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ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
一
八
二
二
・
二
三
年
の
﹁
世
界
史
哲
学
﹂
講
義
に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
世
界
史
の
歩
み
﹂
の
半
分
を
﹁
オ
リ
エ

ン
ト
世
界
﹂
に
費
や
し
て
︑
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
︒
他
方
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
歴
史
哲
学
﹂
の
オ
リ
エ
ン

ト
認
識
に
対
し
て
和
辻
哲
郎
を
は
じ
め
と
す
る
本
邦
の
哲
学
者
の
評
価
は
︑
ま
っ
た
く
低
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
な
か
で

﹁
世
界
史
哲
学
﹂
講
義
の
オ
リ
エ
ン
ト
論
に
取
り
組
む
に
は
︑
オ
リ
エ
ン
ト
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
事
実
認
識
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
世
界
史
に
オ
リ
エ
ン
ト
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
画
期
的
な
議
論
を
展
開
し
た
が
︑
そ
の
さ
い
︑
オ
リ

エ
ン
ト
の
古
代
の
自
然
性
を
事
実
に
即
し
て
探
求
す
る
姿
勢
が
あ
り
︑最
先
端
の
オ
リ
エ
ン
ト
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
い
た
︒

ま
た
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
リ
エ
ン
ト
認
識
は
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
︑
オ
リ
エ
ン
ト
の

実
体
性
の
な
か
に
主
観
性
の
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
よ
う
と
す
る
独
自
の
姿
勢
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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一
．
は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
一
八
二
二
・
二
三
年

冬
学
期
以
来
隔
年
で
五
回
︑﹁
世
界
史
の
哲
学
﹂
の
講
義
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
講
義

の
集
積
版
は
︑﹁
歴
史
哲
学
講
義
﹂
の
名
で
ガ
ン
ス
が
最
初
に
手
掛
け
（
一
八
三
七

年
）︑
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
息
子
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
が
改
定
し
（
一
八
四
〇
年
）︑

後
者
が
の
ち
に
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
全
集
に
収
め
ら
れ
た
（
一
九
二
七
年
）︒
本
邦
で

は
︑
一
般
に
︑
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
歴
史
哲
学
﹄
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
（
（

︒
そ
の

後
︑
ラ
ッ
ソ
ン
が
︑
こ
れ
ら
に
依
拠
し
な
が
ら
も
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
手
稿
と
講
義
ノ

ー
ト
を
あ
ら
た
め
て
参
照
し
て
︑﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
と
し
て
新
た
な
テ
キ
ス
ト

（
ラ
ッ
ソ
ン
版
）
を
編
纂
し
て
い
る
（
一
九
三
〇
年
）︒

　

年
度
の
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
集
積

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
方
法
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
的
な

認
識
の
発
展
の
歴
史
を
消
し
去
る
こ
と
か
ら
︑
専
門
的
に
は
近
年
に
お
い
て
採
用
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
反
省
の
な
か
で
︑
一
八
二
二

0

0

0

0

・
二
三
年
の
講
義
の

0

0

0

0

0

0

0

み
を
複
数
の
講
義
ノ
ー
ト
か
ら
集
積

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
テ
キ
ス
ト
が
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
主
導
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
（
一
九
九
六
年
）︒
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
や
は
り
集
積
と
い
う
手
法

に
ま
つ
わ
る
難
点
を
含
み
な
が
ら
も
（
（
（

︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
の
出
発

点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
（
（
（

︒

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
を
概
観
す
る
と
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑﹁
世
界
史
の
歩
み
﹂
と
い
う
具
体

的
な
世
界
に
関
す
る
叙
述
全
体
の
う
ち
ほ
ぼ
前
半
す
べ
て
を
﹁
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
﹂

に
費
や
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
こ
の
事
実
は
︑
自
由
の
意
識
が
よ
り
展
開
さ
れ
た

ギ
リ
シ
ア
以
降
の
世
界
よ
り
も
︑
む
し
ろ
自
由
の
意
識
が
実
体
に
埋
没
し
て
い
る
と

さ
れ
る
﹁
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
﹂
に
対
し
て
︑
当
時
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
い
関
心
を
抱
い

て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
歴
史
哲
学
﹂
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト
認
識
に
対
し
て

本
邦
の
哲
学
者
が
下
す
評
価
は
︑
ま
っ
た
く
も
っ
て
低
い
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
︒
た
と
え
ば
和
辻
な
ど
は
︑｢

ヘ
ー
ゲ
ル
の
ご
と
く
欧
州
人
を
﹁
選
民
﹂
と
す
る

世
界
史
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い｣

（﹃
風
土
﹄
二
七
八
（
（
（

）
と
し
て
い
る
し
︑
今

日
の
研
究
者
で
も
︑
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
準
備
段
階
で
し
か
な
い
こ
と
に

不
満
が
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
（
（
（

︒
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
主
た
る
関
心
を
﹁
歴
史
﹂
と

み
る
説
明
は
多
く
な
さ
れ
る
が
︑
そ
の
端
緒
で
あ
る
オ
リ
エ
ン
ト
論
に
な
る
と
︑
あ

た
か
も
︑
頬
か
む
り
す
る
か
触
ら
ぬ
神
に
祟
り
な
し
と
す
る
か
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
論

じ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
決
め
込
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル

と
オ
リ
エ
ン
ト
（
中
国
︑
イ
ン
ド
︑
ペ
ル
シ
ア
︑
エ
ジ
プ
ト
）
と
の
関
係
に
真
正
面

か
ら
取
り
組
む
論
文
が
本
邦
で
極
端
に
少
な
い
こ
と
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
な
か
で
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
で
展
開
さ
れ
た
オ
リ
エ

