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ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
の
受
容 

 
 
 

― 

一
な
る
も
の
と
多
な
る
も
の
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て 

― 

 

 

村 

上 
 
 

龍 

  

本
稿
の
目
的
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
一
八
五
九
‐
一
九
四
一
年
）
の
講
義
録
中
で
示
さ
れ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
に

注
目
し
な
が
ら
、
彼
の
哲
学
の
形
成
に
際
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
有
し
た
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
１
）
。 

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
「
総
合
」
者
と
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
重
視
し
た
こ
と
や
（C. 1626

）、
こ
れ
に
「
共
感
」
を
覚
え
て
い

た
ら
し
い
こ
と
は
（M

. 1192

）、
書
簡
や
対
話
の
記
録
等
を
通
じ
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
２
）
。
こ
の
た
め
、
思
想
内
容
上
の
類
似
な
い
し
差
異
に

着
目
す
る
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
比
較
研
究
も
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
（
３
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
本
人
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
観
に
照

準
し
て
、
彼
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
を
ど
う
理
解
し
、
こ
れ
を
自
身
の
哲
学
と
い
か
に
関
連
づ
け
た
か
を
具
体
的
に
追
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
従
来
、

資
料
の
う
え
で
限
界
が
あ
っ
た
。
生
前
公
刊
さ
れ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
は
総
じ
て
、
先
行
の
哲
学
史
の
ま
と
ま
っ
た
読
解
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
ず
、

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
彼
は
年
代
順
に
、
「
夢
」
（
一
九
〇
一
年
）
（E.S. 887

）
、
「
形
而
上
学
序
説
」
（
一
九
〇
三
年
）
（P.M

. 

1424-1425

）、
第
三
主
著
『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
年
）（E.C. 637, 673, 761, 767-768, 770, 790, 792, 793-794

）、「
変
化
の
知
覚
」（
一
九
一

一
年
）（P.M

. 1374, 1375

）、
そ
し
て
最
後
の
主
著
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（
一
九
三
二
年
）（D

.S. 1161-1163

）
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
触
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
数
少
な
い
言
及
も
断
片
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。 
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と
こ
ろ
が
近
年
、
リ
セ
や
高
等
師
範
学
校
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
等
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
講
義
の
記
録
が
次
々
と
公
に
さ
れ
て
い

る
（
４
）
。
先
述
の
資
料
上
の
制
約
は
、
こ
れ
ら
講
義
録
に
よ
っ
て
乗
り
こ
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
関
し
、

断
片
的
た
る
に
留
ま
ら
ぬ
ま
と
ま
っ
た
読
解
を
提
示
す
る
講
義
が
複
数
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
一
九
世
紀

末
の
講
義
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
、
断
片
的
な
が
ら
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
触
れ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
を
列
挙
し
た
が
、
一
見
し
て
分
か
る
と

お
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
の
論
考
で
あ
る
。
言
及
の
頻
度
が
関
心
の
高
ま
り
を
反
映
す
る
と
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ

ニ
ス
ム
に
と
っ
て
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
意
義
を
見
定
め
ん
と
し
て
、
そ
の
直
前
の
時
期
に
講
義
で
示
さ
れ
た
解
釈
を
た
ず
ね
る
こ
と
の
有
効
性
は
認

め
ら
れ
よ
う
（
５
）
。 

 

以
下
、
第
一
節
で
は
四
つ
の
講
義
の
記
録
を
年
代
順
に
検
討
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
を
確
認
す
る
。
一
連
の
検
討
を
通
じ
て
我
々

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
貫
し
た
視
座
に
た
つ
解
釈
を
し
だ
い
に
確
立
す
る
の
に
立
ち
あ
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
節
で
は
、
そ
の
解
釈
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

自
身
の
哲
学
と
の
関
連
を
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
関
す
る
諸
講
義
以
後
最
初
に
出
版
さ
れ
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
主
著
で
あ
り
、
全
著
作
中
、
プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
に
も
っ
と
も
多
く
言
及
す
る
論
考
で
も
あ
る
『
創
造
的
進
化
』
に
お
も
に
拠
り
つ
つ
考
察
す
る
。
考
察
の
結
果
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
的
視
点
の
反
転
を
経
て
、
自
身
に
と
っ
て
も
っ
と
も
枢
要
な
「
持
続
」
概
念
を
深
め
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。 

 

一 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈 

  

こ
こ
で
は
、
一
九
世
紀
末
の
リ
セ
や
高
等
師
範
学
校
等
に
お
け
る
諸
々
の
講
義
を
収
め
た
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
講
義
録
』
全
四
巻
か
ら
、「
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
学
派
に
つ
い
て
の
講
義
」（
一
八
八
四
年
）、「
霊
魂
の
諸
理
論
」
（
一
八
九
四
年
）、「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
（
一
八
九
四
‐
一
八
九
五
年
）、
そ
し

て
質
、
量
と
も
に
も
っ
と
も
重
要
な
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て
の
講
義
」（
一
八
九
八
年
）
を
順
に
検
討
す
る
（
６
）
。 
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一
‐
一 

仲
介
者
を
経
た
一
と
多
の
調
停
―
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
に
つ
い
て
の
講
義
」 

 
最
初
に
俎
上
へ
あ
げ
る
の
は
、
ク
レ
ル
モ
ン
＝
フ
ェ
ラ
ン
の
リ
セ
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
校
に
お
い
て
一
八
八
四
年
に
、
と
い
う
こ
と
は
処

女
作
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』（
一
八
八
九
年
）
の
刊
行
以
前
に
、
行
な
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
講
義
の
記
録
で
あ
る
。

題
名
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
六
頁
と
い
う
限
ら
れ
た
紙
幅
の
な
か
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
あ
る
。 

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
う
「
一
者
」
が
「
思
考
」
や
「
意
欲
」、「
存
在
」
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
（C-IV. 

147-148

）、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
の
「
発
出
」
の
過
程
を
（C

-IV. 149

）、
そ
れ
が
「
論
理
的
」
な
「
価
値
の
序
列
」
で
あ
っ
て
時
間
的
順
序
で
な
い
点

に
注
意
を
促
し
な
が
ら
（C-IV. 148
）、
論
じ
る
。 

 

一
者
は
い
か
に
し
て
諸
事
物
を
産
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
完
全
な
統
一
や
絶
対
的
完
成
か
ら
、
我
々
の
生
き
る
多
重
的
で
不
完
全
な
世
界
が
生
じ

る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
絶
対
的
完
成
と
こ
の
不
完
全
と
の
あ
い
だ
に
は
、
諸
々
の
仲
介
者
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
一
者
か
ら

必
然
的
な
し
か
た
で
生
じ
る
も
の
、
そ
れ
は
精
神
、
も
し
く
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
諸
イ
デ
ア
の
座
と
し
て
の
知
性
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
が

我
々
に
語
る
と
こ
ろ
の
世
界
、
す
な
わ
ち
数
学
的
に
し
て
形
而
上
学
的
な
諸
々
の
一
般
的
イ
デ
ア
の
世
界
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
始
原
の
一．

者．
か
ら
の
最
初
の
流
出
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
ん
ど
は
知
性
が
屈
折
し
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
世
界
霊
魂

．
．
．
．
と
よ
ぶ
も
の
を
産
み
、
こ
れ
が
万
物
に
、

我
々
の
生
き
る
世
界
に
ま
で
も
浸
透
す
る
。
我
々
が
質
料
と
よ
ぶ
の
は
、
こ
の
霊
魂
が
ゆ
る
み
、
分
割
さ
れ
、
我
々
に
対
し
感
性
的
な
し
か
た

で
現
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
者
、
知
性
、
世
界
霊
魂
、
こ
れ
ら
は
存
在
の
三
つ
の
段
階
で
あ
り
、
三
つ
の
原
理
的
な

．
．
．
．

も
の
．
．
で
あ
る
（C-IV. 148

）。 

 

時
間
的
な
継
起
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
論
理
上
の
価
値
の
序
列
と
し
て
、「
一
者
」
か
ら
「
諸
イ
デ
ア
の
座
」
と
し
て
の
「
知
性
」
が
「
流
出
」
し
、
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次
に
「
知
性
」
の
「
屈
折
」
に
よ
り
「
世
界
霊
魂
」
が
生
じ
、
最
後
に
「
世
界
霊
魂
」
が
「
ゆ
る
み
、
分
割
さ
れ
」
て
「
感
性
的
」
な
「
質
料
」
に

い
た
る
。
そ
う
し
た
発
出
の
過
程
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
、「
知
性
」
な
ら
び
に
「
世
界
霊
魂
」
の
「
仲
介
者
」
と
し
て
の
役
割
を
い
く
ぶ
ん
強

調
し
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
、「
完
全
な
統
一
性
」
も
し
く
は
「
絶
対
的
完
成
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
者
と
、「
質
料
」
あ
る
い
は
「
多
重
的
で
不
完
全
」

