主
張
は
正
し
く
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
一
切
の
知
が
懐
疑
さ
れ
る
『
省
察
』
で
は
当
然
、
法
と
い
う
知
も
懐
疑
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
法
に
こ
こ
で
省
察
者
が

拘
泥
す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
井
原
が
注
目
す
る
の
は
、
省
察
者
の
二
重
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
の
と
こ
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ろ
省
察
者
は
、
省
察
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
展
開
し
て
ゆ
く
強
靭
な
哲
学
者
と
、
そ
の
展
開
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
に
つ
い
て
い
け
な
い
軟
弱
な

非
哲
学
者
の
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
。
非
哲
学
者
と
し
て
の
省
察
者
は
、
い
ま
だ
世
間
の
一
般
常
識
か
ら
十
分
に
自
由
に
な
っ
て
い
な

い
た
め
に
時
々
省
察
の
足
を
引
っ
張
る
。
狂
気
の
テ
ー
マ
で
、
み
ず
か
ら
を
狂
人
と
想
定
す
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
の
も
こ
の
非
哲
学
的

な
省
察
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
井
原
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
狂
人
へ
の
変
容
を
実
践
不
可
能
と
し
て
退
け
た
の
は
、
非
哲
学
的

省
察
者
の
軟
弱
さ
に
配
慮
し
た
非
本
質
的
な
措
置
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
省
察
者
の
強
靭
さ
に
と
っ
て
は
み
ず
か
ら
が
狂
人
に

変
容
し
て
も
全
く
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
り
、
要
す
る
に
狂
気
は
実
際
の
と
こ
ろ
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
井
原
は
、
フ
ー
コ
ー
の
言
う
テ
ク
ス
ト
の
実
践
的
次
元
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
デ
リ
ダ
が
、
省
察
者
の
外
部
に
想
定
し

た
非
哲
学
者
を
省
察
者
の
内
部
に
見
出
す
こ
と
で
第
三
の
読
解
可
能
性
を
導
い
て
い
る
。
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
読
解
に
は
、

省
察
者
を
哲
学
者
と
非
哲
学
者
に
分
裂
さ
せ
る
こ
と
で
実
践
的
次
元
を
読
み
損
な
っ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
井
原
に
お

い
て
哲
学
者
は
、
そ
の
強
靭
さ
ゆ
え
に
、
狂
人
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
主
体
へ
の
変
容
が
実
践
可
能
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る

変
容
を
通
じ
て
哲
学
者
と
し
て
の
主
体
性
を
維
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
者
は
ど
ん
な
変

容
も
被
ら
な
い
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
実
践
的
次
元
で
は
哲
学
者
は
実
質
上
問
題
に
な
ら
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は
非
哲
学
者
で
あ

る
。
だ
が
こ
の
非
哲
学
者
が
、
た
と
え
狂
気
を
退
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
省
察
の
哲
学
的
探
究
に
と
っ
て
非
本
質
的
な
措
置
に
す

ぎ
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
結
果
的
に
は
、
実
践
的
次
元
を
読
解
す
る
必
要
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

井
原
の
読
解
で
は
、
実
践
的
次
元
が
、『
省
察
』
の
非
本
質
的
な
部
分
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
実

践
的
次
元
に
関
与
的
な
非
哲
学
者
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）。
恐
ら
く
、
実
践
的
次
元
を
読
解
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
省

察
者
を
、
哲
学
者
と
非
哲
学
者
に
分
裂
さ
せ
ず
に
、
一
個
の
省
察
主
体
の
一
連
の
変
容
過
程
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
)
結
局
の
と
こ
ろ
、
前
注
で
み
た
よ
う
な
、
井
原
の
『
省
察
』
読
解
に
お
け
る
強
靭
な
哲
学
者
像
と
は
、
こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
想
定
し
て

10
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い
る
不
動
の
哲
学
者
像
と
本
質
的
に
は
何
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
違
い
は
、
狂
気
を
前
に
尻
込
み
す
る
非
哲
学
者
の
存
在
を

自
分
の
内
に
要
請
す
る
か
、
自
分
の
外
に
要
請
す
る
か
と
い
う
点
に
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
)
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
の
こ
う
し
た
哲
学
史
的
意
義
に
関
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
晩
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
で
も
若

11
干
の
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、『
省
察
』
に
お
い
て
西
欧
の
思
考
形
式
の
根
本
的
変
化
が
見
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
哲
学
者
の
主
体
性
の
変
容
が
問
題
と
な
る
「
霊
的
な
知
」
か
ら
、
哲
学
者
の
不
動
的
な
主
体
性
を
前
提
に
し
た
「
認
識
的
な

知
」
へ
の
変
化
で
あ
る
（
M
ichelFoucault,L’herm
éneutique
du
sujet.Coursau
Collège
de
France
1981-1982,Seuil&

Gallim
ard,2001,p.281,p.296,pp.441-2）。

(
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
=Ｍ
・
ベ
サ
ー
ド
の
『
省
察
』
読
解
も
同
様
の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
«‶M
aisquoi,ce

12
sontdes
fous".Sur
un
passage
controversé
de
la
Prem
ière
M
éditation»,R
evue
de
M
étaphysique
etM
orale,3(1973),

pp.273-294,reprisdansD
escartesau
fildel’ordre,PU
F,2001,pp.13-38.）。
ベ
サ
ー
ド
は
、
フ
ー
コ
ー

デ
リ
ダ
論
争
に
関
し

－

て
最
も
早
い
時
期
に
か
な
り
緻
密
な
研
究
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
フ
ー
コ
ー
よ
り
デ
リ
ダ
の
『
省
察
』
読
解
に
近
い