ン
ト
論
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
も
う
と
す
る
な
ら
︑
オ
リ
エ
ン
ト
に
つ
い
て
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
事
実
認
識
が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
︑
と
い
う
資
料
源
泉
を
尋
ね
︑
さ
ら
に
︑

こ
れ
に
つ
い
て
の
取
り
扱
い
方
を
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
の
み
な
ら
ず
︑
オ
リ
エ
ン
ト

分
野
に
関
す
る
専
門
的
研
究
者
に
よ
っ
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
（
（
（

︒

二
．
オ
リ
エ
ン
ト
の
本
家
意
識
か
ら
す
る
反
発

　

と
こ
ろ
で
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
オ
リ
エ
ン
ト
﹁
古
代
﹂
に
対
し
て
下
し
た
古
典
ギ
リ
シ
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ア
以
前
の
段
階
と
い
う
評
価
は
︑西
洋
近
代
に
追
従
し
て
肩
を
並
べ
た
つ
も
り
の﹁
現

代
﹂オ
リ
エ
ン
ト
に
い
る
我
々
に
と
っ
て
容
認
し
が
た
い
も
の
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

和
辻
は
言
う
︒﹁
欧
州
人
以
外
の
諸
国
民
を
奴
隷
視
す
る
の
は
す
べ
て
の
人
の
自
由
の

実
現
で
は
な
い
﹂（
同
前
）︒
こ
の
こ
と
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
オ
リ
エ
ン
ト
を
実
体
性
の

立
場
（
実
体
に
つ
い
て
の
知
を
欠
如
さ
せ
て
︑
自
由
な
人
格
的
個
体
性
を
認
め
な
い

立
場
（
（
（

）
と
し
た
こ
と
へ
の
反
発
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
オ
リ
エ
ン
ト
を
実
体
性
の
立
場
だ
と
す
る
こ
と
は
︑﹁
一
八
一
七
・
一

八
年
自
然
法
と
国
家
学
講
義
﹂
で
基
本
的
に
確
立
を
み
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
構
成
の

概
念
図
式
（﹁
自
由
の
意
識
の
発
展
﹂）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︑
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
が

（
（
（

︑
こ
れ
が
単
純
な
図
式
主
義
な
の
か
︑
と
い
え
ば
︑
そ
の
よ
う
な
断
定
は
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
︒と
い
う
の
も
︑ギ
リ
シ
ア
以
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を﹁
自

由
の
意
識
の
発
展
﹂
と
し
て
描
き
出
す
と
き
︑
オ
リ
エ
ン
ト
を
そ
の
間
に
挿
入
す
る

こ
と
は
（
（
（

︑
そ
の
近
代
化
が
西
洋
化
で
あ
っ
た
と
い
う
厳
粛
な
事
実
に
照
ら
せ
ば
︑
本

質
的
に
困
難
を
極
め
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

こ
の
さ
い
︑
聖
書
主
義
的
な
歴
史
観
に
し
た
が
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
を
除
外
し
て
世

界
史
を
構
成
す
る
道
も
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
が

（
（（
（

︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
オ
リ
エ
ン
ト

も
含
め
た
歴
史
を
ト
ー
タ
ル
に
説
明
す
る
と
い
う
︑
お
そ
ら
く
当
時
の
歴
史
叙
述
と

し
て
は
画
期
的
な
選
択
を
し
た
と
も
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
オ
リ
エ
ン
ト
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歴
史
に
挿
入
し
な
い
か
ら
に
は
︑
自
由
が
不
在
の
自
然
的
な
世
界
と
し
て
ギ
リ

シ
ア
以
前
の
古
代
に
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
︑
と
い
う
選
択
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
︒
こ
の
よ
う
な
自
然
性
を
先
行
さ
せ
る
歴
史
観
は
︑
ス
ト
ゥ
ー
ル
の
議
論
（﹃
自
然

国
家
の
没
落
に
つ
い
て
﹄
ベ
ル
リ
ン
︑
一
八
一
二
年
）
の
影
響
下
の
も
の
で
あ
る

（
（（
（

︒

そ
し
て
︑
こ
こ
か
ら
同
時
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
︑
オ
リ
エ
ン
ト
の
古
代
の
自
然
性
を

事
実
に
即
し
て
探
求
す
る
と
い
う
課
題
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　

も
っ
と
も
︑
こ
う
な
っ
て
く
る
と
︑
実
体
性
の
立
場
が
オ
リ
エ
ン
ト
自
身
の
鏡
映

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
評
価

0

0

以
前
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
リ
エ
ン
ト
認
識
に
は
事0

実0

の
点
で
欠
陥
が
あ
る
︑
と
指
摘
し
て
︑
そ
れ
に
致
命
傷
を
負
わ
せ
る
道
も
拓
け
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
根
も
葉
も
な
い
嘘
っ
ぱ
ち
の
議
論
を
し
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
和
辻
は
言
う
︒﹁
特
に
東
洋
の
こ
と
に
関
し
て
彼
の
時
代
の

欧
州
人
は
は
な
は
だ
し
く
無
知
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
何
よ
り
も
よ
く
彼
自
身
の
シ
ナ

や
イ
ン
ド
に
関
す
る
記
述
を
見
れ
ば
わ
か
る
﹂（
同
前
）︒
要
す
る
に
︑
シ
ナ
や
イ
ン

ド
の
理
解
に
つ
い
て
は
︑
我
々
の
方
が
上
手
を
行
く
本
家
で
あ
っ
て
︑
物
を
知
ら
ぬ

西
洋
人
が
な
に
を
言
う
か
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

（
（（
（

︒

三
．
近
代
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

　

