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改
訂
版
へ
の
は
し
が
き

本
書
は
二
〇
〇
九
年
末
に
上
梓
し
た
拙
著
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
哲
学
』
の
改
訂
版
で
あ
る
。
今
回
の
改
訂
に
あ
た
っ

て
は
、
出
版
後
に
気
づ
い
た
小
さ
な
不
備
の
訂
正
に
加
え
、
本
書
全
体
の
問
題
構
成
に
つ
い
て
も
大
き
な
見
直
し
を
行

っ
た
の
で
、
新
た
な
「
は
し
が
き
」
を
添
え
、
見
直
し
の
趣
旨
と
概
要
に
つ
い
て
予
告
的
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

最
も
大
き
な
変
更
点
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
ど
の
範
囲
の
作
品
群
を
視
野
に
入
れ
る
か
と
い
う

基
本
テ
ー
マ
の
設
定
に
関
わ
る
。

本
書
の
初
版
で
は
、
小
説
そ
の
他
の
言
語
的
な
作
品
に
加
え
て
、
視
覚
的
要
素
を
交
え
た
劇
作
品
や
、
さ
ら
に
絵

画
・
彫
刻
の
よ
う
な
視
覚
的
作
品
を
も
視
野
に
入
れ
た
包
括
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
概
念
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
た
ケ
ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
理
論
に
準
拠
し
つ
つ
、
包
括
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
当
初
の
狙
い
で
あ
っ
た
。

本
書
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
包
括
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
構
想
は
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
じ
っ
さ
い
ま
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た
、
特
に
本
書
の
後
半
部
に
お
い
て
、
劇
作
品
や
絵
画
・
彫
刻
を
例
と
し
た
考
察
が
頻
出
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め

お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
本
書
が
直
接
の
検
討
課
題
と
し
た
い
の
は
、
小
説
そ
の
他
の
言

語
作
品
を
内
訳
と
し
た
よ
り
狭
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
概
念
で
あ
る
。
視
覚
的
な
作
品
を
も
含
め
た
よ
り
包
括
的
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
論
の
検
討
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
変
更
は
、
立
場
の
変
更
で
は
な
く
、
論
述
の
便
宜
に
よ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
初
版
に
お
い
て
、
特
に
視
覚
的

な
作
品
を
論
じ
た
部
分
に
お
い
て
、
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
も
あ
り
、
立
論
の
論
拠
を
十
分
に
明
確
な
か
た
ち
で
展
開
で
き

な
か
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
が
あ
る
。
ま
た
、
実
質
的
な
面
で
も
、
視
覚
的
な
作
品
を
含
め
た
包
括
的
な
理
論
の
十
全
な

か
た
ち
で
の
弁
護
の
た
め
に
は
、
依
然
と
し
て
準
備
不
足
の
部
分
が
残
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
改
訂
版
で
は
、
言
語
的
な
作
品
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
上
で
、
本
書
の
立
場
を
よ
り
詳
細
に
展
開
し
た
い
と
い
う

の
が
、
目
標
変
更
の
基
本
的
理
由
で
あ
る
。

こ
う
し
た
目
標
変
更
の
結
果
、
本
書
の
後
半
部
に
つ
い
て
は
大
幅
な
改
訂
を
行
っ
た
。
な
に
よ
り
、
視
覚
的
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
初
版
の
第
六
章
は
、
い
く
つ
か
の
部
分
が
他
の
章
に
移
動
し
た
の
を
の
ぞ
き
、
お
お
む

ね
削
除
し
た
。
ま
た
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
言
語
行
為
論
と
ご
っ
こ
遊
び
説
を
扱
っ
た
第
四
章
と
第
五
章
つ
い
て
も
、
初

版
に
比
べ
て
大
幅
な
改
訂
を
行
っ
た
。
改
訂
版
の
第
七
章
は
初
版
を
乗
り
越
え
る
理
論
的
展
開
を
図
っ
た
も
の
で
あ
り
、

新
規
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。
具
体
的
な
変
更
内
容
を
箇
条
書
き
風
に
整
理
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

◦
序
論
か
ら
第
二
章
に
か
け
て
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
説
明
を
補
っ
た
の
を
の
ぞ
け
ば
、
初
版
と