な
「
感
性
的
」
世
界
と
の
媒
介
の
必
要
を
強
調
し
な
が
ら
概
観
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
発
出
を
論
じ
た
の
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
者
へ
の

「
回
帰
」
に
目
を
転
じ
、「
学
知
（science

）」
を
通
じ
て
「
諸
イ
デ
ア
の
世
界
」
す
な
わ
ち
「
知
性
」
へ
、
次
い
で
「
学
知
を
超
え
た
」「
法
悦
．
．
」
に

よ
っ
て
「
一
者
」
へ
と
高
ま
り
ゆ
く
過
程
に
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
（C-IV. 149

）、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
の
概
説
を
終
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
体
系
、
と
り
わ
け
そ
の
発
出
の
局
面
を
め
ぐ
っ
て
、
知
性
お
よ
び
世
界
霊
魂
を
一
者
と
質
料
性
と
の
、
す
な
わ

ち
ゆ
る
み
や
分
割
を
は
ら
ん
だ
感
性
界
と
の
仲
介
者
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
を
介
し
た
一
と
多
の
調
停
の
努
力
を
多
少
な
り
と
も
強
調
す
る
点
で
、
哲

学
的
キ
ャ
リ
ア
を
い
ま
だ
歩
み
は
じ
め
て
い
な
い
時
期
に
あ
る
本
講
義
は
、
す
で
に
注
目
に
値
す
る
。 

  
 

一
‐
二 

一
な
る
知
性
界
と
多
な
る
感
性
界
の
媒
介
―
「
霊
魂
の
諸
理
論
」 

 

次
い
で
、
パ
リ
の
リ
セ
、
ア
ン
リ
四
世
校
に
お
い
て
一
八
九
四
年
に
、
と
い
う
こ
と
は
第
二
主
著
『
物
質
と
記
憶
』（
一
八
九
六
年
）
刊
行
の
二
年

前
に
、
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
講
義
の
記
録
を
検
討
す
る
。
全
七
講
か
ら
な
る
本
講
義
は
、
心
身
問
題
を
見
据
え
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
じ

ま
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
い
た
る
ま
で
各
回
一
人
ず
つ
哲
学
者
を
取
り
あ
げ
、
各
々
の
霊
魂
に
つ
い
て
の
理
論
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。
講
義
全
体
の

そ
う
し
た
特
定
の
目
的
に
応
じ
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
あ
つ
か
う
第
三
講
で
は
、
わ
ず
か
六
頁
の
紙
幅
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
発
出
の
説
明
に
あ
て
ら
れ

る
。 

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
霊
魂
が
身
体
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
身
体
こ
そ
が
霊
魂
の
な
か
に
あ
る
」
と
い
う
の
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
考
え

で
あ
る
（C-III. 214

）。
彼
は
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
し
だ
い
に
弱
ま
り
ゆ
く
光
に
も
た
と
え
ら
れ
る
発
出
の
過
程
を
、
や
は
り
そ
れ
が
時
間

的
な
継
起
の
関
係
で
な
い
点
に
注
意
を
促
し
な
が
ら
（C-III. 214-215

）、
参
照
す
る
。 
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絶
対
的
に
単
純
な
一
者
か
ら
多
重
的
な
一
者
と
も
よ
び
う
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
諸
イ
デ
ア
の
世
界
が
派
生
す
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
諸
イ
デ

ア
の
座
で
あ
る
知
性
は
、
い
ま
だ
感
性
的
な
諸
事
物
か
ら
あ
ま
り
に
離
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
直
接
に
は
産
出
し
え
な
い
。
ひ
と
つ
の
仲

介
者
が
必
要
で
あ
る
、
つ
ま
り
知
性
的
な
光
を
感
性
界
へ
伝
え
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
れ
を
感
性
的
な
諸
事
物
へ
と
開
花
さ
せ
る
、
そ
の

よ
う
な
第
三
の
原
理
が
必
要
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
頂
点
が
い
ま
だ
知
性
的
で
あ
り
な
が
ら
、
底
辺
は
質
料
性
で
あ
る
よ
う
な
原
理
が
必
要

な
の
だ
。
こ
の
原
理
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
人
々
が
世
界
霊
魂
と
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
知
性
す
な
わ
ち
ヌ
ー
ス
が
多

数
の
イ
デ
ア
に
開
花
す
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
霊
魂
も
、
自
ら
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
多
数
の
個
別
的
霊
魂
へ
屈
折
す
る
か
ら
で
あ
る
。［
中

略
］
さ
て
、
一
切
の
光
［
個
別
的
霊
魂
］
の
源
泉
で
あ
る
こ
の
光
源
［
世
界
霊
魂
］
か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
光
線
が
互
い
に
遠
ざ
か

る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
輝
き
は
弱
ま
り
、
産
ま
れ
つ
つ
あ
る
影
が
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
わ
っ
て
入
っ
て
き
て
、
つ
い
に
は
、
こ
れ
ら
光
線
は

闇
の
な
か
に
紛
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
闇
夜
、
こ
の
影
、
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
光
の
否
定
と
し
て
し
か
存
し
え
な
い
こ

の
暗
さ
、
そ
れ
こ
そ
が
質
料
で
あ
る
（C-III. 214-215

）。 

 

「
絶
対
的
に
単
純
な
一
者
」
か
ら
「
諸
イ
デ
ア
の
座
で
あ
る
知
性
」
が
「
派
生
」
し
、
次
い
で
「
世
界
霊
魂
」
が
、
諸
々
の
「
個
別
的
霊
魂
へ
屈
折
」

す
る
こ
と
で
「
知
性
的
な
光
」
を
「
感
性
的
な
諸
事
物
に
開
花
さ
せ
」
、
最
後
に
、「
個
別
的
霊
魂
」
が
そ
の
「
光
」
を
失
っ
て
「
質
料
」
の
「
闇
」

に
「
紛
れ
」
て
し
ま
う
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
と
っ
て
は
身
体
こ
そ
が
霊
魂
の
う
ち
に
あ
る
と
言
い
う
る
の
は
、
質
料
を
霊
魂
か
ら
派
生
さ
せ
る
そ
の

流
出
説
の
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。 

目
を
ひ
か
れ
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、「
頂
点
が
い
ま
だ
知
性
的
で
あ
り
な
が
ら
、
底
辺
は
質
料
性
で
あ
る
」
、
そ
の
よ
う
に
し
て
二
世
界
に
ま

た
が
る
「
世
界
霊
魂
」
に
「
仲
介
者
」
の
役
割
を
見
出
し
つ
つ
、
媒
介
す
べ
き
乖
離
を
、「
多
重
的
な
一
者
」
と
も
よ
ば
れ
る
「
諸
イ
デ
ア
の
世
界
」

と
「
弱
ま
」
り
「
分
割
」
さ
れ
た
感
性
界
も
し
く
は
「
質
料
」
と
の
あ
い
だ
に
認
め
る
点
で
あ
る
（
７
）
。「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
に
つ
い
て
の
講

義
」
で
は
、
彼
は
始
源
の
一
者
と
感
性
界
な
い
し
質
料
性
と
の
あ
い
だ
に
こ
そ
乖
離
を
認
め
た
た
め
に
、
世
界
霊
魂
の
み
な
ら
ず
知
性
に
も
仲
介
者
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の
役
割
を
演
じ
さ
せ
た
。
し
て
み
る
と
、
と
く
に
発
出
の
局
面
に
即
し
て
先
に
も
い
く
ぶ
ん
強
調
さ
れ
て
い
た
、
仲
介
者
を
経
た
一
と
多
の
調
停
の

努
力
が
、
一
〇
年
の
時
を
経
て
、
こ
こ
で
は
知
性
界
と
感
性
界
の
乖
離
に
即
し
て
論
じ
な
お
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

  
 

一
‐
三 
ギ
リ
シ
ャ
的
二
元
論
の
克
服
―
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」 

 

続
い
て
、
同
じ
く
ア
ン
リ
四
世
校
に
て
一
八
九
四
‐
一
八
九
五
年
に
、
し
た
が
っ
て
「
霊
魂
の
諸
理
論
」
と
同
時
期
に
、
行
な
わ
れ
た
と
お
ぼ
し

き
講
義
の
記
録
を
検
討
す
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
登
場
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
通
覧
す
る
全
六
講
の
う
ち
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
」
と

題
さ
れ
た
最
終
講
で
あ
り
、
例
の
ご
と
く
、
一
〇
頁
強
の
紙
幅
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
解
説
に
終
始
す
る
。

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
歴
史
を
見
わ
た
す
講
義
全
体
の
目
的
に
よ
る
も
の
か
、
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
が
と
く
に
強
調
さ
れ

る
。 

 

そ
の
位
置
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
そ
れ
自
体
の
解
説
に
先
だ
ち
、
講
義
の
冒
頭
で
定
め
ら
れ
る
（C-IV. 137

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
多

と
一
、
質
料
と
形
相
の
二
元
論
」
に
と
ら
わ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
は
、
な
が
ら
く
統
一
的
な
神
と
多
な
る
諸
事
物
と
を
関
係
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

