
書
評

室
井
尚
著

『
哲
学
問
題
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ー
ー
ダ
イ
、
ダ
ロ
ス
の
迷
宮
と
翼
』

稲
賀
繁
美

著
者
久
々
の
快
著
。
大
切
な
問
題
提
起
の
本
。
首
尾
一
貫
し
た

見
通
し
の
な
か
で
、
著
者
の
世
界
観
が
明
快
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
二
世
紀
の
人
類
の
行
方
を
考
え
よ
う
と
い
う
読
者
に
と
っ
て
は
、

格
好
の
状
況
把
握
の
書
と
な
る
だ
ろ
う
口
著
者
の
極
私
的
な
身
体

感
覚
へ
の
拘
り
や
、
こ
の
世
界
に
対
す
る
違
和
感
が
、
本
書
で
は

普
遍
的
な
命
題
へ
と
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
回
目
頭
か
ら
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
我
々
の
居
心
地
の
悪
さ
が
、
ア
ト
ピ

l

性
皮
膚
炎
の
比
憾
で
把
渥
さ
れ
る
。
問
題
は
、
自
己
と
世
界
と
の

あ
い
だ
の
境
界
を
な
す
皮
膚
一
界
面
の
痔
み
や
湿
疹
な
の
だ
、
と

指
摘
さ
れ
る
。
第
二
に
、
知
の
巨
人
た
ち
が
光
を
掲
げ
て
世
界
を

先
導
す
る
と
い
う
、
従
来
の
思
想
(
史
)
の
前
提
そ
の
も
の
の
破
綻

が
宣
告
さ
れ
る
。
第
三
に
、
技
術
対
人
間
の
図
式
が
批
判
さ
れ
る
。

外
か
ら
我
々
を
包
み
込
み
、
抑
圧
し
て
、
我
々
を
シ
ス
テ
ム
の
操

縦
士
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
巨
大
な
技
術
連
関
。
そ
れ
に
対
抗
し

て
、
内
な
る
自
己
本
来
の
姿
を
擁
護
し
、
束
縛
か
ら
の
解
放
を
求

め
る
人
問
、
即
ち
「
自
由
な
主
体
」
|
|
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
、
そ

の
論
敵
と
目
さ
れ
た
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
創
始
者
、
N

・
ウ
ィ

ー
ナ
ー
に
ま
で
共
通
す
る
、
そ
う
し
た
前
提
が
疑
問
に
付
さ
れ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
ひ
と
つ
の
神
学
的
な
前
提
を
立
て
る
。
本
来

死
す
べ
き
無
意
味
な
人
間
存
在
は
、
無
意
味
か
ら
逃
れ
、
自
ら
を

意
味
あ
る
存
在
と
し
て
納
得
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
自
分
の

,-u 
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外
部
に
、
宗
教
な
り
、
真
理
、
正
義
、
社
会
的
義
務
な
ど
を
組
み

上
げ
る
。
定
義
か
ら
し
て
非
l

本
来
的
な
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
が

文
化
で
あ
り
、
そ
の
文
化
と
い
う
外
部
へ
の
帰
依
あ
る
い
は
信
仰

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
「
本
来
的
な
内
部
」
な
る
虚
構
が
、

事
後
的
に
確
保
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
人
間
の
自
由
や
生
の
意
味
づ

け
は
、
当
初
か
ら
、
こ
れ
ら
外
部
シ
ス
テ
ム
に
依
存
す
る
。
主
に

プ
ラ
ハ
に
生
ま
れ
、
サ
ン
・
パ
ウ
ロ
で
教
鞭
を
と
っ
た
、
故
ヴ
ィ

レ
ム
・
フ
ル
ッ
サ
ー
か
ら
得
た
こ
の
前
提
の
う
え
で
、
著
者
は
ア

l

ヴ
ィ
ン
・
ト
フ
ラ

i

『
第
三
の
波
』
を
再
読
す
る
。
産
業
文
明

の
段
階
で
は
、
な
お
比
較
的
安
定
し
固
定
的
だ
っ
た
外
部
を
参
照

し
て
、
人
々
は
自
己
像
を
形
成
し
て
き
た
。
だ
が
、
第
三
の
波
た

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
革
命
と
と
も
に
、
自
己
像
に
揺
ら
ぎ
が