本
改
訂
版
の
あ
い
だ
に
基
本
的
に
ち
が
い
は
な
い
。
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◦
初
版
の
第
三
章
の
多
く
の
部
分
（
第
2
節
～
第
3
節
）
を
占
め
て
い
た
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い
て

の
紹
介
は
、
本
改
訂
版
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
部
分
に
限
定
し
、
か
つ
最
小
限
に
切
り
詰
め
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
初

版
で
は
第
四
章
の
最
初
の
二
つ
の
節
を
占
め
て
い
た
内
容
が
、
本
改
訂
版
の
第
三
章
の
後
半
部
に
移
動
し
た
。

◦
初
版
で
は
第
三
章
の
第
3
節
で
片
手
間
に
扱
っ
て
い
た
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
カ
リ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
、
本
改
訂
版
で

は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
第
四
章
す
べ
て
を
当
て
て
論
評
を
行
っ
た
。

◦
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
ご
っ
こ
遊
び
理
論
を
扱
っ
た
初
版
の
第
四
章
は
、
本
改
訂
版
で
は
第
五
章
に
移
し
、
内
容
の
整

理
・
改
訂
を
行
っ
た
。

◦
視
覚
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
扱
っ
た
初
版
の
第
六
章
は
、
一
部
の
内
容
を
第
四
章
に
移
し
た
の
を
除
き
、
ほ
ぼ
全
面

的
に
削
除
し
た
。

◦
初
版
の
第
七
章
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
本
改
訂
版
の
第
六
章
に
移
動
し
た
。

◦
本
改
訂
版
の
第
七
章
は
新
た
な
書
き
下
ろ
し
で
あ
り
、
作
品
世
界
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
と
は
袂

を
分
か
つ
か
た
ち
で
の
理
論
の
掘
り
下
げ
を
目
指
し
て
い
る
。

以
上
の
改
訂
を
通
じ
て
、
言
語
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
本
書
の
構
成
が
よ
り
明
確
と
な
り
、
論
拠
が
よ
り
深

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
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は
し
が
き

本
書
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
と
関
連
す
る
一
連
の
原
理
的
な
問
題
に
関
し
て
哲
学
の
立
場
か
ら
検
討
を
加
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
の
立
場
か
ら
の
検
討
と
い
っ
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
哲
学
者
の
ど
の
よ
う
な
議
論

を
手
が
か
り
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
を
行
う
人
間
の
素
養
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
。
本
書
の
場

合
、
参
照
さ
れ
る
議
論
の
多
く
は
現
代
の
分
析
哲
学
の
伝
統
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
本
書
は
分
析
哲
学
、
あ

る
い
は
分
析
美
学
の
本
で
あ
る
。

分
析
哲
学
の
伝
統
の
な
か
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
か
な
ら
ず
し
も
大
き
な
扱
い
を
受
け
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
分
析
哲
学
を
科
学
主
義
的
な
哲
学
と
捉
え
、
か
つ
科
学
と
芸
術
は
対
極
に
位
置

す
る
と
考
え
る
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
は
分
析
哲
学
と
は
水
と
油
と
さ
え
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
じ
つ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、
け
っ
し
て
中
心
問
題
と
し
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
分
析
哲
学
の

伝
統
の
な
か
で
く
り
返
し
論
議
の
的
に
な
る
定
番
的
な
論
題
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
、「
ハ
ム
レ
ッ
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ト
」
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
中
人
物
へ
の
指
示
を
伴
う
か
の
よ
う
に
見
え
る
名
前
を
も
ち
い
た
発
言
の
意
味
を

ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
言
語
哲
学
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
つ
と
に
フ
レ
ー
ゲ

や
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
一
定
の
論
評
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
の
関
連
で
行
わ
れ
た
ラ
ッ
セ
ル
の
マ
イ
ノ
ン
グ

批
判
は
、
た
ん
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
哲
学
（
ひ
い
て
は
哲
学
全
般
）
の
方
法
論
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
そ
の
後
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、《
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
成
し
て
い
る
一
連
の
発
言

は
ど
の
よ
う
な
言
語
行
為
な
の
か
》
と
い
う
問
い
の
か
た
ち
で
、
言
語
行
為
論
の
理
論
家
た
ち
の
関
心
を
集
め
て
き
た