プ
ラ
ト
ン
は
「
知
性
界
」
す
な
わ
ち
「
諸
イ
デ
ア
の
世
界
」
を
構
成
す
る
一
方
、「
無
秩
序
と
分
割
の
要
素
」
た
る
「
質
料
」
を
そ
の
外
に
放
置
し
た

せ
い
で
、
結
局
は
神
と
諸
事
物
を
お
り
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
質
料
」
を
「
形
相
」
も
し
く
は
「
イ
デ
ア
」
に

浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
万
物
か
ら
「
思
考
の
思
考
」
と
し
て
の
神
の
「
統
一
」
へ
と
「
連
続
」
的
に
上
昇
す
る
「
運
動
」
を
描
い
た
が
、
そ
の

た
め
に
か
え
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
つ
ね
に
自
ら
に
む
け
て
集
中
す
る
」
神
的
統
一
か
ら
多
な
る
諸
事
物
へ
降
る
す
べ
を
失
っ
た
。
一
見
、
神
と
諸

事
物
を
お
り
合
わ
せ
え
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
ス
ト
ア
派
も
、
実
は
、
神
か
ら
「
そ
の
本
質
で
あ
る
は
ず
の
統
一
」
を
奪
い
、
こ
れ
を
諸
事
物
の
列

に
加
え
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
こ
そ
が
、「
プ
ラ
ト
ン
哲
学
」
の
独
自
な
「
解
釈
」
と
し
て
の
自
身
の
体
系
を
通
じ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学

史
上
は
じ
め
て
、
統
一
的
な
神
か
ら
諸
事
物
を
「
必
然
的
な
し
か
た
で
演
繹
」
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
降
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ャ
哲
学
の
出
口
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
位
置
づ
け
る
こ
こ
で
の
哲
学
史
理
解
は
、
と
り
わ
け
発
出
の
局
面
を
め
ぐ
っ
て
一
な
る
知
性
界
と
多
な
る
感
性
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界
と
の
媒
介
の
努
力
を
強
調
す
る
、
先
に
読
み
と
れ
た
解
釈
に
も
沿
う
も
の
と
言
え
る
。 

こ
う
し
て
歴
史
的
な
位
置
を
確
認
し
た
あ
と
で
、
よ
う
や
く
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
の
概
要
が
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
本
講
義
の
場
合
、
こ
の
部
分
に

は
目
を
ひ
く
記
述
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
な
神
つ
ま
り
一
者
が
「
思
考
」
や
「
存
在
」
、「
意
志
」
等
を
超
え
る
こ
と
を
述
べ

た
の
ち
（C-IV. 138-140

）、「
屈
折
す
る
に
つ
れ
て
弱
ま
り
、
暗
く
な
る
」「
発
出
」
の
過
程
を
、
そ
れ
が
時
間
的
な
ら
ぬ
「
論
理
的
な
序
列
」、
あ

る
い
は
「
上
位
の
も
の
と
下
位
の
も
の
」
と
の
「
位
階
の
関
係
」
で
あ
る
点
に
注
意
を
喚
起
し
な
が
ら
説
明
す
る
（C-IV. 140-144

）。
次
い
で
、「
回

帰
」
の
諸
段
階
が
、
す
な
わ
ち
、
ま
ず
「
肉
体
の
制
御
」
を
こ
と
と
す
る
倫
理
的
な
諸
々
の
「
徳
」
が
、
第
二
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
「
理
論

的
、
推
論
的
な
徳
」
な
い
し
は
プ
ラ
ト
ン
流
の
「
弁
証
法
」
を
通
じ
た
、
諸
イ
デ
ア
の
「
観
想
」
が
、
最
後
に
神
と
の
「
親
密
な
結
合
」
で
あ
る
「
法

悦
」
が
、
順
に
語
ら
れ
る
（C-IV. 144-146

）。 

 

こ
の
よ
う
に
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
の
概
説
そ
れ
自
体
に
は
目
を
ひ
か
れ
る
点
が
な
く
、
先
に
読
み
と
れ
た
解
釈
、
す

な
わ
ち
、お
も
に
発
出
の
局
面
に
即
し
て
、二
世
界
に
ま
た
が
る
仲
介
者
を
経
た
知
性
界
と
感
性
界
の
媒
介
の
努
力
を
い
く
ぶ
ん
強
調
す
る
解
釈
も
、

そ
こ
で
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
だ
が
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
解
釈
と
し
て
の
自
ら
の
体
系
を
通
じ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
な
が
ら
く
悩
ま
せ
た
一
と

多
の
対
立
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
克
服
し
、
神
的
統
一
か
ら
諸
事
物
へ
の
降
下
に
は
じ
め
て
成
功
し
た
と
す
る
歴
史
的
評
価
は
、
た
し
か
に
先
の
解
釈

を
踏
ま
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

  
 

一
‐
四 

永
遠
か
ら
時
間
お
よ
び
空
間
へ
の
移
行
―
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て
の
講
義
」 

 

最
後
に
検
討
す
る
の
は
、
高
等
師
範
学
校
に
お
い
て
一
八
九
八
‐
一
八
九
九
年
に
、
つ
ま
り
第
二
主
著
『
物
質
と
記
憶
』
と
第
三
主
著
『
創
造
的

進
化
』
と
の
は
ざ
ま
の
時
期
に
、
行
な
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
講
義
の
記
録
で
あ
る
。
六
〇
頁
強
に
も
お
よ
ぶ
本
講
義
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
先
行
の

諸
講
義
か
ら
も
読
み
と
れ
た
解
釈
を
い
よ
い
よ
自
覚
的
に
前
面
へ
押
し
だ
す
と
と
も
に
、
こ
れ
を
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
て
い
る
。 

 

「
霊
魂
の
諸
理
論
」
や
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
と
異
な
り
、
講
義
の
性
格
を
制
約
す
る
特
定
の
目
的
を
連
想
さ
せ
な
い
そ
の
題
名
に
鑑
み
れ
ば
、
本
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講
義
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
全
体
の
偏
り
な
き
要
約
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
冒
頭
部
で
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学

の
「
中
心
的
部
分
」
が
「
霊
魂
の
理
論
」
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
（C-IV. 29

）、
講
義
の
研
究
課
題
を
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
に
し
ぼ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
一

者
」
、「
不
可
分
」
な
「
諸
イ
デ
ア
の
多
性
」、
な
ら
び
に
「
頂
点
」
が
「
イ
デ
ア
」
に
し
て
「
底
辺
」
は
「
質
料
」
で
あ
る
「
霊
魂
」
（C-IV. 32

）、

の
三
つ
の
原
理
を
漸
次
的
な
「
減
退
」
に
よ
っ
て
結
ぶ
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
流
出
説
は
（C

-IV. 34

）、「
諸
イ
デ
ア
を
と
ら
え
、
多
数
化
、
希
釈
し
て
諸

事
物
に
す
る
」
世
界
霊
魂
を
介
し
て
（C-IV. 50

）、「
一
者
」
と
「
諸
イ
デ
ア
」
と
で
構
成
さ
れ
る
「
知
性
界
」
か
ら
「
感
性
界
」
へ
「
移
行
」
す
る

試
み
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
（C

-IV. 32

）。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
先
行
者
ら
に
あ
っ
て
伏
在
し
て
い

た
二
元
論
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
努
力
」
に
こ
そ
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
大
い
な
る
独
自
性
」
が
あ
る
（C-IV. 33

）。
と
す
れ
ば
こ
こ
で
は
、
二

世
界
に
ま
た
が
る
仲
介
者
を
経
た
一
な
る
知
性
界
と
多
な
る
感
性
界
と
の
媒
介
の
努
力
を
、
と
く
に
発
出
の
局
面
を
め
ぐ
っ
て
強
調
す
る
最
初
期
よ

り
萌
す
着
眼
と
、
そ
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
二
元
性
に
と
ら
わ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
史
の
出
口
に
位
置
づ
け
る
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
で
の
歴
史
理
解
と

が
、
自
覚
的
に
前
面
に
押
し
だ
さ
れ
た
と
言
え
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
本
講
義
は
、
す
で
に
萌
す
着
眼
を
自
覚
的
に
反
復
す
る
の
に
留
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
新
た
な
観
点
を
つ
け
加
え
て
も
い
る
。
そ
の
こ

と
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
関
係
を
論
じ
る
箇
所
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。 

「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
体
系
に
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
解
釈
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
プ
ラ
ト
ン
の
諸
々
の
対
話
編
に
は
、
分
か
た
れ
る
べ
き
二
つ
の
部
分
が
あ
る
」（C-IV. 36

）。
一
方
は
、「
相
矛
盾
す
る
諸
々

の
質
の
集
合
」
た
る
「
感
覚
」
を
切
り
わ
け
、
そ
の
背
後
に
「
諸
イ
デ
ア
を
配
列
す
る
」「
弁
証
法
」
で
あ
り
、
他
方
は
「
神
話
」、
そ
れ
も
プ
ラ
ト

