
四
九

一
八
七
〇
‐
八
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
と

そ
の
周
辺
の
ス
ピ
ノ
ザ
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藤　
　

和　
　

敬　
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本
稿
で
は
、
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
関
連
思
想
に
お
け
る
ス
ピ

ノ
ザ
の
〈
遍
在
〉
に
つ
い
て
、
概
略
を
描
く
。
そ
の
目
的
は
以
下
で
あ
る
。

１
．
こ
れ
ま
で
の
拙
論
（F.W

orm
s

の
ス
ピ
ノ
ザ
論
お
よ
びV.D

elbos

の
ス
ピ

ノ
ザ
論
：
い
ず
れ
も
本
号
所
収
）
で
問
題
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
実
証
主
義
社

会
学
の
グ
ル
ー
プ
内
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
理
解
す
る
手
段
と
し

て
、
相
互
に
影
響
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
の
側
か
ら
、

し
か
も
そ
れ
よ
り
も
一
〇
年
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
の
時
代
に
戻
っ
て
よ
り
理

解
を
深
め
る
こ
と
。

２
．
実
証
主
義
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
的
特
徴
と
そ
の
震

源
に
つ
い
て
推
測
す
る
こ
と
。

３
．
フ
ラ
ン
ス
に
限
定
さ
れ
な
い
よ
り
広
い
範
囲
で
の
思
想
の
力
線
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
互
い
に
異
な
る
文
脈
の
な
か
で
分
散
し
つ
つ

も
遍
在
す
る
こ
と
の
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
。

　

本
稿
で
実
際
に
や
る
こ
と
は
、
主
に
『
一
九
世
紀
の
ス
ピ
ノ
ザ
』
に
所
収
さ

れ
て
い
る
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
な
か
の
三
つ
論
文
（Savorelli2007, 

B
ordoli2007, B

raustein2007

）
に
基
づ
い
て
、
そ
の
全
体
を
並
べ
な
お
し
つ

つ
、
そ
れ
ら
の
論
文
で
は
注
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
い
く
つ
か
の
情
報

（Fouillée1890, Espinas1880

）
を
加
え
て
、
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
主
に
一
九
世
紀
後
半
の
イ
タ
リ
ア
哲
学
の
状
況
を
扱
う
が
、Eugenio 

G
arin, H

istory of Italian Philosophy, B
rill R

odopi, 2007

に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と

も
こ
こ
で
言
及
す
る
も
の
な
か
で
最
も
古
い
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タSpaventa

の
言
及
よ
り

も
、ず
っ
と
以
前
にPaolo M

attia D
oria, 1667-1746

に
よ
っ
て
、デ
カ
ル
ト
か
ら
の
、

少
な
く
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
必
然
的
な
発
展
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ

と
い
う
も
の
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（G

arin2007: 657

）。

　

ま
た
イ
タ
リ
ア
哲
学
史
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
あ
る
意
味
で
重
要
な
人
物
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
は
（
あ
と
で
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
の
と
こ
ろ
で
若
干
触

れ
る
が
）、
イ
タ
リ
ア
哲
学
の
一
つ
の
重
要
な
起
源
に
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ

1548-1600

が
置
か
れ
る
こ
と
が
お
お
く
、
そ
し
て
ブ
ル
ー
ノ
の
哲
学
と
ス
ピ
ノ
ザ

の
哲
学
が
重
ね
て
論
じ
ら
れ
る
（
こ
の
図
式
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
哲
学
史
』
に
由
来
す

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る 

１ 

）こ
と
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、

イ
タ
リ
ア
統
一
運
動
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
独
立
戦
争
）
と
ラ
イ
シ
テ
と
の
関
係
か
ら
、

合
理
主
義
が
強
く
求
め
ら
れ
る
背
景
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
背

景
自
体
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
の
第
三
共
和
政
期
の
も
の
と
類
似
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、ど
ち
ら
が
先
な
の
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
（
歴

史
的
な
時
間
的
に
は
イ
タ
リ
ア
が
先
に
み
え
る
が
、
言
及
関
係
を
見
る
と
フ
ラ
ン
ス

が
先
に
み
え
る
）。
む
し
ろ
ど
ち
ら
が
先
で
は
な
く
、イ
ギ
リ
ス
の
実
証
主
義（
ミ
ル
、

１ 

ヘ
ー
ゲ
ル
（
長
谷
川
宏
訳
『
哲
学
史
講
義
』（
下
巻
）「
Ｂ
、
哲
学
独
自
の
こ
こ
ろ
み　

三
、
ブ
ル
ー
ノ
」、
一
二
五
頁
。「
だ
か
ら
、
か
れ
（
ブ
ル
ー
ノ
）
の
哲
学
は
、
一
般
的

に
い
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
な
い
し
汎
神
論
で
す
。」



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

五
〇

ス
ペ
ン
サ
ー
）
と
の
関
係
の
な
か
で
一
体
と
し
て
動
い
て
い
た
と
み
る
ほ
う
が
現
実

的
か
も
し
れ
な
い 

２ 

。

２ 

本
稿
で
登
場
す
る
人
物
の
背
景
に
つ
い
て
簡
単
に
提
示
し
て
お
く
。

 