生
ず
る
。
い
ま
や
我
々
は
高
速
で
点
滅
す
る
無
数
の
情
報
の
断
片

を
、
い
わ
ば
次
々
と
「
試
着
」
し
て
は
捨
て
去
る
動
揺
に
し
か
、

「
自
己
」
を
見
い
だ
せ
な
い
。

ト
フ
ラ
ー
は
こ
の
予
言
に
よ
っ
て
、
文
化
英
雄
と
し
て
の
地
位

を
得
た
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
皮
肉
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
と
い
う

の
も
文
化
英
雄
と
は
第
二
の
波
に
典
型
的
な
現
象
で
あ
り
、
ト
フ

ラ
l

自
身
の
知
識
人
と
し
て
活
躍
は
、
か
れ
の
予
言
し
た
第
三
の

波
以
前
の
、
古
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
こ
の
矛
盾
を
突
く
本
書
も
ま
た
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
自

.
由
で
は
な
い
。
も
は
や
知
識
人
が
そ
の
特
権
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と

桜
4
ド
L
・h

・-
h
λ

・
…1

・

を
宣
言
し
た
本
書
は
、
話
題
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る
特
権
を
も
、

自
ら
否
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
空
し
さ
に
「
根
底
か

ら
白
け
」
た
彼
方
で
、
著
者
は
何
を
主
張
す
る
の
か
。

旧
来
の
新
左
翼
の
論
者
の
な
か
に
は
、
電
子
情
報
の
自
由
な
授

受
に
よ
っ
て
、
従
来
の
支
配
権
力
に
よ
る
情
報
管
理
が
崩
壊
し
、

ヴ
ァ
1

チ
ュ
ア
ル
な
解
放
区
が
実
現
さ
れ
る
、
と
の
楽
天
的
な
夢

を
描
く
面
々
も
あ
る
。
だ
が
解
放
区
確
保
か
利
用
者
保
護
か
を
巡

っ
て
、
法
的
規
制
の
是
非
が
旧
態
依
然
た
る
議
論
を
起
こ
す
。
本

書
は
こ
う
し
た
次
元
の
彼
方
に
議
論
を
導
く
。
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
フ

ィ
ン
の
実
態
は
、
無
際
限
に
分
散
・
拡
大
す
る
情
報
の
海
を
あ
て

ど
な
く
漂
流
す
る
だ
け
。
そ
の
代
償
と
し
て
「
権
威
」
あ
る
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
回
帰
・
依
存
症
候
が
か
え
っ
て
顕
著
に
な
る
。

ま
た
孤
立
感
を
解
消
す
る
た
め
に
、
自
己
を
外
部
へ
と
溶
け
込
ま

せ
、
抹
消
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
現
れ
る
。
外
部
と
の
接
続
は
、

ち
ょ
う
ど
大
き
な
書
店
や
図
書
館
で
感
じ
る
の
に
似
た
高
揚
感
を

約
束
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
、
巨
大
シ
ス
テ
ム
と
融
合
し

て
い
る
と
い
う
錯
覚
に
過
ぎ
ず
、
個
人
の
体
験
は
な
ん
ら
増
大
し

て
は
い
な
い
。
そ
し
て
幻
想
と
し
て
の
一
体
感
は
、
既
存
の
シ
ス

テ
ム
の
強
化
に
、
我
知
ら
ず
加
担
す
る
こ
と
だ
。
す
べ
て
を
経
験

で
き
る
可
能
性
は
手
に
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
「
死
す
べ
き
三
万