ン
に
と
っ
て
「
本
質
的
」
だ
と
彼
の
考
え
る
、「
霊
魂
の
生
成
」
を
「
主
題
」
と
し
た
神
話
で
あ
る
（C-IV. 36-37

）（
８
）
。
と
す
れ
ば
プ
ラ
ト
ン
哲
学

は
、
一
方
で
「
弁
証
法
」
す
な
わ
ち
「
学
知
」
を
通
じ
「
諸
事
物
」
か
ら
「
イ
デ
ア
」
へ
、
と
り
わ
け
「
善
」
の
そ
れ
へ
と
「
さ
か
の
ぼ
り
」、
他
方

で
霊
魂
の
生
成
に
関
す
る
神
話
に
よ
っ
て
「
善
」
か
ら
「
諸
事
物
」
へ
「
降
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
潜
在
的
に
「
発
出
」
と
「
回
帰
」
が
含

ま
れ
て
い
る
（C-IV. 38

）（
９
）
。
そ
れ
ゆ
え
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
発
出
と
回
帰
の
体
系
に
よ
っ
て
「
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
把
握
し
な
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お
し
」
た
の
に
ほ
か
な
ら
ず
（C-IV. 39

）、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
発
出
も
「
プ
ラ
ト
ン
の
諸
々
の
神
話
の
形
而
上
学
的
な
翻
訳
」
以
外
で
は
な
い
（C-IV. 

50
）。 

 

で
は
、
形
而
上
学
的
翻
訳
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
発
出
は
、
そ
の
原
文
、
す
な
わ
ち
霊
魂
の
生
成
を
め
ぐ
る
プ
ラ
ト
ン
的
神
話
と
い
か
な
る

点
で
異
な
る
の
か
。
神
話
と
い
う
言
説
は
そ
の
形
式
上
、「
そ
れ
が
物
語
る
こ
と
を
時
間
の
な
か
で
分
割
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
（C

-IV. 40

）（
10
）
。
こ

れ
に
対
し
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
霊
魂
の
生
成
と
い
う
、
あ
る
い
は
世
界
霊
魂
を
介
し
た
知
性
界
か
ら
感
性
界
へ
の
移
行
と
い
う
同
じ
問
題
を
、
特
異

な
因
果
性
の
も
と
に
語
る
。 

 

し
か
し
、
因
果
性
は
二
つ
の
か
た
ち
を
と
り
う
る
、
時
間
の
な
か
で
の
発
生
が
問
題
で
あ
る
か
、
論
理
的
で
非
時
間
的
な
因
果
性
が
問
題
で
あ

る
か
に
応
じ
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
存
在
が
別
の
存
在
を
産
出
す
る
の
か
、
諸
々
の
帰
結
が
そ
の
原
理
か
ら
生
じ
る
の
か
に
応
じ
て
。
前
者
の

過
程
に
は
継
起
が
含
ま
れ
る
が
、
後
者
に
は
時
間
は
含
ま
れ
な
い
。
―
さ
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
問
題
と
な
る
因
果
性
は
、
そ
の
い
ず

れ
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
原
因
は
時
間
の
そ
と
に
あ
っ
て
、
結
果
が
時
間
の
な
か
に
あ
る
の
だ
。［
中
略
］
原
因
は
一
に
し
て
不
可
分
だ

が
、
結
果
は
多
性
そ
の
も
の
だ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
原
因
は
い
か
な
る
点
で
も
、
い
か
な
る
程
度
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
産
む
多
性
に
は
与
ら

な
い
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（C-IV. 50

）。 

 

「
不
可
分
」
な
「
一
」
か
ら
「
多
性
」
へ
の
流
出
は
、「
時
間
の
な
か
で
の
発
生
」
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
「
論
理
的
で
非
時
間
的
」
な
「
原
理
」
と

「
帰
結
」
の
関
係
で
さ
え
な
い
。
二
世
界
に
ま
た
が
る
仲
介
者
の
存
在
ゆ
え
に
、「
原
因
」
は
「
一
に
し
て
不
可
分
」
な
る
も
の
と
し
て
「
時
間
の
そ

と
に
あ
」
る
が
「
多
性
そ
の
も
の
」
で
あ
る
「
結
果
が
時
間
の
な
か
に
あ
る
」
、
そ
う
し
た
特
異
な
因
果
関
係
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に

こ
そ
、
形
而
上
学
的
翻
訳
た
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。 

さ
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
発
出
を
プ
ラ
ト
ン
哲
学
と
比
較
す
る
上
の
箇
所
で
、
注
目
す
べ
き
は
次
の
点
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
時
間
的
継
起
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な
ら
ぬ
位
階
の
序
列
で
あ
る
点
に
最
初
期
以
来
注
意
を
促
し
つ
づ
け
た
発
出
の
諸
段
階
を
、
時
間
の
そ
と
な
る
も
の
と
時
間
の
う
ち
な
る
も
の
と
の

関
係
と
し
て
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
分
割
と
多
性
の
原
理
と
し
て
の
時
間
に
着
目
し
な
が
ら
、
霊
魂
を
介
し
た
知
性
界
か
ら
感

性
界
へ
の
移
行
を
非
時
間
性
か
ら
時
間
性
へ
の
そ
れ
と
み
な
す
観
点
は
、
先
行
の
諸
講
義
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
本
講
義
中

で
は
、
し
ば
し
ば
知
性
界
に
「
永
遠
」
の
語
が
あ
て
ら
れ
（C-IV. 32, 40, 41, 57, 58, 66, 70, 77, 78

）、
二
世
界
を
媒
介
す
る
世
界
霊
魂
が
と
く
に

「
空
間
と
時
間
の
な
か
で
の
、
諸
イ
デ
ア
の
乗
り
も
の
」
と
呼
ば
れ
（C-IV. 49

）、
ま
た
質
料
は
「
時
間
と
空
間
に
お
け
る
無
際
限
な
も
の
」
と
定

義
さ
れ
る
（C-IV. 47
）（

11
）
。 

  

以
上
、
四
つ
の
講
義
を
年
代
順
に
検
討
し
て
き
た
。
一
連
の
検
討
を
通
じ
て
我
々
は
、
一
九
世
紀
末
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
お
も
に
発
出
の
局
面
に

即
し
て
、
一
貫
し
た
視
座
か
ら
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
を
次
第
に
確
立
す
る
の
を
み
た
。
彼
は
一
八
八
四
年
の
講
義
で
す
で
に
、
仲
介
者
を
た
て
て
一

と
多
を
調
停
せ
ん
と
す
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
努
力
を
い
く
ぶ
ん
強
調
し
て
い
た
。
次
い
で
一
八
九
四
年
に
は
、
そ
の
調
停
の
努
力
が
、
知
性
界
と
感

性
界
の
乖
離
と
い
う
問
題
設
定
の
な
か
で
論
じ
な
お
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
八
九
八
年
に
な
る
と
、
こ
の
着
眼
が
い
よ
い
よ
前
面
に
押
し
だ
さ
れ
る
と

と
も
に
、
二
世
界
に
ま
た
が
る
仲
介
者
を
経
た
一
な
る
知
性
界
か
ら
多
な
る
感
性
界
へ
の
移
行
は
、
不
可
分
な
永
遠
か
ら
分
割
を
は
ら
ん
だ
時
間
お

よ
び
空
間
へ
の
移
行
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
規
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
（
12
）
。 

 

二 

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
意
義 

  
 

二
‐
一 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
の
親
近
性
―
『
創
造
的
進
化
』 

 
 

二
‐
一
‐
一 

「
延
長
と
弛
緩
の
関
係
」 

 

ひ
る
が
え
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
二
〇
世
紀
の
諸
著
作
に
み
ら
れ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
へ
の
言
及
を
見
な
お
せ
ば
、
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
、
一
九
世
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紀
末
に
示
さ
れ
た
解
釈
を
反
映
し
て
い
る
。「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
そ
と
な
る
「
諸
イ
デ
ア
の
世
界
」
か
ら
「
行
動
」
の
世
界
へ
の
霊
魂
の
「
落
下
」

に
言
及
し
た
論
文
「
夢
」
の
一
節
（E.S. 887

）、「
行
動
は
観
想
の
減
退
で
あ
る
」
と
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
を
集
約
的
に
表
現
す

る
「
形
而
上
学
序
説
」、「
変
化
の
知
覚
」
お
よ
び
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
の
記
述
（P.M

. 1424, 1374, D
.S. 1163

）、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
完
成

者
と
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
重
視
す
る
「
形
而
上
学
序
説
」
や
『
創
造
的
進
化
』、『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
の
諸
頁
（P.M

. 1425, E.C. 761, 767-768, 

D
.S. 1161-1162

）、
こ
れ
ら
は
み
な
講
義
録
中
の
解
釈
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。 

そ
の
な
か
で
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
と
自
身
の
そ
れ
と
の
関
連
に
言
及
す
る
『
創
造
的
進
化
』
の
一

節
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
め
ぐ
る
諸
講
義
以
後
、
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
主
著
に
、
彼
は
次
の
よ
う
な
注
記
を
さ
し
挟
ん
で
い
る
。 

 

よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
我
々
が
本
章
で
設
け
る
「
延
長
（extension

）」
と
「
弛
緩
（distension

）」
の
関
係
は
、
あ
る
面
で
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
が
［
…
］
想
定
す
る
そ
れ
と
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
拡
が
り
（étendue

）
を
［
…
］
そ
の
［
根
源
的
存
在
の
］
減
退
と
し
、
こ
れ
を
［
…
］
発

出
の
最
終
的
な
諸
段
階
の
一
つ
と
み
る
際
に
想
定
す
る
関
係
と
似
か
よ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
古
代
の
哲
学
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
い
か
な
る
帰

結
が
数
学
に
関
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
く
、
諸
々
の
数
学
的
本
質

を
絶
対
的
な
現
実
に
ま
つ
り
あ
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
古
代
の
哲
学
は
、
持
続
と
延
長
と
の
ま
っ
た
く
外
的
な
類
似
に
欺
か
れ
て
し
ま

っ
た
。
前
者
を
後
者
と
同
様
に
あ
つ
か
い
、
変
化
を
不
動
性
の
破
損
と
、
感
性
的
な
も
の
を
知
性
的
な
も
の
の
堕
落
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
（E.C. 