　

ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
・
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タB

ertrando Spaventa, 1817-1883

。
イ
タ
リ
ア
ヘ
ー

ゲ
ル
派
。
ス
ピ
ノ
ザ
と
ブ
ル
ー
ノ
の
関
係
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
受
け
て
研

究
を
始
め
た
が
、
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
乗
り
越
え
て
、
ブ
ル
ー
ノ
以
上
に
ス
ピ
ノ

ザ
の
自
然
主
義
的
な
傾
向
を
評
価
し
た
。
弟
子
に
は
、親
戚
で
も
あ
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
や
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
と
傾
倒
し
た
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
ら
イ
タ
リ
ア
ヘ
ー
ゲ
ル
派
が
い
る
。

 

　

ロ
ベ
ル
ト
・
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴR

oberto A
rdigo1828-1920

。
イ
タ
リ
ア
に
ス
ペ
ン
サ
ー

と
コ
ン
ト
か
ら
影
響
を
受
け
た
実
証
主
義
哲
学
を
導
入
し
た
第
一
人
者
で
あ
り
な
が
ら

も
、
前
半
生
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
を
務
め
、
神
学
を
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
教
え
た
。

イ
タ
リ
ア
で
優
位
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
観
念
論
を
批
判
し
、
感
覚
か
ら
知
識
が
生
じ
る
と

し
た
感
覚
論
を
展
開
し
た
。
一
八
七
〇
年
代
か
ら1900
年
頃
ま
で
、
イ
タ
リ
ア
で
支
配

的
な
思
潮
を
形
成
し
た
。
著
作
は
、
一
八
七
〇
年
に
『
実
証
科
学
と
し
て
の
心
理
学
』、

1879

年
に
『
実
証
主
義
者
の
道
徳
』
な
ど
が
あ
る
。

 

　

チ
ェ
ー
ザ
ー
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾC

esare Lom
broso, 1835-1909
。
犯
罪
学
あ
る
い

は
犯
罪
人
類
学
の
創
始
者
。
イ
タ
リ
ア
犯
罪
社
会
学
派
を
形
成
し
犯
罪
の
遺
伝
要
因
説

を
展
開
。
フ
ラ
ン
ス
の
環
境
派
（
タ
ル
ド
な
ど
）
と
激
し
く
対
立
し
、
後
に
衰
退
。
医

者
と
し
て
出
発
し
つ
つ
も
、
独
学
に
近
い
形
で
文
学
、
社
会
学
を
学
び
、
自
説
を
『
犯

罪
人
間
』（
一
八
七
六
年
）
で
発
表
し
、
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。

 

　

エ
ン
リ
コ
・
フ
ェ
リEnrico Ferri, 1856-1929

。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
刑
法
教
授
、

Lom
broso

の
弟
子
。
イ
タ
リ
ア
の
犯
罪
学
実
証
主
義
学
者
の
創
始
者
の
一
人
。
犯
罪
人

類
学
。
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
と
の
論
争
が
有
名
だ
が
、
初
期
に
は
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
弟
子
で

も
あ
っ
た
。
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
下
を
離
れ
た
あ
と
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
弟
子
と
な
っ
た
。

後
に
イ
タ
リ
ア
社
会
党
の
政
治
家
。『
犯
罪
社
会
学
』(1881)

で
著
名
。
ま
た
第
二
イ
ン

タ
ー
の
著
名
な
理
論
家
で
も
あ
る
。

 

　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
ス
ピ
ナ
スA

lfred Espinas, 1844-1922

。『
動
物
社
会
』

（
一
八
七
七
年
刊
）
お
よ
び
『
技
術
の
起
源
』（
一
八
九
七
年
刊
）
で
著
名
な
、
初
期
実

　
　
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
実
証
主
義
と
ス
ピ
ノ
ザ

　

ロ
ベ
ル
ド
・
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
実
証
主
義
を
根
付
か
せ
た