日
弱
の
孤
独
な
体
験
」
と
い
う
時
間
的
制
約
、
そ
し
て
脳
の
メ
モ

リ
ー
の
限
界
に
阻
ま
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
世
界
が
う
ま
く
体
験
で

212 212 



き
な
い
危
機
」
、
不
充
足
感
が
か
え
っ
て
昂
進
す
る
。

そ
も
そ
も
文
化
と
は
、
人
間
の
情
報
処
理
が
生
物
と
し
て
の
限

界
を
突
破
し
た
過
剰
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
外
部
に
記
憶
さ
れ
た

も
の
の
集
積
だ
。
そ
れ
を
遺
伝
子
m
g
o

と
の
比
喰
で
ド
l

キ
ン

ス
は
5
2
0

と
名
づ
け
、
松
岡
正
剛
は
そ
れ
を
意
伝
子
と
訳
し
た
。

文
化
と
は
、
人
聞
が
錯
乱
し
た
動
物
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
も
あ

る
。
第
三
の
波
と
と
も
に
、
こ
の
過
剰
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ナ

ノ
、
バ
イ
オ
、
の
三
つ
の
分
野
で
臨
界
に
達
す
る
。
こ
の
三
種
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
人
間
は
意
識
、
物
質
そ
し
て
生
命
の

編
集
に
直
接
関
与
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
世
界
、

物
質
そ
し
て
生
命
を
加
工
す
る
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
を
意
味
す
る
。

そ
れ
が
臨
界
に
達
し
た
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
ア
ド
ル
ノ
が
語
っ

た
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
つ
ま
り
穴
の
な
か
か

ら
自
分
の
身
体
を
自
分
の
手
で
引
っ
張
り
出
す
、
と
い
う
「
神
の

領
域
」
を
侵
犯
す
る
に
至
っ
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ

た
著
者
は
、
昨
今
の
文
化
現
象
を
自
己
サ
イ
ボ
l

グ
化
、
電
子
人

格
の
形
成
に
よ
る
多
重
人
格
化
と
し
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ

う
し
た
社
会
構
造
に
対
す
る
余
剰
を
説
明
で
き
な
い
ル

l

マ
ン
流

の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
や
ハ
パ
l

マ
l

ス
流
の
公
共
圏
の
議
論
の
限

界
を
指
摘
す
る
。
そ
の
か
な
た
に
本
書
が
示
唆
す
る
の
が
、
「
文

化
の
気
象
学
」
な
る
構
想
だ
。

著
者
に
よ
る
こ
の
提
言
を
、
こ
こ
二
O
年
程
の
哲
学
史
的
展
開

の
な
か
で
納
得
す
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
構
造
主
義
の
破
綻
は
、

構
造
を
支
え
る
こ
項
対
立
か
ら
余
剰
と
し
て
排
除
さ
れ
、
隠
蔽
さ

れ
て
き
た
第
三
項
へ
の
注
目
を
招
き
、
そ
れ
が
複
雑
系
や
カ
オ
ス

を
巡
る
議
論
と
も
接
合
し
た
地
平
に
、
文
化
を
気
象
現
象
の
比
倫

で
語
る
視
点
が
現
れ
る
。
だ
が
、
著
者
は
ま
だ
気
象
学
の
実
践
に

は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
本
書
が
最
後
に
提
起
す
る
の
は
、
一
方

・
で
文
化
の
リ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
他
方
で
は
気
象
を
通
じ
た

「
自
己
へ
の
配
慮
」
だ
。
前
者
は
反
シ
ス
テ
ム
志
向
に
お
い
て
な

お
、
七
0
年
代
的
ア
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の
、
ま
た
ト
ラ
ン
ス
・
シ
ス