673

）。 

 

諸
講
義
で
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
、
こ
こ
で
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
発
出
は
、「
不
動
」
の
知
性
界
か
ら
時
間
的
お
よ
び
空
間
的
な
「
変
化
」

す
る
感
性
界
へ
の
移
行
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
学
説
は
、
第
一
に
知
性
界
の
う
ち
な
る
「
数
学
的
本
質
」
を
「
絶
対
的
な
現
実
に
ま
つ

り
あ
げ
」
る
点
で
、
第
二
に
、「
持
続
」
す
な
わ
ち
時
間
的
な
も
の
と
「
拡
が
り
」
あ
る
い
は
空
間
的
な
も
の
と
を
感
性
界
の
う
ち
で
ひ
と
し
く
あ
つ
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か
う
点
で
、
誤
っ
て
い
る
。
た
だ
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
拡
が
り
」
を
「
根
源
的
存
在
」
の
「
減
退
」
の
最
終
段
階
と
す
る
考
え
か
た
に
は
、
自
ら
の

設
け
る
「
延
長
と
弛
緩
の
関
係
」
と
の
親
近
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
意
義
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
記
述
に
導
か
れ
つ
つ
、
彼
の
言
う
「
延
長
と
弛
緩

の
関
係
」
が
何
で
あ
る
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

二
‐
一
‐
二 
仲
介
者
を
経
た
持
続
か
ら
空
間
へ
の
移
行 

 

先
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
処
女
作
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
以
来
提
唱
し
て
き
た
、
内
的
時
間
と
し
て
の

「
持
続
」
概
念
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
空
間
と
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
箇
所
で
あ
り
、
問
題
の
「
延
長
と
弛
緩
の
関
係
」
も
そ
の
努
力
に
関
わ
る
。 

『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
「
持
続
」
は
、「
蓄
積
さ
れ
た
経
験
」
に
よ
っ
て
「
た
え
ず
伸
び
、
大
き
く
な
り
、
成
熟
す
る
」「
我
々
の
人
格
」
に

典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
（E.C. 499
）、
ひ
と
ま
と
ま
り
に
「
全
体
」
を
な
す
「
過
去
」
の
、「
現
在
へ
の
継
続
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
（E.C. 498

）

（
13
）
。「
最
も
内
的
に
感
じ
ら
れ
る
地
点
」
に
た
つ
と
き
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
「
持
続
」
に
「
も
ぐ
り
こ
む
」
わ
け
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、

そ
の
際
、
過
去
の
全
体
を
「
不
可
分
」
な
ま
ま
現
在
へ
「
お
し
入
れ
る
」
人
格
は
「
極
限
に
ま
で
緊
張
」
す
る
（E.C. 664-665

）。
さ
て
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
こ
う
し
て
「
様
々
な
部
分
」
を
「
相
互
浸
透
」
さ
せ
な
が
ら
「
ひ
と
つ
の
切
っ
先
に
集
中
」
す
る
人
格
の
持
続
の
上
方
に
、
こ
れ
ら
個
々
の

意
識
が
そ
こ
か
ら
の
「
減
衰
」
で
し
か
な
い
（E.C. 696

）、
い
っ
そ
う
緊
張
し
た
「
超
意
識
」
を
想
定
す
る
一
方
（E.C. 703, 716

）、「
緊
張
を
緩

め
」
た
個
々
の
人
格
が
「
相
互
に
外
在
的
な
い
く
千
も
の
記
憶
」
に
「
分
散
」
し
ゆ
く
（E.C. 665-666

）、
そ
の
弛
緩
の
坂
を
さ
ら
に
降
っ
た
先
に
、

外
的
な
拡
が
り
を
予
想
す
る
。 

 

だ
が
し
ば
ら
く
、
物
質
［
質
料
］
と
は
こ
れ
と
同
じ
運
動
が
よ
り
遠
く
へ
お
し
進
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
、
そ
れ
ゆ
え
物
理
的
な
も
の
は
単
に
心

理
的
な
も
の
の
反
転
だ
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
精
神
は
物
質
［
質
料
］
に
い
っ
そ
う
判
明
な
空
間
の
表
象
を
示
唆
さ
れ
る
や
、
空
間

の
う
ち
で
大
変
く
つ
ろ
ぎ
、
き
わ
め
て
自
然
に
そ
の
な
か
で
動
き
ま
わ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
空
間
の
表
象
を
、
精
神
は
自
ら
の
身
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に
起
こ
る
か
も
し
れ
ぬ
ゆ
る
み

．
．
．
（détente

）、
す
な
わ
ち
自
身
の
可
能
な
脱
緊
張

．
．
．
＝．
延
長
．
．
（extension

）
に
つ
い
て
抱
く
感
じ
の
な
か
で
、
暗
黙

の
う
ち
に
も
っ
て
い
た
。［
中
略
］
他
方
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
物
質
［
質
料
］
が
精
神
の
眼
差
し
の
も
と
で
自
ら
の
物
質
性
［
質
料
性
］
を
ま

す
ま
す
強
め
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。［
中
略
］
精
神
が
純
粋
空
間
に
関
し
て
形
成
す
る
表
象
は
、
こ
の
運
動
が
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
終
端
の

図
式
．
．
に
ほ
か
な
ら
な
い
。［
中
略
］
こ
の
よ
う
に
、
我
々
の
幾
何
学
の
空
間
と
諸
事
物
の
空
間
性
と
は
、
本
質
を
お
な
じ
く
す
る
二
項
の
相
互
的

な
作
用
反
作
用
に
よ
っ
て
［
…
］
産
み
だ
さ
れ
る
。
空
間
は
我
々
が
思
い
描
く
ほ
ど
我
々
の
本
性
と
無
縁
で
な
い
し
、
物
質
［
質
料
］
も
我
々

の
知
性
や
感
覚
が
思
う
ほ
ど
、
完
全
に
空
間
の
中
に
拡
が
っ
て
は
い
な
い
（E.C. 666-667

）。 

 

諸
部
分
を
相
互
浸
透
さ
せ
て
統
一
を
な
す
内
的
持
続
の
緊
張
が
ゆ
る
め
ば
、
人
格
は
分
割
へ
と
傾
く
。
外
的
な
「
拡
が
り
」
な
い
し
物
質
（
質
料
）

は
、
緊
張
す
る
内
的
持
続
の
か
か
る
「
ゆ
る
み
」
を
「
よ
り
遠
く
へ
お
し
進
め
」
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
精
神
」
も
し
く
は
「
知
性
」
が
「
ゆ
る

み
」
の
「
終
端
」
に
予
想
す
る
、
理
想
的
極
限
と
し
て
の
「
図
式
」
こ
そ
は
、
空
間
、
そ
れ
も
「
幾
何
学
」
的
空
間
で
あ
る
。
外
的
な
延
長
（extension

）

は
、
実
は
内
的
な
持
続
の
弛
緩
、
す
な
わ
ち
脱
緊
張
（ex-tension

）
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
創
造
的
進
化
』
で
、
知

性
を
空
間
の
側
に
ひ
き
寄
せ
つ
つ
（
14
）
、
持
続
と
拡
が
り
の
両
極
に
ま
た
が
る
「
脱
緊
張
＝
延
長
」
概
念
を
介
し
て
、
持
続
な
い
し
時
間
と
空
間
と

を
関
係
づ
け
る
。
く
だ
ん
の
「
延
長
と
弛
緩
の
関
係
」
と
は
、
こ
う
し
て
実
現
さ
れ
る
、
内
的
持
続
の
弛
緩
と
外
的
延
長
の
同
一
性
に
ほ
か
な
ら
な

い
。 

 

