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序
文 

鈴
木
球
子

フ
ラ
ン
ス
の
十
八
世
紀
は
、
長
ら
く
「
啓
蒙
」
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
理
性
の
光
に
よ
っ
て
迷
信
や
偏
見
の
闇
を

打
ち
払
い
、
教
会
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
権
威
や
旧
来
の
思
想
を
批
判
的
に
検
討
し
た
と
い
う
「
啓
蒙
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
啓
蒙
や
人
間
の
理
性
、
進
歩
主
義
へ
の
期
待
は
、
未
だ
に
根
強
く
存
在
す
る
。「
啓
蒙
主
義
の
理
念

を
二
十
一
世
紀
の
言
語
と
概
念
で
語
り
直
そ
う
と）

1
（

」
試
み
る
、
二
〇
一
八
年
に
出
版
さ
れ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ピ
ン
カ
ー
の
著
書

『
21
世
紀
の
啓
蒙）

2
（

』
の
副
題
「
理
性
、
科
学
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
進
歩
」
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
十
八

世
紀
や
「
近
代
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
の
再
考
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。「
理
性
主
義
」
の
み
に

注
目
す
る
捉
え
方
は
、
近
年
減
少
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
反
啓
蒙
、
非
理
性
、
あ
る
い
は
ア
ン
チ
・
モ
ダ
ン
や
ポ
ス
ト
・
モ

ダ
ン
な
ど
、
様
々
な
言
葉
を
耳
に
す
る
。『
啓
蒙
の
百
科
事
典
』
の
「
総
論
」
で
長
尾
伸
一
は
、
二
十
世
紀
以
降
の
世
界
大
戦
や
グ

ロ
ー
バ
ル
な
格
差
な
ど
を
経
て
、
近
代
社
会
の
在
り
方
へ
の
疑
念
や
「
人
間
中
心
主
義
」
か
ら
の
脱
却
の
試
み
が
広
が
っ
た
こ
と
と
、

啓
蒙
へ
の
批
判
が
広
が
っ
た
こ
と
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
、「
現
代
の
思
想
が
『
啓
蒙
』
と
『
反
啓
蒙
』
の
対
立
を
巡
っ
て
展
開
し
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て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る）

3
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
対
立
軸
」
の
形
成
が
、
近
代
と
い
う
時
代
を
見
直
し
、
考
察
す
る
た

め
の
重
要
な
転
換
点
に
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
近
代
社
会
へ
の
疑
念
か
ら
「
反
啓
蒙
」
と
い
う
考
え
が
導
き
だ
さ
れ

た
こ
と
自
体
が
、
啓
蒙
と
近
代
と
の
直
線
的
か
つ
不
可
逆
的
な
つ
な
が
り
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
対
立
は
実
は
表
裏
一
体

の
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

啓
蒙
時
代
と
い
う
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
あ
い
ま
い
な
区
分
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
「
ル
イ
十
四
世
の
死
（
一
七
一
五
年
）

か
ら
革
命
の
勃
発
（
一
七
八
九
年
）
に
い
た
る
あ
い
だ
の
十
八
世
紀
の
お
よ
そ
七
十
五
年
間
」
を
「
啓
蒙
の
世
紀
（Le Siècle des 

Lum
ières

）」
と
呼
ぶ
だ
ろ
う）

4
（

。
し
か
し
、
理
性
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
む
ろ
ん
こ
の
時
期
以
前
に
も
行
わ
れ
て
き
た
。
古
く
は
そ

の
源
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
のdianoia

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
ラ
テ
ン
語
はratio

の
語
を
充
て
た
。
ミ
シ
ェ
ル
・

ド
ゥ
ロ
ン
監
修
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
辞
典
（D

ictionnaire européen des Lum
ières

）』
は
、「
悟
性
」
と
「
理
性
」
は
固
く
結
び

つ
く
二
つ
の
概
念
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
後
で
、
も
と
も
と
後
者
が
よ
り
「
高
尚
」
で
「
包
括
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
理
性