テ
ム
志
向
に
お
い
て
哲
学
的
伝
統
の
超
越
論
晴
好
を
覗
か
せ
て
い

る
。
ま
た
フ
l

コ
l

の
遺
著
を
意
識
さ
せ
る
後
者
は
、
昨
今
の
臨

床
哲
学
へ
の
関
心
と
の
差
異
を
十
分
に
は
展
開
し
て
い
な
い
。
今

日
の
核
心
を
握
る
議
論
に
肉
薄
し
な
が
ら
、
独
自
の
ず
れ
と
違
和

感
を
大
切
に
し
て
紡
が
れ
た
体
系
的
思
索
、
そ
の
高
度
の
内
容
を

明
快
に
、
説
得
力
あ
る
文
章
で
述
べ
る
才
能
は
、
著
者
の
独
壇
場

で
羨
望
を
覚
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
要
領
の
良
い
一
般
向
き
解

説
と
誤
解
さ
れ
が
ち
な
点
に
、
著
者
の
居
心
地
の
悪
さ
も
あ
る
。

本
書
が
見
事
に
開
い
た
見
取
り
図
は
、
評
者
も
ま
た
多
く
の
部

分
を
共
有
す
る
。
昨
年
著
者
に
も
参
加
を
要
請
し
て
開
催
し
た
国

際
研
究
集
会
、
『
文
化
の
越
境
』
で
も
、
文
化
の
境
界
に
現
れ
る
、

気
象
学
で
い
う
「
前
線
」
や
「
界
面
」
に
注
目
し
、
「
風
の
目
」

に
乗
ろ
う
と
い
う
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
生
物
と
し

-ｭd 
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き
な
い
危
機
」
、
不
充
足
感
が
か
え
っ
て
昂
進
す
る
。

そ
も
そ
も
文
化
と
は
、
人
間
の
情
報
処
理
が
生
物
と
し
て
の
限

界
を
突
破
し
た
過
剰
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
外
部
に
記
憶
さ
れ
た

も
の
の
集
積
だ
。
そ
れ
を
遺
伝
子

m
g
o

と
の
比
喰
で
ド
1

キ
ン

ス
は
5
2
0

と
名
づ
け
、
松
岡
正
剛
は
そ
れ
を
意
伝
子
と
訳
し
た
。

文
化
と
は
、
人
聞
が
錯
乱
し
た
動
物
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
も
あ

る
。
第
三
の
波
と
と
も
に
、
こ
の
過
剰
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
ナ

ノ
、
バ
イ
オ
、
の
三
つ
の
分
野
で
臨
界
に
達
す
る
。
こ
の
三
種
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
人
間
は
意
識
、
物
質
そ
し
て
生
命
の

編
集
に
直
接
関
与
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
世
界
、

物
質
そ
し
て
生
命
を
加
工
す
る
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
を
意
味
す
る
。

そ
れ
が
臨
界
に
達
し
た
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
ア
ド
ル
ノ
が
語
っ

た
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
つ
ま
り
穴
の
な
か
か

ら
自
分
の
身
体
を
自
分
の
手
で
引
っ
張
り
出
す
、
と
い
う
「
神
の

領
域
」
を
侵
犯
す
る
に
至
っ
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ

た
著
者
は
、
昨
今
の
文
化
現
象
を
自
己
サ
イ
ボ
l

グ
化
、
電
子
人

格
の
形
成
に
よ
る
多
重
人
格
化
と
し
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ

う
し
た
社
会
構
造
に
対
す
る
余
剰
を
説
明
で
き
な
い
ル
l

マ
ン
流

の
社
会
シ
ス
テ
ム
論
や
ハ
パ
l

マ
1

ス
流
の
公
共
圏
の
議
論
の
限

界
を
指
摘
す
る
。
そ
の
か
な
た
に
本
書
が
示
唆
す
る
の
が
、
「
文

化
の
気
象
学
」
な
る
構
想
だ
。

著
者
に
よ
る
こ
の
提
言
を
、
こ
こ
二

O
年
程
の
哲
学
史
的
展
開

-
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の
な
か
で
納
得
す
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
構
造
主
義
の
破
綻
は
、