し
て
み
る
と
、
先
の
注
記
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
本
人
が
い
み
じ
く
も
述
べ
る
と
お
り
、
彼
の
言
う
「
延
長
と
弛
緩
の
関
係
」
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
発
出

の
構
図
と
、
な
る
ほ
ど
一
定
の
相
違
を
含
み
つ
つ
似
か
よ
っ
て
い
る
。
一
方
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
二
世
界
に
ま
た
が
る
世
界
霊
魂
と
い
う
仲
介
者

を
た
て
な
が
ら
、永
遠
に
し
て
不
動
の
一
な
る
知
性
界
か
ら
空
間
と
時
間
の
う
ち
で
変
化
す
る
多
な
る
感
性
界
へ
の
、減
退
に
よ
る
移
行
を
描
い
た
。

他
方
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
や
は
り
両
極
に
ま
た
が
る
脱
緊
張
＝
延
長
の
概
念
を
介
し
て
、
た
え
ず
変
化
し
つ
つ
も
統
一
を
な
す
極
限
的
持
続
と
し
て

の
超
意
識
か
ら
、
幾
何
学
的
知
性
に
も
近
し
い
、
分
割
を
は
ら
む
空
間
へ
と
弛
緩
を
通
じ
て
移
行
す
る
。
知
性
界
の
う
ち
な
る
永
遠
な
い
し
不
動
を
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出
発
点
に
、
感
性
界
の
な
か
の
時
間
お
よ
び
空
間
に
そ
っ
た
変
化
を
終
点
に
置
く
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
対
し
て
、
時
間
を
統
一
の
原
理
と
し
て
規
定
し

な
お
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
高
次
の
感
性
界
と
も
言
う
べ
き
そ
の
時
間
に
そ
っ
た
変
化
を
出
発
点
に
格
あ
げ
す
る
と
と
も
に
、
数
学
な
ら
び
に
知
性

を
い
わ
ば
降
格
さ
せ
、
ひ
と
り
終
点
に
の
こ
る
分
割
の
原
理
、
す
な
わ
ち
空
間
の
側
へ
こ
れ
を
ひ
き
寄
せ
る
。
こ
の
点
に
重
大
な
相
違
は
み
ら
れ
る

に
せ
よ
、
仲
介
者
を
経
た
、
一
か
ら
多
へ
の
減
退
も
し
く
は
弛
緩
に
よ
る
移
行
を
語
る
点
で
は
、
両
者
は
た
し
か
に
共
通
す
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
め
ぐ
る
諸
講
義
の
あ
と
最
初
の
主
著
に
お
い
て
、
相
違
を
含
み
つ
つ
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
あ
る
面
で
は
似
か

よ
っ
た
し
か
た
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
持
続
」
概
念
を
空
間
と
関
係
づ
け
る
。
こ
の
類
似
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
の
点
を
探
る
う
え
で
は
、『
創
造
的
進
化
』
の
七
年
後
に
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
で
行
な
わ
れ
た
「「
人
格
」
に
つ
い
て
の
一
一
の
講
演
」（
一
九
一
四
年
）

の
記
録
を
み
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。 

 

二
‐
二 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
視
点
の
反
転
―
「「
人
格
」
に
つ
い
て
の
一
一
の
講
演
」 

 

「
哲
学
の
中
心
的
問
題
と
み
な
し
う
る
」「
人
格
」
を
主
題
と
し
た
本
講
義
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
身
の
見
解
を
示
す
ま
え
に
、
ま
ず
は
先
達
の
考

え
を
、
わ
け
て
も
、
人
格
を
め
ぐ
る
の
ち
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
「
源
泉
」
と
さ
え
言
え
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
そ
れ
を
検
討
す
る
（M

. 1051

）。 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
「
第
一
に
人
格
の
理
論
で
あ
」
る
（M

. 1054

）。
と
い
う
の
も
、
彼
は
次
の
ご
と

き
問
題
か
ら
根
本
的
な
着
想
を
汲
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

我
々
の
人
格
は
い
か
に
し
て
、
一
方
で
一
も
し
く
は
単
一
で
あ
り
つ
つ
、
他
方
で
多
で
あ
る
か
。［
中
略
］
彼
［
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
］
は
、
我
々
各

人
が
「
低
い
ほ
う
の
本
性
に
お
い
て
」
多
で
あ
り
、「
高
い
ほ
う
の
本
性
に
お
い
て
」
単
一
な
の
だ
と
想
定
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
人
格
を

本
質
的
に
は
一
に
し
て
不
可
分
な
存
在
と
考
え
、
こ
れ
が
一
種
の
衰
弱
な
い
し
自
己
か
ら
の
逸
脱
に
よ
り
、
無
際
限
な
多
性
に
流
れ
落
ち
る
と

し
た
の
で
あ
る
。［
中
略
］
第
二
の
場
合
、
我
々
は
分
割
へ
傾
き
、
ま
す
ま
す
質
料
化
す
る
。
第
一
の
場
合
に
は
反
対
に
、
我
々
は
よ
り
精
神
的
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に
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
高
い
統
一
へ
向
か
う
（M

. 1055

）。 

 

思
索
の
歩
み
の
端
緒
で
、
い
か
に
し
て
人
格
を
「
一
」
と
「
多
」
の
両
方
に
与
ら
せ
る
か
と
頭
を
悩
ま
せ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
人
格
が
本
来
的
に

は
「
不
可
分
」
の
「
統
一
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
衰
弱
」
に
よ
り
「
質
料
化
」
し
「
無
際
限
な
多
性
」
に
「
分
割
」
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
で
こ
の
問

題
を
解
決
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
解
決
は
「
こ
と
ば
」
や
「
推
論
」
を
意
味
す
る
「
ロ
ゴ
ス
の
概
念
」
に
依
拠
し
て
い
た
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う

（M
. 1056

）。「
こ
と
ば
」
と
は
「
単
一
な
る
思
考
の
、
多
に
お
け
る
（
し
か
も
不
充
分
な
）
等
価
物
」
で
あ
り
、「
推
論
」
と
は
「
直
観
の
、
多
に

お
け
る
等
価
物
」
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
不
可
分
の
統
一
か
ら
無
際
限
な
多
性
へ
の
衰
弱
を
、
こ
の
よ
う
に
時
間
的
展
開
に
そ
っ
て
「
巻

物
を
解
く
」
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
た
た
め
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
人
格
の
二
様
態
を
区
分
す
る
際
、「
権
利
上
、
我
々
は
時
間
の
そ
と
に
あ
る
が
、
事
実

上
は
時
間
の
な
か
で
展
開
す
る
」
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
（
15
）
。 

 

端
緒
で
直
面
し
た
問
題
に
ひ
と
た
び
解
決
を
与
え
る
や
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
本
来
的
人
格
の
う
え
に
さ
ら
な
る
統
一
を
、
そ
し
て
衰
弱
し
た
人
格

の
し
た
に
い
っ
そ
う
の
分
割
を
求
め
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、「
神
、
知
性
的
な
も
の
、
身
体
を
伴
っ
た
魂
と
い
う
三
つ
の
原
理
的
な
も
の
の

理
論
」
、
お
よ
び
「
一
者
」
か
ら
の
「
流
出
」
と
「
回
帰
」
の
理
論
は
そ
の
帰
結
で
あ
る
（M

. 1057

）。 

こ
う
し
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
全
体
の
中
核
を
な
す
人
格
理
論
を
、
す
な
わ
ち
、
人
格
の
本
来
的
統
一
を
時
間
の
そ
と
に
置
き
、
質
料
化
し
多

に
分
割
さ
れ
た
そ
の
衰
弱
態
に
時
間
を
割
り
あ
て
る
人
格
理
論
を
検
討
し
た
あ
と
、
し
か
し
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
に
、「
内
的
時
間
を
ば
ら
ば

ら
の
諸
瞬
間
に
粉
砕
さ
れ
た
も
の
と
み
な
」
す
根
本
的
誤
謬
を
指
摘
す
る
（M

. 1056

）。
そ
し
て
、
自
身
は
講
演
の
後
半
部
で
、「「
不
可
分
な
持
続
」

と
い
う
［
…
］
考
え
」
に
訴
え
つ
つ
（M

. 1064

）、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
視
点
を
反
転
」
し
よ
う
と
す
る
（M

. 1058

）。
彼
は
ま
ず
、
時
間
の
う
ち

に
こ
そ
人
格
の
本
来
的
統
一
を
見
出
す
べ
く
、
持
続
に
お
け
る
「
変
化
」
の
「
不
可
分
」
性
に
注
目
し
（M

. 1062

）、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
、「
過
去
の

全
体
を
取
り
あ
つ
め
な
が
ら
未
来
を
創
造
す
る
、
連
続
的
な
前
方
へ
の
運
動
」
を
「
人
格
の
本
質
的
な
本
性
」
と
す
る
（M