功
績
を
も
つ
が
、
そ
の
最
初
の
実
証
主
義
の
著
作
は
、
一
八
七
〇
年
の
『
実
証
科
学

と
し
て
の
心
理
学
』
で
あ
る
。
初
期
に
お
い
て
は
と
く
に
ジ
ョ
ン
＝
ス
チ
ュ
ア
ー

ト
・
ミ
ル
お
よ
び
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
（
む
し
ろ

コ
ン
ト
や
テ
ー
ヌ
の
影
響
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
言
及
は
少
な
い
）。
エ
ス
ピ
ナ
ス
は
、

そ
の
著
書
『
イ
タ
リ
ア
の
実
験
哲
学
：
起
源
と
現
在
』（
一
八
八
〇
年
刊
）
の
な
か

で 

３ 

、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
実
証
主
義
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
と

証
主
義
社
会
学
の
一
人
。
ウ
ォ
ル
ム
ス
と
も
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
Ｔ
・
リ
ボ
ー
、
Ｐ
・
ジ
ャ

ネ
ら
と
も
良
好
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。

 

　

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ー
イ
エA

lfred Fouillée, 1838-1912

。
一
八
七
二
‐
七
五
年
高

等
師
範
学
校
の
助
教
授
と
し
て
講
義
（
中
江
兆
民
が
受
講
し
て
い
る
）。
そ
の
後
健
康

上
の
理
由
に
よ
り
退
職
。
実
証
主
義
と
観
念
論
を
調
停
す
る
思
弁
的
折
衷
主
義
を
唱
え

た
。
ま
た
『
義
務
も
制
裁
も
な
い
道
徳
』
で
知
ら
れ
る
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
義
理
の
父
に
あ

た
る
。「
フ
ォ
ル
ス
・
イ
デ
ー
」
の
哲
学
を
構
築
し
た
こ
と
で
著
名
。『
自
由
と
決
定
論
』

（
初
版
は
博
士
副
論
文
と
し
て
一
八
七
二
年
に
、
第
二
版
が
一
八
八
四
年
に
出
版
さ
れ

る
。
以
下
で
参
照
す
る
の
は
第
二
版
の
一
八
九
〇
年
版
）
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
こ
の
著
書
か
ら
フ
ェ
リ
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
多
大
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
て
い
る
。
中
江
兆
民
が
彼
の
「
哲
学
史
」（
邦
題
：
理
学
沿
革
史
）（
一
八
七
五

年
刊
）
を
翻
訳
（
一
八
八
六
年
）
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

 

３ 

こ
の
著
作
に
お
い
て
は
こ
の
時
期
の
イ
タ
リ
ア
実
験
哲
学
を
け
ん
引
す
る
人
物
と
し

て
、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
と
と
も
に
フ
ェ
リ
と
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
（
も
う

一
人
、H

erzen
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
未
詳
）。
フ
ェ
リ
に
つ
い
て
の
言
及
も
少



一
八
七
〇
‐
八
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
と
そ
の
周
辺
の
ス
ピ
ノ
ザ

五
一

の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
肝
心
な
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
帰
納
法
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

〔
物
的
な
も
の
と
心
的
な
も
の
〕
の
あ
い
だ
の
新
し
い
類
似
を
説
明
す
る
も
の

と
し
て
、
あ
る
上
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
種
類
の
現
象
が
経
験
に
た
い
し
て
自
ら
を
示
す
限

り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
特
性
以
外
の
な
に
も
含
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。
か
く
し
て
人
間
は
、
二
つ
の
異
な
る
実
体
で
は
な
く
、
二
重
の
側
面
を
も

つ
現
象
を
集
め
た
も
の
唯
一
の
も
の
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。

こ
の
構
想
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
で
あ
る
の
だ
が
、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
氏
に
よ
る
と

ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
と
大
き
く
こ
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
、
学

知
の
出
発
点
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

前
者
の
も
の
は
単
に
、
物
質
と
精
神
を
統
合
す
る
寄
せ
集
め
を
含
意
す
る
の
み

で
あ
り
、
そ
の
進
展
と
と
も
に
修
正
さ
れ
る
べ
く
常
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。」

（Espinas1880: 109.