し
、
そ
れ
と
は
一
見
対
照
的
な
、
記
号
論
理
学
の
手
法
を
尊
重
す
る
気
質
の
哲
学
者
の
あ
い
だ
で
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
問
題
は
、《
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
容
に
関
わ
る
発
言
の
真
偽
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
》
と
い
う
問

い
の
か
た
ち
で
、
す
く
な
か
ら
ぬ
論
議
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
先
行
研
究
の
総
括
と
し
て
、
英
語
圏
で

は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
前
半
期
に
か
け
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
を
専
門
的
に
と
り
上
げ
た
何
冊

か
の
本
格
的
な
著
書
が
出
版
さ
れ

）
（
（

た
。
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、
わ
が
国
で
も
一
九
九
〇
年
代
の
な
か
ば
、
個
性
的
な

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
の
出
版
が
相
次
い
で
い

）
2
（

る
。
本
書
は
、
一
面
で
は
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
こ
れ
ら
一
連
の
議
論
の
批

判
的
総
括
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

と
は
い
え
、
本
書
は
か
な
ら
ず
し
も
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
か
ら
の
自
然
な
延
長
線
上
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本

書
の
元
来
の
動
機
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
こ
十
年
あ
ま
り
、
元
々
の
専
門
分
野
で
あ
る
言
語

哲
学
か
ら
関
心
が
拡
が
っ
た
結
果
と
し
て
、
非
言
語
的
な
記
号
、
と
り
わ
け
画
像
表
現
の
記
号
作
用
を
ど
う
分
析
す
る

か
と
い
う
課
題
に
と
り
組
ん
で
き
た
。
そ
の
な
か
で
し
だ
い
に
関
心
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
あ
た
り

前
と
い
え
ば
あ
た
り
前
す
ぎ
る
こ
と
だ
が
、
絵
を
見
る
と
い
う
知
覚
経
験
が
、
物
体
の
平
ら
な
表
面
を
見
る
こ
と
で
あ
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り
な
が
ら
、
同
時
に
一
定
の
事
物
や
人
物
や
風
景
の
姿
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
帯
び
て
い
る

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
点
を
中
心
に
、
グ
ッ
ド
マ
ン
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
、
ウ
ォ
ル

ト
ン
と
い
っ
た
一
連
の
理
論
家
の
議
論
を
検
討
す
る
仕
事
が
、
近
年
の
私
の
研
究
の
一
つ
の
織
り
糸
を
な
し
て
き
た
。

以
前
に
は
た
だ
片
手
間
に
触
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
検
討
作
業
の
な
か
に
お
い
て
だ
っ
た
。
絵
画
の
知
覚
の
場
合
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ

う
な
、
あ
る
知
覚
経
験
を
そ
れ
と
は
異
な
る
知
覚
経
験
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
描
く
、
と
い
う
想
像
の
構
造
は
、
ふ

つ
う
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
言
語
的
な
諸
作
品
に
接
す
る
さ
い
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
あ
り
方
と
ど
の
よ
う
な

つ
な
が
り
を
持
ち
、
ま
た
ち
が
い
が
あ
る
の
か
。
分
析
哲
学
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
を
こ
う
し
た
観

点
か
ら
見
直
し
て
み
た
い
と
考
え
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
本
書
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
考
え
る
上
で
唯
一
適
切
な
視
点
だ
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
私
に
は
な
い
。
そ
れ

が
む
し
ろ
少
数
派
に
属
す
る
視
点
で
あ
る
こ
と
は
私
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
論
ず
る

よ
う
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
は
多
分
に
多
義
的
で
あ
っ
て
、
唯
一
正
し
い
定
義
を
求
め
る
の
は
賢
明
で
は
な
い
と

い
う
の
が
私
の
考
え
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
る
が
、
以
前
か
ら
な
じ
ん
で
い
な
が
ら
、
つ
き
つ
め
て
検
討

す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
分
析
哲
学
に
お
け
る
一
連
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
に
つ
い
て
、
視
覚
的
な
諸
作
品
と
の
関
連
と
い

う
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
検
討
を
行
っ
て
み
る
作
業
は
、
私
に
と
っ
て
は
多
く
の
新
鮮
な
発
見
の
連
続
だ
っ
た
。
そ
れ

が
読
者
各
位
に
も
多
く
の
啓
発
的
な
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
て
く
れ
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。