し
か
し
な
が
ら
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
﹁
世
界
史
の
哲
学
﹂
を
講
義
し
た
当
時
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
︑
サ
イ
ー
ド
の
言
う
﹁
近
代
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
が
隆
盛
し
た
時
期
に
あ

た
り
︑﹁
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
︑
ア
ン
ク
テ
ィ
ル=

デ
ュ
ペ
ロ
ン
以
後
︑
こ
と

に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
以
後
に
な
る
と
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
は
る
か
に
科
学

的
に
オ
リ
エ
ン
ト
を
認
識
す
る
に
至
﹂
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ

ー
ン
ズ
は
︑
一
七
八
四
年
に
ア
ジ
ア
協
会(A

siatic Society)

を
設
立
し
︑
一
七
八

八
年
以
来
﹃
ア
ジ
ア
研
究(A

siatic R
esearches)

﹄（
（（
（

を
刊
行
し
て
︑
ア
ジ
ア
研
究

の
成
果
を
巷
間
に
広
め
た
︒
ア
ン
ク
テ
ィ
ル=

デ
ュ
ペ
ロ
ン
は
︑﹃
ゼ
ン
ド
＝
ア
ヴ
ェ
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ス
タ
﹄
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
一
七
七
一
年
に

（
（（　
（

︑﹃
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
﹄
の
ラ
テ
ン
語
訳
を

一
七
九
四
年
に
公
刊
す
る

（
（（
（

︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
一
八
二
二
・
二
三
年
の
﹁
世
界
史
哲
学

講
義
﹂
に
お
い
て
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
も
﹃
ア
ジ
ア
研
究
﹄
に
も
︑
ま
た
デ
ュ
ペ
ロ
ン

に
も
﹃
ア
ヴ
ェ
ス
タ
﹄
に
も
言
及
し
て
お
り
︑
当
時
の
最
先
端
の
ア
ジ
ア
研
究
に
依

拠
し
な
が
ら
オ
リ
エ
ン
ト
の
世
界
像
を
結
ん
だ
こ
と
が
確
実
で
あ
る
︒

　

し
か
も
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
を
取
り
巻
く
ド
イ
ツ
の
哲
学
的
な
環
境
と
し
て
も
︑
オ
リ
エ

ン
ト
を
研
究
し
︑
こ
こ
か
ら
新
し
い
も
の
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
流
れ
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た

（
（（
（

︒

　

古
く
は
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
中
国
の
﹃
易
経
﹄
に
関
心
を
示
し
て
二
進
法
算
術
を

展
開
し
た
り
︑朱
子
学
に
触
れ
て
中
国
哲
学
に
関
す
る
論
評
を
行
っ
た
り
し
て
い
る

（
（（
（

︒

ま
た
︑
ヴ
ォ
ル
フ
は
︑﹃
中
国
の
実
践
哲
学
に
関
す
る
講
話
﹄
の
な
か
で
孔
子
の
道
徳

論
を
紹
介
し
て
い
る

（
（（
（

︒
こ
う
し
た
哲
学
的
な
系
譜
は
︑
中
国
思
想
を
積
極
的
に
評
価

す
る
も
の
で
︑
そ
こ
で
説
か
れ
る
理
性
や
自
然
を
重
視
す
る
発
想
は
︑
啓
蒙
思
想

（
　

（（
（

の

展
開
を
大
い
に
鼓
吹
し
た
︒

　

Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
︑
一
八
〇
八
年
に
﹃
イ
ン
ド
人
の
言
語
と
叡
智
に
つ
い
て（

（（
（

﹄

を
公
刊
し
て
︑
そ
の
言
語
の
あ
り
方
の
み
な
ら
ず
輪
廻
思
想
や
二
元
論
︑
汎
神
論
に

つ
い
て
概
説
し
︑
イ
ン
ド
に
ポ
エ
ジ
ー
の
根
源
が
あ
る
と
し
︑
ま
た
実
際
に
﹃
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
﹄
や
﹃
マ
ヌ
法
典
﹄︑﹃
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
﹄︑﹃
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ

ー
﹄
を
紹
介
し
て
︑
ロ
マ
ン
主
義
と
イ
ン
ド
と
を
結
合
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒

　

ゲ
ー
テ
は
︑
ペ
ル
シ
ア
中
世
の
詩
人
ハ
ー
フ
ィ
ズ

（
　

（（
（

へ
の
傾
倒
か
ら
︑
一
八
一
九
年

に
﹃
西
東
詩
集(W

est-östlicher D
ivan)

﹄
を
著
し
︑
東
方
へ
の
憧
憬
を
表
明
し
て

い
る
︒
ゲ
ー
テ
は
︑
旧
約
聖
書
か
ら
オ
リ
エ
ン
ト
の
世
界
を
想
定
し
て
い
た
︒
な
お
︑

ゲ
ー
テ
は
︑
東
方
で
も
イ
ン
ド
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（
（（
（

︒

　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
友
人
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
は
︑
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
に
関
し
て
研
究
し
︑
オ

シ
リ
ス
と
イ
シ
ス
や
︑
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
と
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
と
の
関
係
な
ど
の
新