）

「
感
覚sensation

は
、
あ
ら
ゆ
る
心
的
現
象
の
一
般
名
称
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自

身
で
刺
激
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
思
惟
の
法
則
と
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て

行
為
の
法
則
を
規
定
す
る
仕
事
は
、
観
察
に
の
み
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

が
含
む
の
は
た
だ
存
在
す
べ
き

0

0

0

も
の
の
秘
密
の
み
で
あ

る
。

な
く
な
い
が
、
と
く
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
影
響
な
ど
も
含

め
て
後
半
で
多
く
議
論
し
て
い
る
。
た
だ
し
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ

は
す
べ
て
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
に
つ
い
て
の
記
述
の
部
分
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
氏
は
、
ス
ト
ア
派
の
学
説
と
ス
ピ
ノ

ザ
の
学
説
と
呼
ば
れ
る
学
説
に
導
か
れ
る
。
存
在
は
、
常
に
、
そ
の
実
在
条
件

に
よ
っ
て
不
可
欠
な
も
の
に
と
ど
ま
る
傾
向
性
を
も
つ
。
動
物
、
す
な
わ
ち
運

動
能
力
を
も
つ
存
在
は
、
諸
対
象
を
区
別
し
、
快
と
不
快
を
感
じ
と
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
動

物
系
統
に
お
い
て
も
、
欲
求besoins

と
の
、
ま
た
環
境
の
要
請
と
の
相
関
関
係

に
あ
る
。」（Espinas1880 : 150-151.

）

「
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
氏
は
、
実
際
、
ス
ト
ア
派
お
よ
び
ス
ピ
ノ
ザ
が
認
め
て
い
た

意
味
で
自
由
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
由
と
は
、
生
理
的
衝
動im

plusion

に
た
い
す
る
観
念
の
統
治règne

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
動
物
学
的
な
系
統
に
お

い
て
、
意
志
の
自
律
は
増
大
し
つ
つ
あ
り
、
人
間
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
動
物
は

ま
す
ま
す
表
象
に
し
た
が
っ
て
自
ら
決
定
し
、
表
象
は
ま
す
ま
す
包
摂
的
に
な

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。」（Espinas1880 : 153

）

　

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
実
証
主
義
哲
学
に
と
っ
て
、
問
題

な
の
は
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
心
身
問
題
で
あ
り
、
二
元
論
を
排
し
て
、
一
元
論

（
こ
れ
が
何
の
一
元
論
な
の
か
と
い
う
問
題
こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
そ
れ
は
非
常
に
単
純
な
、い
わ
ば
感
覚
一
元
論
の
よ
う
に
見
え
る
）

を
構
想
す
る
と
こ
ろ
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
要
請
し
、
同
時
に
、
自
由
を
観
念
論
的
な
精
神

性
に
根
拠
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
二
重
の
側
面
を
も
つ
現
象
（
心
的
現
象
と
し
て

の
側
面
と
物
的
現
象
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
ひ
と
つ
の
現
象
）
の
そ
の
側
面
が
、
特

殊
な
仕
方
で
一
致
す
る
あ
り
方
（
生
理
的
衝
動
に
た
い
す
る
観
念
の
統
治
）
と
し
て

理
解
す
る
際
に
、ス
ピ
ノ
ザ
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
「
観
念
力
」
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を
ひ
と
つ
の
思
惟
の
衝
動
と
み
る
フ
ー
イ
エ
と
の
関
係
を
見
出
し
う
る
が
、
彼
へ
の

直
接
の
言
及
は
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
の
な
か
に
は
な
い
。

　
　
　
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
ス
ピ
ノ
ザ

　

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
中
心
と
な
る
著
作
は
、
一
八
七
六
年
刊
の
『
犯
罪
人
間
』
で
あ

り
、
こ
こ
か
ら
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
実
証
主
義
と
し
て
の
犯
罪
学
を
立
ち
上
げ
た
。
ま

た
一
八
八
八
年
刊
の
『
天
才
論
』
に
お
い
て
、
様
々
な
人
種
の
天
才
の
事
例
を
研
究

し
、
天
才
と
て
ん
か
ん
の
関
係
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
、「
自
由
の
幻
想
を
批
判
す
る
た
め
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
利
用
す
る
」

（B
raunstein2007 : 346

）。
し
か
し
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
は
、
直
接
の

読
書
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
媒
介
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
を
イ
ポ

リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
に
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。「
テ
ー
ヌ
こ
そ
が
わ
が
師
で
あ
っ
た
。」

（ « Enquête sur l

’Œ
uvre de Taine » ; B

runstein2007 : 346
）

　

実
際
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
及
は
、
主
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
生
ん
だ

天
才
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
と
い
う
人
物
像
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。『
白
人
と
有
色
人
』

の
な
か
で
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
「
白
人
」
で
自
由
思
想
の
英
雄
の
一
人
に

数
え
て
い
る
。

「
わ
た
し
た
ち
だ
け
が
、
ル
タ
ー
と
ガ
リ
レ
オ
と
と
も
に
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
ス