は
よ
り
「
一
般
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
と
ス
ト
ア
派
の
伝
統
で
は
、（
理
性
は
）
ま
さ
に
理
論
的
・
実
践

的
規
範
を
司
る
『
正
し
い
理
由
（recta ratio
）』
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
高
い
審
級）

5
（

」
で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ

の
反
省
的
思
考
と
観
想
的
思
考
、
つ
ま
り
至
高
の
諸
原
理
を
知
る
こ
と
と
の
間
の
分
離
は
、
啓
蒙
の
思
考
―
―
ス
コ
ラ
学
派
の
思
潮

に
お
い
て
も
、
デ
カ
ル
ト
派
の
思
潮
に
お
い
て
も
―
―
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る）

6
（

」
と
す
る
。

「
悟
性
（Verstand

）」
と
「
理
性
（Vernunft

）」
を
明
確
に
区
別
し
、
後
者
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上
位
に
し
た
上
で
、「
啓
蒙
」
と

強
固
に
結
び
つ
け
る
一
つ
の
転
機
に
な
っ
た
の
は
、
カ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
認
識
と
は
、
五
感
か
ら
入
っ
て
き
た
情
報
を
時

間
と
空
間
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
る
直
観
の
能
力
と
し
て
の
「
感
性
」
と
、
概
念
に
従
っ
て
思
惟
す
る
能
力
と
し
て
の

「
悟
性
」
に
基
づ
き
、
よ
り
高
次
の
「
理
性
」
に
よ
っ
て
総
合
的
な
（
統
一
的
な
）
像
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
と
し
た
。

我
々
の
一
切
の
認
識
は
、
感
性
に
始
ま
っ
て
悟
性
に
進
み
、
つ
い
に
理
性
に
終
る
が
、
直
観
の
供
給
す
る
素
材
を
処
理
し
て
、
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思
惟
の
最
高
の
統
一
に
従
わ
せ
る
も
の
と
し
て
は
、
理
性
よ
り
高
い
も
の
〔
認
識
能
力
〕
は
、
我
々
の
う
ち
に
は
見
出
せ
な
い）

7
（

。

カ
ン
ト
が
後
世
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
彼
が
一
七
四
八
年
に
刊
行
し
た
小
論
文
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
の
中
で
、
啓
蒙
を
「
人0

間
が
自
ら
招
い
た
未
成
年
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
8
（

と
定
義
し
た
の
は
有
名
で
あ
る
が
、
ピ
ン
カ
ー
は
先
述
の
本
の
第
一
章
の
冒

頭
で
こ
れ
を
引
用
す
る）

9
（

。
と
く
に
宗
教
に
関
す
る
事
柄
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
こ
の
啓
蒙
に
つ
い
て
語
り
、
啓
蒙
を
実
現
す
る
た
め
に

「
理
性
を
公
的
に
使
用
す
る
自
由）

10
（

」
を
求
め
る
。

カ
ン
ト
は
人
間
の
認
識
能
力
を
慎
重
に
見
定
め
る
。
人
間
は
「
物
自
体
（D

ing an sich

）」
を
認
識
す
る
こ
と
は
な
く
、
理
性
は

感
性
の
先
天
的
な
形
式
と
し
て
の
時
間
と
空
間
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
的
な
「
物
（D

ing

）」
と
い
う
認
識
を
生
み
出
す

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
よ
り
前
―
―
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
―
―
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
人
間
の
認
識
能
力
の
範

囲
」
と
い
う
問
題
は
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
は
理
性
あ
る
い
は
良
識
を
「
こ
の
世
の
も
の
で
も
っ
と
も
公
平