た
な
知
見
を
﹃
シ
ン
ボ
ル
と
神
話
﹄（
一
八
一
九
年
第
二
版

（
（（
（

）
で
展
開
し
て
い
た
︒
こ

の
第
二
版
で
は
︑
イ
ン
ド
に
対
す
る
言
及
も
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑ヘ
ー
ゲ
ル
が
オ
リ
エ
ン
ト
論
を
学
問
的
に
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
進
展
し
て
い
た
オ
リ
エ
ン
ト
に
関
す
る
新
た
な
情
報
や
議
論
を
無
視

す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
︑
こ
れ
ら
に
応
接
し
て
み
ず
か
ら
の
見
解
を
提
示
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
痕
跡
は
︑
明
ら
か
に
一
八
二
二
・
二

三
年
の
﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
に
残
さ
れ
て
い
る
︒

四
．
ま
と
め
に
か
え
て

　

も
っ
と
も
︑
そ
れ
で
も
当
時
の
情
報
や
議
論
に
は
限
界
が
あ
る
以
上
（
こ
れ
は
い

つ
で
も
そ
う
だ
ろ
う
が
）︑﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
界
史
が
内
容
的
に
言
っ
て
も
は
や
用
う

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
﹂（
和
辻
︑

同
前
）
と
言
っ
て
溜
飲
を
下
げ
る
べ
き
か
︒
だ
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
極
力
事
実
を
踏

ま
え
な
が
ら
︑
オ
リ
エ
ン
ト
の
実
体
性
の
な
か
に
主
観
性
な
り
人
格
性
な
り
の
発
生

の
プ
ロ
セ
ス
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る

（
（（
（

︒
東
洋
と
西
洋
の
思
想
的
対
話
を
し
て
い
こ

う
と
思
う
な
ら
︑こ
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
へ
の
注
目
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
り
︑

﹁
現
代
﹂
オ
リ
エ
ン
ト
に
い
る
我
々
の
思
想
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
は
︑
そ
れ
と
の
切
り
結

び
の
な
か
で
よ
り
明
確
な
も
の
に
な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
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（
こ
の
論
考
は
︑日
本
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
第
十
三
回
研
究
大
会(

二
〇
一
一
年
六
月
十

九
日
︑
お
茶
の
水
女
子
大
学)

で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
一
八
二
二
・
二
三
年

の
﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト
論
の
研
究

︱
資
料
源
泉
と
の
連

関
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
・
オ
リ
エ
ン
ト
論
の
特
質
の
解
明

︱
﹂
に
お
い
て
同
名
の

報
告
を
し
た
さ
い
の
配
布
資
料
に
字
句
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
︒）

テ
キ
ス
ト

一
八
一
七
・
一
八
年
自
然
法
と
国
家
学
講
義　

G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, Vorlesungen, 

A
usgew

ählte N
achschriften und M

anuskripte, B
d. 1, Vorlesungen über N

aturrecht 

und Staatsw
issenschaft, H

eidelberg, 1817/18, Felix M
einer Verlag, H

am
burg 

1983. 

Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル﹃
自
然
法
と
国
家
学
講
義 : 
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
一
八
一

七
・
一
八
年
﹄︑
高
柳
良
治
監
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
七
年
︒

法
の
哲
学
要
綱　

G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, W
erke in zw

anzig B
änden, B

d. 7, 

G
rundlinien 

der 
P

h
ilosoph

ie 
des 

R
ech

ts 
oder 

N
aturrech

t 
und 

Staatsw
issenschaft im

 G
rundrisse [1820], M

it H
egels eigenhändigen N

otizen 

und 
den 

m
ündlichen 

Zusätzen, 
T

heorie 
W

erkausgabe, 
Suhrkam

p 
Verlag, 

Frankfurt am
 M

ain 1970.

歴
史
哲
学
講
義
：
ガ
ン
ス
版　

G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel’s Vorlesungen über die 

Philosophie der G
eschichte, hrsg. v. D

. E
duard G

ans (G
eorg W

ilhelm
 Friedrich 

H
egel’s W

erke, Vollständige A
usgabe durch einen Verein von Freunden des 

Verew
igten: D

. Ph. M
arheineke, D

. J. Schulze, D
. E

d. G
ans, D

. Lp. v. H
enning, 

D
. H

. H
otho, D

. K
. M

ichelet, D
. F. Förster, B

d. 9), Verlag von D
uncker und 

H
um

blot, B
erlin 1837.

歴
史
哲
学
講
義
：
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
版　

G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel’s Vorlesungen 

über die Philosophie der G
eschichte, hrsg. v. D

r. E
duard G

ans, Zw
eite A

uflage 

besorgt von D
r. K

arl H
egel, Verlag von D

uncker und H
um

blot, B
erlin 1840.

歴
史
哲
学
講
義
：
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版　

G
. W

. F. H
egel, Säm

tliche W
erke, Jubiläum

sausgabe 

auf 
G

rund 
des 

von 
L. 

B
oum

ann 
[et 

al.] 
besorgten 

O
riginaldruckes 

im
 

Faksim
ileverfahren, neu hrsg. von H

erm
ann G

lockner, B
d. 11, Vorlesungen 

über die Philosophie der G
eschichte, From

m
ann- H

olzboog, Stuttgart 1927.

ヘ
ー

ゲ
ル
﹃
歴
史
哲
学
﹄
上
・
下
︑
武
市
健
人
改
訳
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
五
四
年
︒

歴
史
哲
学
講
義
：
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版　

G
. W

. F. H
egel, W

erke in zw
anzig B

änden, B
d. 

12, Vorlesungen über die Philosophie der G
eschichte, T

heorie W
erkausgabe, 

Suhrkam
p Verlag, Frankfurt am

 M
ain 1970.