構
造
を
支
え
る
二
項
対
立
か
ら
余
剰
と
し
て
排
除
さ
れ
、
隠
蔽
さ

れ
て
き
た
第
三
項
へ
の
注
目
を
招
き
、
そ
れ
が
複
雑
系
や
カ
オ
ス

を
巡
る
議
論
と
も
接
合
し
た
地
平
に
、
文
化
を
気
象
現
象
の
比
喰

で
語
る
視
点
が
現
れ
る
。
だ
が
、
著
者
は
ま
だ
気
象
学
の
実
践
に

は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
本
書
が
最
後
に
提
起
す
る
の
は
、
一
方

・
で
文
化
の
リ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
他
方
で
は
気
象
を
通
じ
た

「
自
己
へ
の
配
慮
」
だ
。
前
者
は
反
シ
ス
テ
ム
志
向
に
お
い
て
な

お
、
七
0
年
代
的
ア
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の
、
ま
た
ト
ラ
ン
ス
・
シ
ス

テ
ム
志
向
に
お
い
て
哲
学
的
伝
統
の
超
越
論
晴
好
を
覗
か
せ
て
い

る
。
ま
た
フ
l

コ
l

の
遺
著
を
意
識
さ
せ
る
後
者
は
、
昨
今
の
臨

床
哲
学
へ
の
関
心
と
の
差
異
を
十
分
に
は
展
開
し
て
い
な
い
。
今

日
の
核
心
を
握
る
議
論
に
肉
薄
し
な
が
ら
、
独
自
の
ず
れ
と
違
和

感
を
大
切
に
し
て
紡
が
れ
た
体
系
的
思
索
、
そ
の
高
度
の
内
容
を

明
快
に
、
説
得
力
あ
る
文
章
で
述
べ
る
才
能
は
、
著
者
の
独
壇
場

で
羨
望
を
覚
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
要
領
の
良
い
一
般
向
き
解

説
と
誤
解
さ
れ
が
ち
な
点
に
、
著
者
の
居
心
地
の
悪
さ
も
あ
る
。

本
書
が
見
事
に
聞
い
た
見
取
り
図
は
、
評
者
も
ま
た
多
く
の
部

分
を
共
有
す
る
。
昨
年
著
者
に
も
参
加
を
要
請
し
て
開
催
し
た
国

際
研
究
集
会
、
『
文
化
の
越
境
』
で
も
、
文
化
の
境
界
に
現
れ
る
、

気
象
学
で
い
う
「
前
線
」
や
「
界
面
」
に
注
目
し
、
「
風
の
目
」

に
乗
ろ
う
と
い
う
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
生
物
と
し

ー♂u 
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て
の
「
分
を
弁
え
ぬ
」
過
剰
と
し
て
の
「
呪
わ
れ
た
存
在
」
た
る

人
間
が
、
自
分
の
分
泌
物
よ
ろ
し
く
生
み
出
し
た
文
化
環
境
に
我

慢
で
き
ず
、
精
神
的
ア
ト
ピ
l

を
起
こ
す
の
も
、
あ
る
い
は
当
然

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
居
心
地
の
悪
さ
を
界
面
活
性
剤
で
除

去
す
る
よ
う
な
発
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ
摩
擦
を
空
気
抵
抗
と
し

て
利
用
し
、
そ
こ
に
ふ
わ
り
と
翼
を
浮
か
べ
る
工
夫
が
あ
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
文
化
的
な
自
己
免
疫
症
を
巡
る
考
察
も
な

お
必
要
だ
ろ
う
。
「
自
己
」
と
い
う
癒
し
難
い
病
に
、
抜
本
的
な

治
療
法
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
他
者
|
|
す
な
わ
ち
自
己
ー
ー
と
の