に
配
分
さ
れ
て
い
る
」「
真
実
と
虚
偽
と
を
見
わ
け
て
正
し
く
判
断
す
る
力）

11
（

」
と
定
義
す
る
。
理
性
は
「
自
然
の
光
」
と
も
呼
ば
れ
、

「
自
然
の
光
、
即
ち
神
か
ら
我
々
に
与
え
ら
れ
た
認
識
能
力
」
は
「
こ
の
能
力
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
〔
…
…
〕
真
で
な
い

対
象
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
あ
り
得
な
い）

12
（

」
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
は
『
精
神
指
導
の
規
則
集
』
に
お
い
て
「
人

間
の
認
識
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
及
び
う
る
か
を
問
う
こ
と）

13
（

」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
山
田
弘
明
は
「
デ
カ
ル

ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
こ
の
哲
学
者
が
理
性
の
限
界
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
理
性
の
限
界

を
画
す
る
と
い
う
こ
と
は
理
性
の
弱
さ
を
示
す
の
で
は
な
く
、
反
対
に
理
性
の
拡
張
を
意
味
す
る）

14
（

」。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
同
様
の

こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
つ
ま
り
彼
の
方
法
は
、
知
の
探
究
を
人
間
の
認
識
能
力
の
う
ち
に
限
る

0

0

こ
と
、
理
性
を

介
さ
な
い
知
の
在
り
様
を
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
と
こ
ろ
で
、
本
書
が
目
を

向
け
た
い
と
思
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
理
性
に
よ
る
認
識
の
周
縁
部
分
な
の
で
あ
る
。
理
性
が
と
ら
え
き
れ
な
い
も
の
、
言
い
か
え

れ
ば
理
性
主
義
の
領
域
の
外
に
あ
る
も
の
は
、
人
間
の
知
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
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こ
こ
で
視
座
を
変
え
る
た
め
に
、「
啓
蒙
」
と
い
う
枠
を
一
旦
離
れ
よ
う
。
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
中
で
一

七
一
五
年
を
越
え
、
す
で
に
デ
カ
ル
ト
に
ま
で
遡
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
の
よ
う
に
、
古
典
主
義
時
代
と
い
う
言
葉
を
用

い
た
ほ
う
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
フ
ー
コ
ー
は
『
狂
気
の
歴
史
』
で
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
「
非
理
性
」
の
閉
じ
込
め
や
、
十
八

世
紀
に
お
け
る
理レ
ゾ
ン性

を
理レ
ゾ
ン性

た
ら
し
め
る
根レ
ゾ
ン拠

と
し
て
の
「
非デ
レ
ゾ
ン

理
性
」
の
扱
い
に
つ
い
て
語
っ
た）

15
（

。
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
ヴ
ァ
ン
セ

ン
ヌ
や
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
監
獄
に
入
れ
ら
れ
、
最
終
的
に
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ
た
、
ま
さ
に
非
理
性
の
一
つ
の
例
と
見
な
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
サ
ド
は
、
彼
の
作
品
に
登
場
す
る
放リ
ベ
ル
タ
ン

蕩
者
た
ち
に
、
時
に
平
然
と
理
性
を
語
ら
せ
た
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
、『
ジ
ュ
リ
エ

ッ
ト
物
語
』
に
お
い
て
、
女
主
人
公
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
向
か
っ
て
、
迷
信
に
対
す
る
理
性
の
勝
利
を
語
り
、
彼
の
権
威
は
近
い
う
ち

に
失
墜
す
る
で
あ
ろ
う
と
告
げ
る）

16
（

。
一
方
で
、
不
思
議
な
術
を
使
い
、
未
来
を
予
言
す
る
魔
女
と
呼
ば
れ
る
女
性
と
出
会
っ
た
時
、

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
彼
女
を
退
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
彼
女
は
た
だ
魔
女
に
向
か
っ
て
「
私
た
ち
は
あ
な
た
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い）

17
（

」

と
告
げ
、
そ
し
て
最
終
的
に
彼
女
か
ら
の
愛
を
受
け
入
れ
る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
再
び
「
認
識
」
の
問
題
に
直
面
す
る
。
つ
ま
り
サ