立
場
を
示
す
一
方
、
当
該
論
争
で
フ
ー
コ
ー
が
既
存
の
『
省
察
』
研
究
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
に
一
定
の

評
価
も
与
え
て
い
る
。
そ
の
視
点
と
は
、『
省
察
』
テ
ク
ス
ト
が
、
論
証
の
演
繹
的
論
理
、
つ
ま
り
、
当
時
デ
カ
ル
ト
研
究
の
大
家
Ｍ
・

ゲ
ル
ー
の
提
唱
し
て
い
た
「
理
由
の
順
序
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
別
の
も
う
一
つ
の
論
理
に
し
た
が
っ
て
展
開
し
て
い
る
と

い
う
考
え
で
あ
る
。
ベ
サ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、「
理
由
の
順
序
」
は
、
絶
対
的
な
真
理
の
コ
ギ
ト
が
確
立
さ
れ
た
以
後
の
記
述
に
お
い
て
は

有
効
だ
が
、
コ
ギ
ト
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
記
述
に
お
い
て
は
、「
理
由
の
順
序
」
の
確
実
な
出
発
点
、
確
実
な
基
礎
が
ま
だ
見
出
さ
れ

て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
と
は
全
く
別
の
論
理
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
一
貫
性
の
規
則
」
で
あ
る
。
こ
の
規
則
は
、
後
に
導

出
さ
れ
る
コ
ギ
ト
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ギ
ト
に
先
行
す
る
一
連
の
議
論
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
論
理
で
あ
り
、
こ
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れ
に
よ
っ
て
『
省
察
』
の
議
論
展
開
の
一
貫
性
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
サ
ー
ド
は
、
フ
ー
コ
ー
が
『
省
察
』
の
実
践
的
次
元
を

読
解
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
に
し
た
論
理
が
、
こ
の
「
一
貫
性
の
規
則
」
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局

の
と
こ
ろ
こ
の
規
則
は
、コ
ギ
ト
と
い
う
事
後
的
な
視
点
か
ら
、そ
の
コ
ギ
ト
に
先
立
つ
一
連
の
議
論
を
説
明
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ

て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
と
同
様
、
狂
気
の
排
除
を
事
後
的
に
隠
蔽
・
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
ベ
サ
ー
ド
は
、
こ
の
自
分
の
論
文
の
抜
刷
を
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
、
ゲ
ル
ー
、
さ
ら
に
は
ゲ
ル
ー
と
並
ぶ
デ
カ
ル
ト
研

究
の
権
威
Ｆ
・
ア
ル
キ
エ
に
送
付
し
て
お
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
反
応
に
つ
い
て
、
同
論
文
再
録
の
著
作
『
順
序
に
沿
っ
た
デ
カ
ル
ト
』

の
中
で
簡
単
に
報
告
し
て
い
る
。
な
か
で
も
フ
ー
コ
ー
と
ゲ
ル
ー
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
返
事
の
手
紙
を
そ
の
ま
ま
添
付
し
て
お
り
、

た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
ま
た
、
ア
ル
キ
エ
に
つ
い
て
は
、
ベ
サ
ー
ド
か
ら
の
論
文
送
付
を
機
に
、
み
ず
か
ら
の
「
第
一
省
察
」
解
釈
を

若
干
書
き
残
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ア
ル
キ
エ
の
死
後
、
ベ
サ
ー
ド
の
手
に
よ
っ
て
、
一
九
九
四
年
イ
タ
リ
ア
の
デ
カ
ル
ト
論
文
集
で
公

表
さ
れ
て
い
る
（
«Le
philosophe
etle
fou»,in
D
escartesm
etafisico.Interpretazionidelnovecento,Enciclopedia
Italiana,

1994）。
本
稿
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
読
解
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
フ
ー
コ
ー
の
デ
カ
ル
ト
読
解
の
読
解
な
の
で
、
こ

う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
検
討
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
管
見
で
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
ゲ
ル
ー
の
建
築
術
的
な
い
し
構
造
主
義

的
な
『
省
察
』
読
解
も
、
ア
ル
キ
エ
の
実
存
主
義
的
な
『
省
察
』
読
解
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
デ
リ
ダ
や
ベ
サ
ー
ド
と
同
様
に
、
コ
ギ
ト

確
立
以
後
の
事
後
的
な
視
点
か
ら
狂
気
排
除
の
く
だ
り
を
読
解
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
)
フ
ー
コ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
宗
教
と
そ
の
宗
教
家
に
つ
い
て
語
る
際
に
そ
れ
ら
の
「
恥
ず
べ
き
由
来
」
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
を

13
想
起
し
、
自
分
も
哲
学
と
そ
の
哲
学
者
に
つ
い
て
語
る
際
に
そ
れ
ら
の
「
恥
ず
べ
き
由
来
」
を
問
題
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
（
M
C247）。
し
た
が
っ
て
狂
気
の
排
除
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
と
っ
て
の
「
恥
ず
べ
き
由
来
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
起
源
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
一
般
的
な
理
解
に
反
し
て
、
真
理
の
た
め
の
無
私
無
欲
の
探
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究
心
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
狂
気
を
恐
れ
て
排
除
す
る
情
念
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
意
味
で
の
攻
撃
的
な
情
念
な
の
で
あ
る
。

〔
査
読
を
含
む
審
査
を
経
て
、
二
〇
〇
九
年
四
月
三
〇
日
掲
載
決
定
、
同
年
五
月
十
九
日
掲
載
号
決
定
〕

（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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