世
界
史
哲
学
講
義
：
ラ
ッ
ソ
ン
版　

G
eorg W

ilhelm
 Friedrich H

egel, Vorlesungen über 

die Philosophie der W
eltgeschichte, vollständig neue A

usgabe von G
eorg Lasson, 

Philosophische B
ibliothek,

4 B
de., Felix M

einer Verlag, H
am

burg 1. B
d., 31930; 

2. B
d .
-

4. B
d., 21923 (U

nveränderter A
bdruck 1944).

一
八
二
二
・
二
三
年
世
界
史
哲
学
講
義
：
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
版　

G
eorg W

ilhelm
 Friedrich 

H
egel , 

Vorlesungen, 
A

usgew
ählte 

N
achschriften 

und 
M

anuskripte, 
B

d. 
12, 

Vorlesungen 
über 

die 
Philosophie 

der 
W

eltgeschichte, 
B

erlin 
1822/1823, 

N
achschriften von K

arl G
ustav Julius von G

riesheim
, H

einrich G
ustav H

otho 

und Friedrich C
arl H

erm
ann V

ictor von K
ehler, hrsg. v. K

arl H
einz Ilting, K

arl 

B
rem

er und H
oo N

am
 Seelm

ann, Felix M
einer Verlag, H

am
burg 1996.

註（
1
）
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
版
は
︑
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
に
基
づ
く
︒
本
邦
で
は
︑
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版

に
依
拠
し
た
翻
訳
が
武
市
健
人
（
鈴
木
権
三
郎
訳
の
改
訳
︑
岩
波
全
集
お
よ
び
岩
波
文
庫
）
や
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長
谷
川
宏
（
岩
波
文
庫
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
︒

 
　

そ
の
後
︑
ラ
ッ
ソ
ン
が
︑
カ
ー
ル
・
ヘ
ー
ゲ
ル
版
に
依
拠
し
な
が
ら
も
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の

手
稿
と
講
義
ノ
ー
ト
を
あ
ら
た
め
て
参
照
し
て
︑﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
と
し
て
新
た
な
テ
キ

ス
ト
（
ラ
ッ
ソ
ン
版
）
を
編
纂
し
て
い
る
（
一
九
三
〇
年
）︒
本
邦
で
は
︑
そ
の
緒
論
が
河
野

正
道
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
歴
史
哲
学
緒
論
﹄︑
河
野
正
通
訳
︑
白
揚
社
︑

一
九
三
八
年
︒

（
2
） 

イ
ル
テ
ィ
ン
グ
版
は
︑
ホ
ト
ー
︑
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
︑
ケ
ー
ラ
ー
の
三
つ
の
ノ
ー
ト
を
集

積
す
る
こ
と
に
よ
り
︑テ
キ
ス
ト
を
相
当
に
膨
ら
ま
せ
て
い
る
︒﹁
編
纂
者
の
評
価
に
よ
る
と
︑

ホ
ト
ー
の
ノ
ー
ト
は
︑
そ
の
筆
記
状
態
か
ら
み
て
講
義
時
間
中
に
記
さ
れ
た
﹁
口
述
筆
記

(M
itschrift)

﹂
と
み
ら
れ
︑﹁
哲
学
的
な
思
考
の
歩
み
を
再
現
す
る
点
で
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の

ノ
ー
ト
よ
り
も
正
確
で
包
括
的
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
︑
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
の
ノ
ー

ト
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
の
﹁
清
書
稿(A

usarbeitung)

﹂
と
み
ら
れ
︑﹁
哲
学
的
に
理
解
の

難
し
い
文
言
の
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
仕
上
げ
た
含
蓄
の
あ
る
表
現
を
適
切
に
再
現
し
て
い

な
い
﹂
と
さ
れ
る
（Ilting, 526

）︒
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
版
は
︑
主
要
に
は
こ
の
二
つ
を
合
体
し
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
先
の
対
比
で
は
︑
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
を
そ
の
ま
ま
採
用
し

て
い
る
部
分
も
相
当
見
ら
れ
︑
ま
た
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
重
複
し
て
グ
リ
ー
ス
ハ
イ

ム
・
ノ
ー
ト
と
基
本
的
に
同
趣
旨
の
表
現
が
散
見
さ
れ
る
︒
ホ
ト
ー
・
ノ
ー
ト
の
記
述
を
斥

け
て
グ
リ
ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
の
記
述
を
選
択
し
た
部
分
も
あ
ろ
う
が
︑
双
方
の
記
述
を

と
も
に
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
版
を
見
て
そ
こ
に
あ
る
類0

似
の
表
現
の
な
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
の
段
階
的
な
深
ま
り
な
り
広
が
り
な
り
が
あ
る
と
考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

え
る
と

0

0

0

︑
足
を
す
く
わ
れ
か
ね
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
た
ん
に
︑
並
べ
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
違
い
に
す
ぎ
な

い
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
︒﹂
神
山
伸
弘
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
︿
イ
ン
ド
の

天
文
学
﹀
理
解
︱
︱
﹃
歴
史
哲
学
﹄︑
一
八
二
二
・
二
三
年
﹁
世
界
史
の
哲
学
﹂
講
義
︑
グ
リ

ー
ス
ハ
イ
ム
・
ノ
ー
ト
の
差
異
︱
︱
﹂︑﹃
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
﹄(

跡
見
学
園
女

子
大
学)

第
四
五
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
一
～
四
二
頁
（
引
用
は
二
六
頁
以
下
）︒

（
3
） 

本
邦
に
お
け
る
本
書
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
次
が
あ
る
︒
山
﨑
純
﹁︿
歴
史
の
始
ま
り
﹀
と