ド
に
お
い
て
、
己
が
認
識
で
き
な
い
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
神
秘
主
義
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

理
性
を
有
す
る
こ
と
と
対
立
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
は
サ
ド
を
、
一
世
紀
以
上
も
前
か
ら
監
禁
さ
れ
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
き
た
「
非
理
性
」
が
「
欲
望
」
と
し
て
再
び
現
れ

る
時
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
、
彼
の
全
作
品
は
非
理
性
の
閉
じ
込
め
ら
れ
た
場
所
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
城
や
地
下
室
、
修
道
院
な

ど
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る）

18
（

。
こ
う
し
た
サ
ド
的
な
建
物
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
た
閉
鎖
的
な
閨
房
や
小
部
屋
が
多
数
存
在
す

る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
貴
族
た
ち
が
愛
を
育
ん
だ
「
別
宅
」
や
、
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
が
描
く
「
閂
」
の
場
面
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
と

こ
ろ
で
、
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
物
語
の
最
後
に
お
い
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
住
む
建
物
の
「
窓
」
か
ら
雷
が
飛
び
込
ん
で
く
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
示
す
も
の
は
、
も
は
や
「
人
間
」
の
非
理
性
的
な
行
動
で
は
な
い
。
雷
の
暴
力
性
は
閉
鎖
空
間
を
貫
き
、

―
―
つ
ま
り
開
か
れ
た
も
の
に
し
―
―
理
性
／
非
理
性
の
対
立
を
凌
駕
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
は
こ
の
雷
に
よ
る
己

の
死
の
到
来
を
予
感
し
て
い
た
。
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し
か
し
ふ
い
に
彼
女
の
気
分
が
変
わ
り
、
そ
の
原
因
は
検
討
も
つ
か
な
か
っ
た
〔
…
…
〕。
彼
女
は
友
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て

い
る
と
き
も
、
時
に
泣
き
出
す
有
様
だ
っ
た
が
、
自
分
で
も
涙
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）

19
（

。

プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
の
『
美
徳
の
不
運
』
の
注
は
、「
予
感
（pressentim

ent

）」
は
暗
黒
小
説
の
重
苦
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す

の
に
使
用
さ
れ
る
と
し
た
後
で
、「
予
感
」
を
偏
見
と
み
な
す
こ
と
を
否
定
す
る
言
説
の
例
を
挙
げ
て
い
る）

20
（

。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、

『
百
科
全
書
』
の
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
「
神
智
論
者
た
ち
（Théosophes

）」
の
項
目
で
あ
り
、「
予
感
に
合
理
的
な
説
明
を
供
し
た）

21
（

」

と
さ
れ
る
。

私
た
ち
は
皆
、
予
感
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
洞
察
力
や
経
験
を
身
に
着
け
れ
ば
つ
け
る
ほ
ど
、
よ

り
正
確
で
迅
速
な
も
の
と
な
る
。〔
…
…
〕
な
ん
ら
か
の
現
象
が
先
行
し
、
伴
わ
な
い
出
来
事
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
現
象
が
い

か
に
は
か
な
く
、
瞬
間
的
で
、
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
て
も
〔
…
…
〕
優
れ
た
感
受
性
を
持
っ
た
人
間
は
そ
れ
ら
に
作
用
さ
れ

る
。
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
を
重
視
し
て
い
な
い
時
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
彼
ら
は
ひ
ら
め
き
を
受
け
た
と
感

じ
、
実
際
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
超
自
然
的
な
神
の
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
細
心
の
並
外
れ
た
注
意
深
さ
に
よ
る
の
だ）

22
（

。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
注
釈
者
が
こ
の
説
明
を
「
合
理
的
（
理
性
的
）」
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
「
は
か
な
く
、
瞬
間
的
で
、
微
妙
な
も
の
」
が
「
超
自
然
的
な
神
の
力
」
と
混
同
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
理
性