越
境
l

交
際
術
が
、
あ
ら
た
な
倫
理
的
課
題
と
も
な
る
よ
う
だ
。

次
に
は
、
文
化
の
気
象
学
概
論
よ
り
は
、
著
者
に
よ
る
実
地
ナ

ヴ
ィ
ゲ
イ
シ
ョ
ン
体
験
を
所
望
し
た
い
。

西
暦
二
0
0
0
年
六
月
)

以
下
は
校
正
時
の
蛇
足
。
①
編
集
部
の
意
向
ゆ
え
い
た
し
か
た
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
本
書
は
題
名
で
た
い
へ
ん
に
損
を
し
て
い
る
。

『
文
化
の
気
象
学
に
む
け
て
』
、
『
文
化
気
象
学
序
説
』
に
現
在
の
本
題

を
副
題
と
し
て
添
え
る
ぐ
ら
い
の
方
が
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
そ
う
だ

が
。
現
在
の
副
題
は
、
申
し
分
け
な
い
が
陳
腐
で
街
学
趣
味
に
過
ぎ

る
。
②
拙
評
末
尾
の
評
者
の
「
所
望
」
に
対
し
て
は
、
実
地
は
興
味

が
な
い
、
と
い
う
著
者
か
ら
の
す
げ
な
い
返
事
を
得
た
。
こ
の
あ
た

り
が
、
と
か
く
要
領
の
良
い
解
説
家
、
高
踏
な
哲
学
的
評
論
家
と

「
誤
解
」
さ
れ
る
著
者
の
資
質
な
の
だ
ろ
う
か
。
③
ち
な
み
に
知
人
の

或
る
話

一一
術
家
か
ら
は
、
八
0
年
代
に
出
た
本
か
、
と
の
印
象
を
持
っ

た
、
と
い
う
反
応
が
あ
っ
た
。
実
際
こ
の
二
十
年
、
と
り
わ
け
ド
イ

ツ
圏
の
喜
術
家
た
ち
は
、
世
の
中
と
の
接
触
面
の
居
心
地
の
悪
さ
を
、

作
品
と
し
て
提
示
し
て
き
た
。
ボ
イ
ス
に
し
て
も
、
ハ

l

ケ
に
し
て

も
。
そ
し
て
九

0
年
代
に
は
白
傷
行
為
の
見
せ
も
の
化
と
自
己
解
離

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
化
が
横
行
し
た
。
著
者
は
一
九
九
八
年
、
リ
ュ
ブ

リ
ア
ナ
の
国
際
美
学
会
総
会
で
、
ボ
リ
ス
・
グ
ロ
イ
ス
ー
ー
ー
最
近
は

イ
リ
ヤ
・
カ
パ
コ
フ
と
も
共
同
作
業
を
し
て
い
る
|
|
に
ケ
ン
カ
を

売
っ
て
見
事
だ
っ
た
。
今
日
の
ア

l

ト
状
況
に
も
批
判
的
な
ま
な
ざ

し
を
向
け
て
い
る
著
者
に
よ
る
、
ア
ー
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
対
す
る

気
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
|
|
あ
る
い
は
自
ら
が
そ
の
台
風
の
目
と
な

る
こ
と
ー
ー
ー
も
、
改
め
て
強
く
望
み
た
い
。
周
囲
を
大
混
乱
に
ま
き

こ
み
な
が
ら
、
自
ら
は
ぽ
っ
か
り
と
抜
け
た
虚
な
る
中
心
、
と
い
う

意
味
で
。
ご
参
考
ま
で
に
白
川
昌
生
(
し
ら
か
わ
・
よ
し
お
)
氏
の

ヒ
ミ
ミ
ミ
勾
雪

、s
c
誌
へ
の
連
載
、
「
市
場
と
美
術
を
め
ぐ
る
問
題
」

の
併
読
を
お
す
す
め
し
た
い
。
(
ザl
ル
プ
リ
ユ
ツ
ケ
ン
に
て
、
西
暦

二
O
O

一
年
一
月
十
七
日
加
筆
)