. 1065

）。
他
方
で
彼
は
、

そ
の
不
可
分
な
持
続
の
「
人
為
的
」
諸
断
片
の
ほ
う
に
、
む
し
ろ
「
不
動
性
」
や
「
休
止
」
を
認
め
る
（M

. 1061

）。
要
す
る
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
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と
同
じ
く
統
一
か
ら
多
性
へ
の
分
散
を
語
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
出
発
点
の
統
一
に
時
間
を
割
り
あ
て
、
そ
の
分
割
さ
れ
た
諸
断
片
を

時
間
の
そ
と
に
置
く
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、「「
人
格
」
に
つ
い
て
の
一
一
の
講
演
」
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
時
間
の
そ
と
な
る
統
一
か
ら
時
間
の
う
ち
な
る
多
性
へ
降
る
、
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
流
の
人
格
理
論
を
意
図
的
に
反
転
し
て
、
変
化
し
つ
つ
も
不
可
分
な
持
続
か
ら
分
割
へ
と
降
り
て
ゆ
く
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
七
年
前
に
『
創

造
的
進
化
』
で
自
ら
言
及
し
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
の
類
似
お
よ
び
差
異
も
、
同
様
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

 

 
 

二
‐
三 

以
前
の
諸
著
作
と
の
比
較
―
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』、『
物
質
と
記
憶
』、「
形
而
上
学
序
説
」
― 

 

最
後
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
構
図
の
意
図
的
な
反
転
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
「
持
続
」
概
念
の
深
化
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
通
時
的
展
開
の
な
か

に
置
き
な
お
し
て
、
本
節
の
考
察
を
締
め
く
く
り
た
い
。 

 

一
八
八
九
年
の
処
女
作
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
に
お
い
て
最
初
に
「
持
続
」
概
念
を
掲
げ
た
と
き
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
「
拡
が
り
の
な
い
も
の
」
と
「
拡
が
り
」、「
質
」
と
「
量
」
と
の
不
当
な
「
混
同
」
を
戒
め
な
が
ら
（D

.I. 3

）、
持
続
と
空
間
を
き
び
し
く
峻
別

し
た
。
外
的
経
験
に
つ
い
て
空
間
を
感
性
の
ア･

プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
す
る
カ
ン
ト
の
所
説
に
同
意
し
な
が
ら
（D

.I. 62-64, 154

）、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

空
間
を
「
区
々
別
々
な
諸
項
が
配
列
さ
れ
る
等
質
の
環
境
」
と
規
定
し
（D

.I. 147

）、
そ
の
う
え
で
、
区
別
も
し
く
は
分
割
の
原
理
と
し
て
の
こ
の

空
間
を
、「
明
確
な
区
別
を
行
い
、
数
え
、
抽
象
し
［
…
］
話
す
」
と
い
っ
た
「
人
間
の
知
性
」
の
は
た
ら
き
の
準
拠
枠
と
み
な
す
（D

.I. 66

）。
し

か
し
、
内
的
経
験
の
形
式
た
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
空
間
と
同
様
に
こ
れ
を
諸
項
の
配
列
さ
れ
る
環
境
と
考
え
る
カ
ン
ト
に
異
を
唱
え
（ibid.

）、「
諸

要
素
の
相
互
浸
透
、
連
携
、
内
的
有
機
化
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
持
続
を
時
間
の
真
の
あ
り
よ
う
と
す
る
（D

.I. 68

）（
16
）
。
こ
う
し
て
彼
は
、

「
相
互
外
在
性
な
き
継
起
」
と
し
て
の
持
続
と
「
継
起
な
き
相
互
外
在
性
」
と
し
て
の
空
間
を
（D

.I. 72-73, 149

）、
あ
る
い
は
統
一
の
原
理
で
あ

る
持
続
と
分
割
の
原
理
で
あ
る
空
間
を
切
り
は
な
し
た
（
17
）
。 

 

と
こ
ろ
が
、
一
八
九
六
年
刊
行
の
第
二
主
著
『
物
質
と
記
憶
』
に
な
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
拡
が
り
の
な
い
も
の
と
拡
が
り
、
質
と
量
と
の
和
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解
」
の
道
を
模
索
し
は
じ
め
（M

.M
. 318

）、
そ
の
な
か
で
持
続
と
空
間
の
連
絡
の
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
第
一
に
、「
物
質
［
質

料
］
と
十
分
に
発
達
し
た
精
神
と
の
あ
い
だ
」
に
「
持
続
の
緊
張
」
の
「
無
限
の
段
階
」
を
想
定
し
（M

.M
. 355

）、
外
界
に
も
持
続
を
認
め
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
お
よ
そ
感
覚
的
な
も
の
を
「
延
長
」
と
よ
ん
で
、
こ
れ
を
「
分
割
さ
れ
た
拡
が
り
と
純
粋
な
非
拡
が
り
と
の
仲
介
者
」
と
し
（M

.M
. 

374

）、
内
界
を
も
な
ん
ら
か
拡
が
り
に
与
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、「
緊
張
．
．
（tension

）」
お
よ
び
「
延
長
．
．
（extension

）」
の
二
つ
の
媒
概
念
を
介
し
（M

.M
. 

318-319

）（
18
）
、
一
方
で
「
精
神
」
の
「
統
一
」
か
ら
「
分
割
可
能
な
物
質
［
質
料
］」
へ
と
降
り
、
他
方
で
後
者
か
ら
前
者
へ
昇
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
る
（M

.M
. 317

）（
19
）
。 

 

さ
ら
に
、
一
九
〇
三
年
の
論
文
「
形
而
上
学
序
説
」
で
は
、
持
続
の
緊
張
と
い
う
概
念
が
本
格
的
に
体
系
化
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
色
彩
の
「
ス

ペ
ク
ト
ル
」
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
上
限
の
「
生
け
る
永
遠
」
か
ら
「
物
質
性
［
質
料
性
］
の
定
義
と
な
ろ
う
」「
純
粋
な
反
復
．
．
」
な
い
し
「
純
粋
な

同
質
」
に
い
た
る
ま
で
、「
緊
張
」
の
度
合
い
に
応
じ
た
諸
々
の
持
続
の
系
列
を
語
る
（P.M

. 1419

）（
20
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
処
女
作
に
お
い
て
最
初
に
、
知
性
と
も
親
和
的
な
分
割
の
原
理
と
し
て
の
空
間
と
統
一
の
原
理
た
る
持
続
と
を
き

び
し
く
峻
別
し
た
あ
と
、
世
紀
の
変
わ
り
目
を
ま
た
い
で
、
緊
張
や
延
長
と
い
っ
た
媒
概
念
を
介
し
、
両
者
の
連
絡
の
回
復
に
努
め
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
先
述
の
と
お
り
、
一
九
〇
七
年
に
は
、
一
な
る
知
性
界
と
多
な
る
感
性
界
と
に
ま
た
が
っ
て
仲
介
者
を
た
て
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
構
図
を
利

用
し
な
が
ら
、
た
だ
し
、
知
性
を
降
格
さ
せ
て
空
間
の
側
へ
ひ
き
寄
せ
、
か
わ
り
に
高
次
の
感
性
界
と
も
い
う
べ
き
持
続
を
昇
格
さ
せ
る
こ
と
で
そ

の
視
点
を
反
転
し
、
彼
は
つ
い
に
、
脱
緊
張
＝
延
長
を
介
し
た
持
続
と
空
間
と
の
連
絡
を
果
た
す
。
し
て
み
る
と
、
一
九
世
紀
末
に
確
立
さ
れ
た
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
視
点
の
反
転
を
経
て
持
続
と
空
間
の
連
絡
を
実
現
し
た
『
創
造
的
進
化
』
は
、
そ
れ
に
先
だ
つ
一
連
の
模

索
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
身
の
概
念
装
置
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
構
図
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
一
〇
年
来
の
自
ら
の
問
題
意
識
に

こ
た
え
た
の
で
あ
る
。 
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結
語 

  

第
一
節
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
あ
つ
か
う
諸
講
義
を
年
代
順
に
検
討
し
、
一
九
世
紀
末
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
一
貫
し
た
視
座
か
ら
解
釈
を
し
だ

い
に
確
立
す
る
の
を
み
た
。
最
初
期
の
講
義
以
来
の
着
眼
を
最
後
に
は
自
覚
的
に
前
面
へ
押
し
だ
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
結
局
、
永
遠
の
一
な
る
知

性
界
か
ら
時
間
と
空
間
の
う
ち
で
分
割
さ
れ
た
多
な
る
感
性
界
へ
、
二
世
界
に
ま
た
が
る
仲
介
者
を
た
て
な
が
ら
移
行
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
の
努
力
を
強
調
し
た
の
だ
っ
た
。 

第
二
節
で
は
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
哲
学
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
た
か
を
考
察
し
た
。
一
連
の
講

義
の
の
ち
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
主
著
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
ら
も
言
及
す
る
と
お
り
、
相
違
を
含
み
つ
つ
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ

ス
と
あ
る
面
で
は
似
か
よ
っ
た
し
か
た
で
、「
持
続
」
概
念
を
空
間
と
関
係
づ
け
る
。
永
遠
な
る
知
性
界
の
統
一
か
ら
時
間
と
空
間
の
な
か
で
の
分
割