「
主
義
」
へ
の
疑
問
は
、
理
性
自
体
の
否
定
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
他
の
知
の
在
り
様
を
統
一
的
に
語
る
こ
と
と
も
異
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
本
書
が
目
指
す
の
は
、
理
性
に
対
し
て
非
理
性
を
、
あ
る
い
は
啓
蒙
に
対
し
て
反
啓
蒙
を
対
置
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
理
性
に
よ
る
認
識
を
越
え
る
も
の
を
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
か
を
問
い
、
そ
し
て
理
性
の
周
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縁
に
あ
る
―
―
お
そ
ら
く
豊
饒
な
―
―
も
の
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。 

＊

本
書
は
、
二
〇
二
二
年
に
信
州
大
学
で
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
か
ら
近
代
へ
、
そ
し
て
そ
の
先
へ

―
―
文
学
と
哲
学
」
で
の
発
表
を
も
と
に
し
た
論
考
集
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
十
八
世
紀
に
終
止
符
を
打
っ
た
革

命
と
続
く
近
代
を
通
し
て
の
み
意
味
を
な
す
よ
う
な
、
十
八
世
紀
の
目
的
論
的
な
読
解
を
避
け
る
こ
と
」、「
従
来
、『
啓
蒙
』
と
呼

ば
れ
て
き
た
も
の
以
外
の
要
素
に
触
れ
る
こ
と
」
の
二
つ
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
を
さ
さ
や
か
に
紹
介
し
た
い
。

ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ゥ
ロ
ン
氏
の
「
繊
細
さ
と
い
う
概
念
」
は
、
ア
ル
バ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
繊
細
さ
の
原
則
』

（Le Principe de délicatesse: Libertinage et m
élancolie au XVIII e siècle, A

lbin M
ichel, 2011.

邦
題
『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー

ム
の
放
蕩
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
』）
か
ら
十
年
を
経
て
、
あ
ら
た
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
繊
細
さ
の
原
則
」
と
は
、
獄
中
の
サ
ド

が
夫
人
に
宛
て
た
書
簡
の
中
の
文
言
で
あ
り
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
も
『
サ
ド
、
フ
ー
リ
エ
、
ロ
ヨ
ラ
』
の
中
で
こ
れ
に
注
目
を
し
た
。

だ
が
「
繊
細
さ
」
と
は
サ
ド
的
な
用
語
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
る
「
幾
何
学
的
精
神
」
と
「
繊
細
さ
の
精

神
」
の
対
比
に
遡
り
、
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
ま
で
、
数
学
的
視
点
も
取
り
込
み
つ
つ
、
そ
の
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
に
迫
っ
て
い
く
。

十
八
世
紀
に
お
け
る
幾
何
学
に
対
す
る
微
積
分
学
の
位
置
づ
け
、
無
限
小
つ
ま
り
「
零
」
へ
の
限
り
な
い
収
束
、
そ
し
て
「
何
か
わ

か
ら
ぬ
も
の
」
や
「
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
」
に
向
け
ら
れ
る
繊
細
な
眼
差
し
に
つ
い
て
語
る
。

「
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
か
ら
十
八
世
紀
の
唯
物
論
へ
」
は
筆
者
が
著
し
た
。
十
七
世
紀
に
自リ

ベ

ル

タ

ン

由
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち

込
ま
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
と
そ
の
解
釈
の
間
の
食
い
違
い
、
あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
と
啓
蒙
時
代
の
唯
物
論
と
の
間
の
齟
齬
が
、

い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
を
考
察
し
た
。
と
り
わ
け
「
無
限
か
ら
有
限
へ
の
変
状
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
発
想
は
、
当

時
も
っ
と
も
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。
現
代
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
個
物
が
発
生
す
る
瞬
間
―
―
零
で
な