し
て
の
近
代
︱
︱
﹁
世
界
史
の
哲
学
﹂
講
義
に
み
ら
れ
る
近
代
認
識
の
発
展
﹂︑
加
藤
尚
武
編

﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
へ
の
新
視
角
﹄︑
創
文
社
︑
一
九
九
九
年
︑
二
〇
五
～
二
二
八
頁
︒
権
左
武

志
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
理
性
・
国
家
・
歴
史
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
4
） 

和
辻
哲
郎
﹃
風
土
︱
︱
人
間
学
的
考
察
︱
︱
﹄︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
七
九
年
（
原
著
一
九
二

八
年
）︒
こ
の
う
ち
︑
第
五
章
﹁
風
土
学
の
歴
史
的
考
察
﹂
で
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
言
及
が
あ
る
︒

以
下
︑
本
文
に
本
書
の
頁
数
を
掲
げ
る
︒﹃
和
辻
哲
郎
全
集
﹄
第
八
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六

二
年
︑
一
～
二
五
六
頁
参
照
︒
な
お
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
地
理
的
規
定
を
重
視
し
て
い
る
点
へ
の

和
辻
の
肯
定
的
評
価
に
つ
い
て
は
︑
本
論
で
は
問
題
と
し
な
い
︒

（
5
） 

高
田
純
﹁
歴
史
の
構
造
﹂︑
加
藤
尚
武
編
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
読
本
﹄︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九

八
七
年
︑
三
〇
九
頁
参
照
︒

（
6
） 

こ
の
論
考
を
口
頭
発
表
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
︑
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
取
り
組
ま
れ

た
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
（
研
究
課
題
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
世
界
史
哲
学
に
オ
リ
エ
ン
ト

世
界
像
を
結
ば
せ
た
文
化
接
触
資
料
と
そ
の
世
界
像
の
反
歴
史
性
﹂
課
題
番
号
二
一
三
二
〇

〇
〇
〇
八
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
こ
の
研
究
で
は
︑
中
国
分
野
で
橋
本
敬
司
（
広
島
大

学
）︑
イ
ン
ド
分
野
で
久
間
泰
賢
（
三
重
大
学
）︑
ペ
ル
シ
ア
分
野
で
東
長
靖
（
京
都
大
学
）︑

エ
ジ
プ
ト
分
野
で
栗
原
裕
次
（
東
京
学
芸
大
学
）
が
資
料
の
吟
味
を
行
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ヘ

ー
ゲ
ル
の
議
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
︑
板
橋
勇
仁
（
立
正
大
学
）︑
田
中
智
彦
（
東
京
医
科

歯
科
大
学
）
が
検
討
し
て
い
る
︒

（
7
） ﹃
法
の
哲
学
要
綱
﹄
に
よ
る
と
︑
オ
リ
エ
ン
ト
の
国
で
は
︑﹁
実
体
的
精
神
﹂
に
﹁
個
体
的

人
格
性
が
埋
没
し
て
無
権
利
で
あ
る
﹂(§ 353, 355)

︒﹁
実
体
的
精
神
を
知
る(W

issen)

﹂
段

階
は
︑
ギ
リ
シ
ア
的
な
国
の
段
階
で
あ
り(§ 353)

︑
こ
の
反
射
か
ら
︑
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
こ

の
﹁
知
﹂
が
欠
如
す
る
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
私
見
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
オ
リ
エ
ン
ト
観
を

斥
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
︑
こ
れ
を
逆
転
さ
せ
て
︑﹁
実
体
を
知
り
︑
人
格
的
個
体

性
を
認
め
る
﹂
と
い
う
立
場
が
こ
の
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
主
張
す
る

方
向
が
ひ
と
つ
の
筋
書
き
に
な
る
だ
ろ
う
︒

（
8
） ﹁
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
国
は
︑
実
体
的
な
世
界
観
で
あ
り
︑
端
緒
に
お
い
て
は
家
父
長
的
な
自
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然
的
全
体
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
個
人
は
︑
息
子
と
し
て
あ
る
か
ら
︿
人
格
そ
の
も
の
﹀
で

な
く
︑
支
配
者
に
対
し
て
権
利
や
所
有
を
自
分
だ
け
で
独
立
し
て
持
つ
こ
と
が
﹇
な
い
﹈︒﹂

（§ 166, 
邦
訳
二
八
〇
頁
）︒

（
9
） 

ベ
ッ
ク
の
書
は
︑
そ
の
第
一
巻
で
︑
古
代
世
界
に
つ
い
て
天
地
創
造
か
ら
始
め
︑
旧
約
聖

書
の
進
行
に
準
ず
る
か
た
ち
で
文
献
実
証
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒V

gl. C
hristian D

aniel 

B
eck, 

A
nleitung 

zur 
genauern 

K
enntniß 

der 
allgem

einen 
W

elt- 
und 

Völker-

G
eschichte vorzüglich für Studirende , E

ster T
heil, E

inleitung, U
rgeschichte, A

lte 

Völkergeschichte 
bis 

zu 
R

egierung 
A

lexanders 
des 

M
aced, 

Leipzig 
1813 

(G
oogle).  