ピ
ノ
ザ
と
と
も
に
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
と
も
に
、
思
想
の

自
由
を
発
明
し
た
の
で
あ
る
」（L’uom

o bianco e l’uom
o di colore, 2

e ed., 

1892, p. 222 ; B
raunstein2007 : 348-9

）。

　

　

こ
の
人
物
の
並
び
か
ら
み
る
に
、
経
験
論
、
唯
物
論
の
側
か
ら
思
想
の
自
由
が
由

来
し
て
い
る
と
い
う
思
想
史
の
解
釈
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
に
も
テ
ー
ヌ
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
フ
ェ
リ
の
ス
ピ
ノ
ザ

　

フ
ェ
リ
は
若
干
二
二
歳
の
時
に
書
き
、
同
じ
一
八
七
八
年
に
出
版
し
た
博
士
論
文

『
帰
責
の
理
論
と
自
由
意
志
の
否
定
』
の
な
か
で
何
度
か
ス
ピ
ノ
ザ
に
言
及
し
て
い

る
。こ
の
著
作
に
つ
い
て
、師
の
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は「
イ
タ
リ
ア
の
科
学
に
と
っ
て『
真

の
事
件
』
で
あ
り
、
自
由
意
志
が
実
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
そ
の
う
え
そ
の

非
実
在
こ
そ
が
刑
法
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
も
証
明
し
た
」（Archivio giuridico, 

X
X

I, 1878 ; B
raunstein2007 : 350

）
と
評
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
及
は
、
実
の
と
こ
ろ
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
よ
り
も
前
の

師
で
あ
っ
た
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
及
（
初
期
の
著
作
で
複
数
回
ス

ピ
ノ
ザ
に
実
際
言
及
し
て
い
る
）
と
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ー
イ
エ
の
『
自
由
と
決

定
論
』
の
初
版
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
自
由
意
志
へ
の
信
念
が
私
た
ち
の
意
志
の
結
果
の
認
識
と
意
志
を
支
配
し
て

い
る
法
則
の
無
知
と
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
こ
と
に
関
し
て
ス

ピ
ノ
ザ
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。」（La teorica dell’im

putabilità, 1878, 40 ; 

B
raustein 2007 : 351

）

　

フ
ェ
リ
は
ま
た
自
身
の
立
場
と
し
て
称
す
る
「
科
学
的
運
命
論
」
を
ル
タ
ー
に

代
表
さ
れ
る
「
宗
教
的
運
命
論
」
か
ら
区
別
し
、「
人
間
の
行
為
の
自
然
的
決
定
論
」



一
八
七
〇
‐
八
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
と
そ
の
周
辺
の
ス
ピ
ノ
ザ

五
三

は
「（
宗
教
的
）
運
命
論
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
自
由
意
志
の
否
定
が
人
間
を
盲
目
な
運
命
に
従
属
す
る
自
動
機
械
に
し
て
し

ま
う
と
い
う
の
は
単
な
る
幻
想
で
あ
る
。」（La sociologie crim

inelle, 341 ; 

B
raustein2007 : 352

）

「
私
の
ア
イ
デ
ア
を
正
確
に
す
る
た
め
に
は
、
人
間
は
機
械
で
あ
る
の
だ
が
、

機
械
か
ら
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」（La 

sociologie crim
inelle, 334-335 ; B

raustein2007 : 352

）

　　

ま
た
自
由
意
志
の
否
定
が
即
座
に
善
悪
の
否
定
に
も
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
ス
ピ

ノ
ザ
に
言
及
し
つ
つ
、
論
じ
て
も
い
る
。

　

「
も
し
あ
る
事
物
、
あ
る
行
為
が
人
間
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た

ち
は
そ
れ
を
良
い
と
名
付
け
る
。
そ
れ
が
害
を
な
す
な
ら
、
そ
れ
を
悪
い
と
名

付
け
る
。」

　
　
こ
こ
ま
で
の
ま
と
め

　

ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、
フ
ェ
リ
ら
は
す
べ
て
一
八
七
〇
‐
八
〇
年
代

の
当
時
の
実
証
主
義
と
近
い
関
係
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
文
脈
を
共
有
し
て
い
た
と

言
え
る
が
、
そ
の
界
隈
に
お
い
て
自
由
意
志
を
否
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
真
の
意

味
で
の
自
由
思
想
を
可
能
に
す
る
の
だ
と
い
う
信
念
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
の
自
由
思
想
家
の
英
雄
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な

い
。
エ
ス
ピ
ナ
ス
の
友
人
で
も
あ
っ
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ボ
ー
ヒ
ル
ッ
グ
の
著
書『
意