(
講
談
社
、
二
O
O
O
年
、
本
体
一
六
O
O
円
)
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国
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本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
-
総
合
研
究
大
学
院
大
学
・
比
較
文

化
・
異
文
化
交
渉
史
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コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
記
号
論
と
日
本
の
コ
レ
ク
タ
l

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
1

「
オl
プ
一
ヲ
グ
」
(
二
0
0
0
年
五
月
二
十
日
)

山
口
昌
男

平
安
時
代
に
お
け
る
知
的
情
報
の
類
来
と
集
成
・

国
風
文
化
の
成
立
と
展
開

大
隅
和
雄

松
平
定
信
の
文
化
財
情
報
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
句
集
古
十
種
L

佐
藤
洋

書
物
の
集
積
と
そ
の
往
来
・

満
洲
か
ら
江
戸
に

岡
村
敬
二

石
井
研
堂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
(
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り
採
録
)

坪
内
祐
三

〔
方A，
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン1

2 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
記
号
論
の
射
程

近
代
の
国
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
民
間
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成

-

東
洋
/
日
本
美
術
の
収
集
・
展
示
・
露
出
と
そ
の
逆
説

稲
賀
繁
美

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ン
グ
フ
エ
ロ
ウ
と
岡
倉
党
三

-

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
エ
ク
ジ
ビ
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
身
体

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ン
・
M
・
E

・
グ
l

ト

「
方A・
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン2

建
物
を
集
め
る
E

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て

木
下
直
之

験

J
o
m
o
z
す
る
精
神

I笥

山

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
記
号
・
フ
ェ
テ
イ
シ
ズ
ム

立
花
義
遼

11 15 19 37 う 157 75 103 121 143 

宏

149 153 

'::J 
V 
7 
~ 

. 3 
' /' 

; ~G 
~ 

7 
I) 
A 

~ 
I 

:,...-· M · E · ~f 

I 
r 

153 149 143 121 103 

2 

75 

= 

o 
o 
o 
if 
li 
}j 

-+ 
B 

E3 
S 

57 51 37 19 15 11 



3 『
リ
ヒ
ト
L
を
初
演
し
た
あ
と
で

-

雅
楽
の
楽
器
群
を
始
原
楽
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
み
て
、
そ
の
構
造
を
壁
抗
す
る
多
様
な
コ

l

ド
の
発
見
|
木
戸
敏
郎

虚
構
的
言
説
の
記
号
論
・

虚
構
作
品
に
お
け
る
指
示
再
考

河

田

情
報
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ

船
倉
正
憲

量
子
力
学
の
コ
ペ
ン
ハ
I

ゲ
ン
解
釈
に
お
け
る
記
号
論
的
側
面

坂
本
秀
人

-
書
評

書
評
・

室
井
尚
著
司
哲
学
問
題
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ー
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
迷
宮
と
副
知
』

稲
賀
繁
美

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

・

立
川
健
二
若
司
ポ
ス
ト
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
』
|
|
|
有
馬
道
子

論
文
紹
介
・

門
内
純
行
若
「
街
並
み
の
景
観
に
関
す
る
記
号
学
的
研
究
」

森

山
〔
吊
九
一
一
山

園
田
本
記
号
学
会
二
十
年
の
歩
み

日
本
記
号
学
会
大
会
(
一
九
八
一i
二
0
0
0

年
)
全
記
録

日
本
記
号
学
会
執
行
部
記
録
(
一
九
八
一j
二
O
O

一
年
)

『
記
号
学
研
究
』
一
九
八
一
i

二
0
0
0

総
目
次

編
集
後
記

161 
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171 185 19 う211 215 221 246 247 262 

:h. 
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~ 

o 
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