な
お
︑
こ
の
第
一
巻
は
︑
先
に
出
版
し
た
次
の
書
の
第
一
巻
中
第
三
期
ま
で
の
詳

論
と
思
わ
れ
る
︒V

gl. C
hristian D

aniel B
eck, A

nleitung zur K
enntniß der allge-

m
einen 

W
elt- 

und 
Völker-G

eschichte 
für 

Studirende, E
ster T

heil, B
is auf die 

M
acedonische M

onarchie, Leipzig 1787 (G
oogle); Zw

eyter T
heil, B

is auf die 

T
heilung der C

arolingischen M
onarchie, Leipzig 1788 (G

oogle); D
ritter T

heil, 

B
is auf das große R

eich der M
ongolen, Leipzig 1802 (G

oogle); V
ierter T

heil, 

B
is auf die E

ntdeckung von A
m

erika, Leipzig 1807(G
oogle).  

な
お
︑
こ
の
う
ち
第

四
巻
で
は
︑
冒
頭
モ
ン
ゴ
ル
（
元
）
に
つ
い
て
触
れ
︑
さ
ら
に
十
三
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま

で
の
イ
ン
ド
の
歴
史
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒

（
10
） 

た
と
え
ば
︑
ボ
ッ
シ
ュ
エ
の
﹃
世
界
史
論
﹄
は
︑
ア
ダ
ム
か
ら
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
ま
で

の
歴
史
を
描
く
第
一
部
︑
天
地
創
造
か
ら
始
ま
る
宗
教
の
歴
史
を
描
く
第
二
部
︑
ス
キ
チ
ア
︑

エ
チ
オ
ピ
ア
︑
エ
ジ
プ
ト
︑
ア
ッ
シ
リ
ア
︑
メ
デ
ィ
ア
︑
ペ
ル
シ
ア
︑
ギ
リ
シ
ア
︑
ロ
ー
マ

の
国
々
を
描
く
第
三
部
か
ら
な
る
︒C

f. Jacques B
énigne B

ossuet, D
iscours sur 

l’H
istoir universelle, a M

onseigneur le D
auphin, pour expliquer la suite de la 

R
eligion &

 les changem
ens des E

m
pires, Prem

iere Partie, D
epuis le com

m
ence-

m
ent du M

onde jusqu’à l’E
m

pire de C
harlem

agne, Paris 1681 (G
oogle).

（
11
） ﹁
国
家
形
成
に
お
け
る
ま
だ
実
体
的
で
自
然
的
な
精
神
性
と
い
う
契
機
は
︑
形
式
と
し
て
は

ど
ん
な
国
家
の
歴
史
に
お
い
て
も
絶
対
的
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
︑
ベ
ル
リ
ン
一
八

一
二
年
刊
の
﹃
自
然
国
家
の
没
落
に
つ
い
て
﹄︹
ス
ト
ゥ
ー
ル
博
士
著
︺
と
い
う
著
書
で
は
︑

こ
の
契
機
が
特
殊
な
諸
国
家
に
即
し
て
︑
歴
史
的
に
︑
か
つ
同
時
に
深
い
セ
ン
ス
と
博
識
を

も
っ
て
︑
強
調
さ
れ
証
明
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
体
制
の
歴
史
と
歴
史
一
般
と

の
理
性
的
考
察
に
道
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
︒﹂（﹃
法
の
哲
学
﹄§355A

nm
.

）V
gl. Feodor 

E
ggo, D

er 
U

ntergang 
der 

N
aturstaaten, 

dargestellt 
in 

B
riefen 

über 
N

iebuhr’s 

R
öm

ische G
eschichte, B

erlin 1812 (G
oogle). Feodor E

ggo

はPeter Feddersen 

Stuhr

に
同
じ
︒
ス
ト
ゥ
ー
ル
は
︑
一
八
二
一
年
か
ら
一
八
二
六
年
ま
で
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
歴

史
学
の
員
外
教
授
で
あ
っ
た
︒
本
書
の
第
一
章
で
︑
自
然
国
家
と
し
て
イ
ン
ド
に
つ
い
て
議

論
し
て
い
る
︒

（
12
） 

も
っ
と
も
︑
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
自
由
の
意
識
の
発
展
﹂
図
式
に
呼
応
し
て
︑
ま
た
こ
れ

を
打
破
す
る
た
め
に
も
︑
和
辻
は
︑﹁
世
界
史
は
風
土
的
に
異
な
る
諸
国
民
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

場
所
を
与
え
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒﹂（﹃
風
土
﹄
二
七
八
）
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
の
で
は
な

く
︑
シ
ナ
や
イ
ン
ド
の
な
か
に
自
由
の
要
素
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の

点
こ
そ
は
︑
お
そ
ら
く
今
日
に
お
い
て
も
な
お
深
刻
な
問
題
な
の
で
あ
り
︑
本
邦
に
お
い
て

も
そ
れ
を
証
す
必
要
が
あ
る
︒

（
13
） 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
上
︑
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監

修
︑
今
沢
紀
子
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
三
年
︑
六
〇
頁
︒E

dw
ard W

. Said, O
rientalism

, 

V
intage B

ooks, N
ew

 York 1979, p. 22.

（
14
） A

siatic R
esearches, C

om
prising H

istory and A
ntiquities, the A

rts, Sciences, and 

Literature of A
sia ,

24 vols., [reprint] C
osm

o Publications, N
ew

 D
elhi 1979— 1980 

( 11788— 1835).
（
15
） Zend-A

vesta, 
O

uvrage 
de 

Zoroastre, 
C

ontenant 
les 

Idées 
T

héologiques, 

Physiques &
 M

orales de ce Législateur, les C
érém

onies du C
ulte Religieux qu’il 

a établi, &
 plusieurs traits im

portans relatifs à l’ancienne H
istoire des Perses: 

T
raduit en François sur l’O

riginal Zend, avec des Rem
arques; &

 accom
pagné de 

plusieurs T
raités propres à éclaircir les M

atieres qui en sont l’objet, Par M
. 
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A
nquetil D

u Perron ,
2 T., Paris 1771 [reprint: E

libron C
lassics, 2005] .