志
の
病
』（
一
八
八
三
年
刊
）
に
お
い
て
も
、「
ス
ピ
ノ
ザ
曰
く
、
私
た
ち
の
自
由
意

志
と
い
う
幻
想
は
、
私
た
ち
を
行
為
せ
し
め
て
い
る
動
機
に
対
す
る
無
知
で
し
か
な

い
」（T. R

ibot, Les m
aladies de la volonté, 1883, p. 146 ; B

raustein2007 : 354

）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
文
脈

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
的
に
み
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
議
論

の
多
く
が
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
ウ
ォ
ル
ム
ス
、
デ
ル
ボ
ス
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
ら
の
議
論
は
、
こ
れ
ら
が

背
景
的
な
力
場
を
形
成
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
　
フ
ー
イ
エ
の
『
自
由
と
決
定
論
』

　

た
だ
こ
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
読
解
が
、
か
な
り
安
直
化
・
教
条
化
さ
れ
た
ス
ピ
ノ

ザ
像
だ
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
い
な
い
。
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
を
除
け
ば
、
哲
学
的
に
テ

キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
の
議
論
の
行
き
が
か
り
上
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
言

及
す
る
こ
と
が
一
種
の
流
行
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
し
て
い
る
、
と
い
う

と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
フ
ェ
リ
に
よ
る
フ
ー
イ
エ
に
対
す
る
言
及
は
、
不

正
確
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、フ
ー
イ
エ
自
身
の
文
脈
と
は
ず
れ
て
も
い
る
。フ
ー

イ
エ
自
身
は
、
自
ら
の
立
場
を
決
定
論
と
自
由
の
折
衷
の
立
場
に
見
出
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
自
由
意
志
を
否
定
し
た
と
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
立
場
に
己
を
同
一
化
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
が
誤
解
さ
れ
た
ま
ま
理
解
さ
れ
、

批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
正
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
と
決
定
論
と
の
あ
い
だ
に
新
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た
な
調
停
の
可
能
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
フ
ー
イ
エ

の
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
の
う
ち
、
行
為
の
原
因
に
つ
い
て
の
無
知
が
必
ず
し
も
自
由
の

観
念
を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
す
る
。

「
以
上
の
考
察
は
、
わ
た
し
た
ち
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
問
題
の
前
へ
と
連
れ
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
自
由
の
観
念
を
わ
た
し
た
ち
に
与
え
る
の
は
、
行
為

の
原
因
の
無
知
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的

か
つ
曖
昧
な
形
式
の
も
と
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
命
題
を
維
持
で
き
な
い
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
自
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
に
つ
い
て
無
知
で
あ

る
詩
人
は
、
そ
れ
を
神
に
帰
す
る
の
で
あ
っ
て
、
己
の
自
由
に
帰
す
る
こ
と

は
な
い
と
か
、
精
神
、
照
明
、
熱
狂
と
い
っ
た
も
の
は
、
己
自
身
よ
り
も
優
越

的
で
あ
る
力
能
に
よ
っ
て
増
大
す
る
だ
と
か
、
し
ま
い
に
は
随
意
の
自
由
の
感

情
は
、
わ
た
し
た
ち
の
行
為
の
動
機
そ
の
も
の
の
認
識
と
と
も
に
増
大
す
る
の

だ
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
に
対
し
て
応
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
一

般
的
な
回
答
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
命
題
ほ
ど
十
分
に
証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
そ
の
結
論
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
。
第
一
に
、
任
意
の
行
為
を
生
み
出
す
原

因
に
つ
い
て
の
無
知
と
い
っ
た
も
の
が
、
自
由
の
観
念
を
産
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
。
意
志
的
で
志
向
的
な
決
定déterm

ination volontaire et 

intentionnelle

の
原
因
に
つ
い
て
の
無
知
が
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
理
由
を
し

ら
ず
に
嘯
い
て
い
る
と
き
に
も
、
ま
た
理
由
を
知
ら
ず
に
目
を
し
ば
た
い
て

い
る
と
き
に
も
、
理
由
も
知
ら
ず
に
韻
を
踏
ん
で
い
る
と
き
に
も
、
理
由
を
知

ら
ず
に
あ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
照
明
を
得
る
と
き
に
も
、
わ
た
し
は
自
由
を
信
じ

る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
投
票
す

る
か
、
投
票
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
か
と
い
っ
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
も