（
16
） 
こ
れ
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
感
動
し
た
こ
と
で
有
名
︒
前
田
耕
作
﹃
宗
祖
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
﹄︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
〇
四
頁
参
照
︒﹃
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
﹄
に
つ

い
て
は
︑
目
下
参
照
し
え
て
い
る
も
の
は
︑D

as O
upnek’hat, D

ie aus den Veden 

Zusam
m

engefaßte 
Lehre 

von 
dem

 
B

rahm
, 

A
us 

der 
Sanskrit=persischen 

U
ebersetzung des Fürsten M

oham
m

ed D
araschekoh in das Lateinische von 

A
nquetil D

uperron, in das D
eutsche übertragen von Franz M

ischel, D
resden, 

1882. 

本
邦
翻
訳
と
し
て
は
︑｢
ウ
プ
ネ
カ
ッ
ト
奥
義｣

福
島
直
四
郎
訳
︑﹃
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト

全
書
﹄
七
︑
世
界
文
庫
刊
行
会
︑
大
正
一
二
年
︑
三
四
三
～
四
〇
八
頁
︒
こ
れ
は
︑
十
編
の

翻
訳
を
収
め
る
︒

（
17
） 

こ
の
こ
と
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
う
し
た
事
情
を
委
細
漏
ら
さ
ず
﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
に

反
映
さ
せ
て
い
る
︑
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
︒

（
18
） 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
﹁
最
新
中
国
情
報
﹂（
一
六
九
九
年
）︑
山
下
正
男
訳
︑﹃
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著

作
集
﹄
十
︑
一
九
九
一
年
︑
九
一
～
一
一
〇
頁
︒
同
﹁
０
と
１
の
数
字
だ
け
を
使
用
す
る
二

進
法
算
術
の
解
説
︑
な
ら
び
に
こ
の
算
術
の
効
用
と
中
国
古
代
か
ら
伝
わ
る
伏
羲
の
図
の
解

読
に
対
す
る
こ
の
算
術
の
貢
献
に
つ
い
て
﹂（
一
七
〇
三
年
）︑
山
下
正
男
訳
︑
前
掲
書
︑
九

～
一
四
頁
︒
同
﹁
中
国
自
然
神
学
論

︱
中
国
哲
学
に
つ
い
て
ド
・
レ
モ
ン
氏
に
宛
て
た
書

簡
﹂（
一
七
一
六
年
）︑
山
下
正
男
訳
︑
前
掲
書
︑
十
五
～
九
〇
頁
︒
な
お
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
世

界
史
哲
学
講
義
﹂
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
う
し

た
こ
と
に
冷
淡
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
別
途
議
論
の
必
要
が
あ
る
︒

（
19
） C

hristian W
olff, R

ede 
über 

die 
praktische 

Philosophie 
der 

C
hinesen, [1726] 

(Philosophische B
ibliothek B

d. 369), Felix M
einer Verlag, H

am
burg 1985. 

な

お
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹁
世
界
史
哲
学
講
義
﹂
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
︒

（
20
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
が
啓
蒙
思
想
に
つ
い
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
留
意
を
要
す

る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
は
︑
中
国
情
報
が
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
︑
留

保
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
な
お
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
啓
蒙
思
想
に
対
し
て
宋
明
理

学
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
詳
細
な
解
明
に
つ
い
て
は
︑
井
川
義
次
﹃
宋
学
の
西
遷

︱
近
代
啓
蒙
へ
の
道

︱
﹄
人
文
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
参
照
︒

（
21
） Friedrich Schlegel, U

eber die Sprache und W
eisheit der Indier, E

in B
eitrag zur 

B
egründung der A

lterthum
skunde, N

ebst m
etrischen U

ebersetzungen indischer 

G
edichte, H

eidelberg 1808.

（
22
） 

一
八
一
四
年
六
月
七
日
の
日
記
に
︑
ハ
ン
マ
ー=

ブ
ル
ク
シ
ュ
タ
ル
に
よ
る
ハ
ー
フ
ィ
ズ

の
詩
集
に
言
及
す
る
︒
生
野
幸
吉
﹁
解
説　

西
東
詩
集
﹂︑﹃
ゲ
ー
テ
全
集
﹄
第
二
巻
︑
潮
出

版
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
五
〇
四
頁
参
照
︒
ハ
ー
フ
ィ
ズ
﹃
ハ
ー
フ
ィ
ズ
詩
集
﹄
東
洋
文
庫
二

九
九
︑
黒
柳
恒
男
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
六
年
︑
参
照
︒

（
23
） 

薗
田
香
勲
﹃
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
東
方
憧
憬
﹄︑
創
文
社
︑
一
九
七
五
年
︑
十
二
頁
以
下

参
照
︒

（
24
） Friedrich C

reuzer, Sym
bolik und M

ythologie der alten Völker, besonders der 

G
riechen, Leipzig/D

arm
stadt 11810, 21819.

（
25
） 

こ
の
こ
と
が
︑
中
国
・
イ
ン
ド
・
ペ
ル
シ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
の
各
領
域
で
詳
細
に
解
明
す
べ

き
課
題
と
な
る
︒
た
だ
︑
そ
の
さ
い
︑
実
体
の
成
立
そ
の
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
意
味

の
あ
る
こ
と
と
み
る
か
否
か
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
そ
れ
は
︑
意
味
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
︒