の
の
あ
い
だ
の
志
向
的
な
決
定
と
い
っ
た
も
の
が
問
題
な
の
で
は
な
い
の
だ
。

〔
…
〕
私
の
決
意
の
意
識
的
な
動
機
に
つ
い
て
の
無
知
が
、
予
測
を
逃
れ
る
随

意
の
自
由
の
観
念
を
私
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
で
き

る
の
は
、
複
数
の
意
識
さ
れ
た
動
機
の
あ
い
だ
で
、
私
に
し
か
じ
か
の
決
定
さ

れ
た
決
意
を
さ
せ
る
原
因
に
つ
い
て
の
無
知
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

原
因
は
必
ず
し
も
そ
れ
自
体
が
意
識
化
さ
れ
た
動
機
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
私
の
性
格
や
固
有
の
性
質
、
私
の
無
意
識
の
習
性
や
明
か
さ
れ
な
い
傾

向
性
と
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
の
こ
と
を
ヴ
ン
ト
は
個
人
的
因
子

facteur personnel

と
呼
ん
だ
の
だ
が
、
つ
ま
り
は
私
の
心
理
学
的
か
つ
生
理
学

的
な
成
り
立
ち
で
あ
っ
て
、
私
の
個
人
的
な
反
応
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
。」

(Fouillée1890 : 8-9

） ４  

５  

６ 

４ 

こ
の
著
書
（
一
八
七
二
年
が
初
版
）
で
は
「
無
意
識
」
と
い
う
語
が
頻
出
し
、
そ
れ
が

人
間
の
複
雑
で
意
志
的
な
行
動
の
真
の
原
因
と
な
っ
て
る
。
そ
し
て
そ
の
無
意
識
は
、

「
心
理
的
化
学
」
と
で
も
い
う
べ
き
複
雑
な
法
則
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
私
た

ち
に
知
ら
れ
て
い
な
い
原
因
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
こ
そ
が
随
意
の
自
由
の
観
念
を

生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
決
定
論
と
自
由
が
両
立
す
る
と
い
う
構
造

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
つ
ま
り
意
識
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
由
、
無
意

識
に
お
け
る
決
定
論
と
い
う
構
図
だ
。気
に
な
る
の
は
、こ
れ
が
Ｔ
・
リ
ボ
ー
や
Ｐ
・
ジ
ャ

ネ
を
介
し
た
、あ
る
い
は
シ
ャ
ル
コ
ー
自
身
を
介
し
た
フ
ロ
イ
ト
へ
の
影
響
で
あ
る
が
、

こ
の
辺
り
は
不
明
。

５ 

こ
の
著
書
の
構
想
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
、
定
か
で
は
な
い
が
、Taine

の
『
知
性
』

（1870

年
）
は
相
対
的
に
好
意
的
に
参
照
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、C

ousin

お
よ
び
ク
ー

ザ
ン
学
派
は
否
定
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア

の
議
論
や
ク
ー
ノ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
哲
学
史
家
の
議
論
も
出
て
い
な

い
。
お
そ
ら
く
テ
ー
ヌ
か
ら
の
流
れ
と
い
う
の
が
あ
り
う
る
ラ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
。

６ 

こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
が
、
フ
ー
イ
エ
の
義
理
の
息
子
で
あ
る
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
ほ
う
が
む



一
八
七
〇
‐
八
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
と
そ
の
周
辺
の
ス
ピ
ノ
ザ

五
五

　
　
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
の
ス
ピ
ノ
ザ

　

ま
た
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
以
降
の
実
証
主
義
に
典
型
的
な
ス
ピ

ノ
ザ
の
読
み
方
と
は
異
な
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
読
み
方
を
、
一
八
七
〇
年
代
よ
り
も
一
〇

年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
・
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て

す
で
に
展
開
し
て
い
た
。
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
を
受
け
た
イ
タ
リ

ア
観
念
論
の
重
要
な
基
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
以
上
の
実
証
主
義
の
議
論
の

な
か
で
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

Savorelli2007

に
よ
れ
ば
、
一
八
五
〇
年
代
の
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
の
著
作
で
あ
る

『
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
の
実
践
哲
学
原
理
』（
一
八
五
一
年
）
に
お
い
て
、
ス

パ
ヴ
ェ
ン
タ
は
近
代
の
萌
芽
と
し
て
の
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
を
ス
ピ
ノ
ザ
と

概
念
体
系
の
レ
ベ
ル
で
一
致
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ル
ー
ノ

の
「
熱
狂
」
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
神
の
知
的
愛
」
と
一
致
す
る
と
か
、
ブ
ル
ー
ノ
の

神
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
同
じ
で
あ
る
と
か
、
ブ
ル
ー
ノ
の
質
料
と
形
相
が
、
ス
ピ

ノ
ザ
の
延
長
属
性
と
思
惟
属
性
に
一
致
す
る
と
か
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
一
八
五
四
年
刊
の
ク
ー
ノ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
『
哲
学
史

G
eschichte der neuern Philosophie

』
を
読
む
こ
と
で
決
定
的
に
改
め
ら
れ
た
。
そ

し
て
そ
の
修
正
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
は
、
一
八
六
一
‐
六
二
年
の
講
義
に
お
い
て

示
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
ブ
ル
ー
ノ
に
還
元
で
き
る
と
い
う
従
来
の
見

し
ろ
フ
ー
イ
エ
以
上
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
こ
だ
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
フ
ー

イ
エ
の
回
顧
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
な
か
で
明
示
的

に
ス
ピ
ノ
ザ
の
研
究
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
はA

.C
om

te-Sponville, 

“ Jean-M
arie G

uyau et Spinoza ” in Spinoza au XIXe siècle

を
参
照
。

方
を
否
定
し
た
。
む
し
ろ
ブ
ル
ー
ノ
は
い
ま
だ
「
超
自
然
的
な
神
」
の
概
念
を
残
し

て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
即
自
然
と
し
て
の
実
体
は
、
超
自
然
的
な

残
滓
を
ま
っ
た
く
残
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
は
「
新
し

い
自
然
主
義
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
、
さ
ら
に
ヘ
ー

ゲ
ル
に
よ
る
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
主
体
化
や
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
属

性
の
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
よ
う
に
実
体
は
不
動
の
同
一
性

で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
体
の
本
質
的
特
徴
は
「
動
的
特
徴
」
に
こ
そ
あ
る
。
つ
ま
り

は
、「
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
の
『
純
粋
な
対
象
性
』
と
は
異
な
る
『
活
動
性
＝
能
動

性activité

』
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
因
果
性
」
こ
そ
が
「
実
体
の
本

来
的
な
『
概
念
』
で
あ
り
、
も
し
実
体
が
絶
対
的
に
不
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
体
は

も
は
や
自
己
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
」（Savorelli2007 : 326

）
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
批
判
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
属
性
に
も
向
け
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
にSavorelli

は
ま
と
め
て
い
る
。

「
属
性
は
、
実
体
の
反
省
が
把
握
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
れ
は
能
産
的
自
然
、
所
産
的
自
然
、
因
果
性
と
し
て
の
『
実
体
そ
れ
自
体
』

で
あ
る
。
属
性
が
な
け
れ
ば
、
実
体
は
『
具
体
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
属

性
が
現
実
的
に
実
体
の
本
質
を
表
現
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
実
体
は
も
は
や
自

然
で
は
な
く
、不
動
者
で
あ
る
。
実
体
そ
れ
自
体
を
取
り
除
く
こ
と
な
し
に
は
、

属
性
を
捨
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
釈
と
エ
ル
ド

マ
ンErdm

ann

の
解
釈
は
退
け
ら
れ
る
。」（Savorelli2007 : 326

）

　　

こ
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
デ
ル
ボ
ス
の
解
釈
を
彷
彿
と

さ
せ
る
。
し
か
し
実
際
に
デ
ル
ボ
ス
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
道
徳
問
題
』
に
お
い
て
は
ス



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

五
六

パ
ヴ
ェ
ン
タ
の
み
な
ら
ず
、
イ
タ
リ
ア
哲
学
全
体
に
た
い
し
て
言
及
が
な
い
の
で
、

お
そ
ら
く
独
立
し
た
流
れ
の
な
か
で
（
お
そ
ら
く
は
ヘ
ー
ゲ
ル
お
よ
び
ド
イ
ツ
観
念

論
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に
対
す
る
批
判
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
）、
偶
然
生
じ
た
一
致
で

あ
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
の
先
進
的
と
も
い
え
る
ス

ピ
ノ
ザ
理
解
は
、
イ
タ
リ
ア
実
証
主
義
の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
活
か
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
結

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
で
見
た
よ
う
な
一
八
七
〇
年
代
の
実
証
主
義
の
潮
流
に
お

い
て
、
人
間
の
自
由
と
意
志
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
あ
る
無
意
識
と
病
理

と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
正
確
さ
の
是
非
は
お
く
に
し
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論

に
触
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

ま
た
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
が
一
枚
岩
的

に
存
在
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
や
は
り
複
層
的
な
解
釈
コ
ー
ド
が
存
在
し
て
い
た
と

み
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
態
こ
そ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
〈
遍
在
〉
を

条
件
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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