へ
降
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
対
し
、
お
な
じ
く
両
極
に
ま
た
が
っ
て
仲
介
者
を
た
て
な
が
ら
、
知
性
を
空
間
の
側
に
ひ
き
寄
せ
る
一
方
、
統
一
の
原
理

と
し
て
規
定
し
な
お
さ
れ
た
持
続
と
し
て
の
時
間
を
出
発
点
に
移
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
一
な
る
持
続
か
ら
分
割
を
は
ら
ん
だ
空
間
へ
の
移
行
を
語

る
。
の
ち
の
講
演
を
あ
わ
せ
読
む
な
ら
ば
、
か
か
る
類
似
と
差
異
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
視
点
の
反
転
に
よ
る
意
図
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る

し
、
ま
た
以
前
の
諸
著
作
と
比
較
検
討
す
れ
ば
、
こ
う
し
て
実
現
さ
れ
た
持
続
と
空
間
の
連
絡
が
、
そ
れ
に
先
だ
つ
一
連
の
努
力
の
集
大
成
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
と
も
み
え
て
く
る
。 

 

以
上
の
点
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
は
、
持
続
を
空
間
と
あ
ら
た
め
て
関
係
づ
け
る
う
え
で
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を

有
し
た
と
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
悩
ま
せ
た
一
と
多
の
対
立
を
か
つ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
克
服
し
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
構
図
を
、
そ
の
視
点
を
反
転
し
つ
つ
利
用
し
て
、
統
一
の
原
理
で
あ
る
持
続
と
分
割
の
原
理
で
あ
る
空
間
と
の
対
立
を
克
服
し
た
の

で
あ
る
（
21
）
。 
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凡
例 

 ベ
ル
ク
ソ
ン
（Henri Bergson

）
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
略
号
と
と
も
に
頁
数
を
本
文
中
に
示
す
。
強
調
は
す
べ
て
原
著
者
、［
］
は
引
用
者
の
補
足
で
あ
る
。 

Œuvres, édition du centenaire(1959), P.U.F., 1991. 
Essai sur les données im

m
édiates de la conscience, 1889. (D

.I.) 
M

atière et M
ém

oire, 1896. (M
.M

.) 
L’évolution créatrice, 1907. (E.C

.) 
L’énergie spirituelle, 1919. (E.S.) 
Les deux sources de la m

orale et de la religion, 1932. (D
.S.) 

La pensée et le m
ouvant, 1934. (P.M

.) 
Mélanges, André Robinet(éd.), P.U.F., 1972. (M.) 

Cours I-IV, Henri Hude(éd.), P.U.F., 1990-2000. (C-I., C-II., C-III., C-IV.) 

Correspondances, André Robinet(éd.), P.U.F., 2002. (C.) 

 

註 
 

（
１
）
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
本
文
中
で
言
及
さ
れ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
は
、
あ
く
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
解
釈
し
た
か
ぎ
り
の
そ
れ
で
あ
る
。
原
典
を
参
照
し
つ
つ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
解
釈
の
妥
当
性
を
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
を
こ
え
る
。 

 

な
お
本
稿
は
、
拙
稿
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
フ
ィ
ヒ
テ
観
―
ポ
ス
ト
・
カ
ン
ト
の
哲
学
の
あ
る
べ
き
姿
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
』、
一
五
号
、
二
〇
〇

七
年
、
六
五
‐
七
四
頁
）
と
深
く
関
連
す
る
。
こ
の
論
文
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
フ
ィ
ヒ
テ
的
シ
ェ
マ
の
反
転
を
経
て
ポ
ス
ト
・
カ
ン
ト
の
哲
学
を
構
築
し
た
こ

と
を
論
じ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
、
彼
が
フ
ィ
ヒ
テ
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
親
近
性
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
ん
ど
は
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
の
受
容
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。 

（
２
）
一
九
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
付
の
Ｈ
・
Ｍ
・
カ
レ
ン
宛
の
手
紙
（M

. 1192
）、
一
九
三
四
年
一
〇
月
三
〇
日
の
Ｊ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
に
対
す
る
発
言
（Jacques 

Chevalier, Entretiens avec Bergson, Plon, 1959, pp. 214-215

）、
一
九
三
九
年
五
月
三
一
日
付
の
Ch
・
ウ
ェ
ル
ナ
ー
宛
の
手
紙
（C

. 1626

）
等
を
参
照
。 

（
３
）
年
代
順
に
以
下
の
と
お
り
。Rose-M

arie M
ossé-B

astide, Bergson et Plotin, P.U
.F., 1959. Em

ile B
réhier, “Im

ages plotiniennes, im
ages bergsoniennes,” 

Les études bergsoniennes II, P.U
.F., 1949, pp. 105-128. Lydie A

dolphe, La dialectique des im
ages chez Bergson, P.U

.F., 1951. Jean Fouvert, “M
ystique 

plotinienne, m
ystique bergsonienne,” Les études bergsoniennes X, P.U

.F., 1973, pp. 5-71. 

清
水
誠
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
霊
魂
論
』
、
創
文
社
、
一
九
九
九
年
。

田
中
敏
彦
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
」、『
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
カ
Ⅱ
―
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
原
型
と
水
脈
』、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
九
三
‐
三
〇
六

頁
。
土
屋
靖
明
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
―
美
の
（
形
）
相
と
直
観
―
」、『
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
研
究
』、
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
三

‐
一
一
八
頁
。
な
か
で
も
、
一
な
る
も
の
に
よ
る
多
の
産
出
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
お
よ
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
根
底
に
認
め
る
モ
セ
＝
バ
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ス
テ
ィ
ッ
ド
や
（M

ossé-B
astide, op.cit., p. 402

）、「
精
神
的
緊
張
の
弛
緩
が
物
質
的
延
長
を
創
り
出
す
と
い
う
空
間
＝
延
長
論
」
に
両
者
の
類
似
を
、
そ
し

て
「
時
間
の
極
限
と
し
て
の
永
遠
か
永
遠
の
転
落
と
し
て
の
時
間
か
と
い
う
時
間
＝
持
続
論
」
に
差
異
を
求
め
る
田
中
は
（
田
中
、
前
掲
論
文
、
三
〇
四
‐
三

〇
五
頁
）
、
そ
の
点
で
本
稿
と
関
心
を
共
有
す
る
。 

（
４
）
凡
例
に
挙
げ
た
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
講
義
録
』
全
四
巻
の
ほ
か
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。 “Cours 1885-1886,” Jean Bardy, Bergson professeur, L’harm

attan, 1998, 
pp. 101-212. Leçons clerm

ontoises I-II, R
enzo R

agghianti(éd.), L’harm
attan, 2003-2006. “H

istoire de l’idée de tem
p,” Annales bergsoniennes I, 

Frédéric W
orm

s(éd.), P.U
.F., 2002, pp. 17-68. “H

istoire de la m
ém

oire et de la m
étaphysique,” Annales bergsoniennes II, Frédéric W

orm
s(éd.), P.U

.F., 
2004, pp. 17-149. 

（
５
）
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
関
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
講
義
を
取
り
あ
げ
た
先
行
研
究
は
、
年
代
順
に
以
下
の
と
お
り
。 Pierre M

agnard, “B
ergson interpréte de Plotin,” 

Bergson, naissance d’une philosophie, actes du colloque de Clerm
ont-Ferrand, 1990, pp. 111-119. 

内
藤
純
郎
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
古
代
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

ス
ム
」、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』、
六
号
、
二
〇
〇
一
年
、
二
‐
一
五
頁
。
土
屋
、
前
掲
論
文
。
内
藤
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
」、『
ベ
ル
ク
ソ

ン
読
本
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
四
‐
一
二
三
頁
。
な
お
、
註
（
二
）
に
挙
げ
た
著
作
で
モ
セ
＝
バ
ス
テ
ィ
ッ
ド
は
、
自
身
の
比
較
研
究
に

着
想
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
九
〇
一
‐
一
九
〇
二
年
に
行
な
っ
た
（
当
時
も
現
在
も
未
刊
行
で
あ
る
）『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
第
六
巻
九
章
を
め

ぐ
る
講
義
の
記
録
に
触
れ
て
い
る
（M

ossé-B
astide, op.cit., pp. 9-13. 

た
だ
し
、
モ
セ
＝
バ
ス
テ
ィ
ッ
ド
自
身
は
こ
の
講
義
を
聴
講
し
て
い
な
い
）。 

（
６
）
こ
の
ほ
か
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
心
理
学
」
と
題
さ
れ
た
講
義
（
一
八
九
七
‐
一
八
九
八
年
）
と
、

『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
第
四
巻
お
よ
び
『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
第
六
巻
九
章
の
解
説
（
一
八
九
七
‐
一
八
九
八
年
、
一
九
〇
一
‐
一
九
〇
二
年
）
を
行
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
（M

. 413, 512-513

）
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
い
ま
の
と
こ
ろ
公
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
う
ち
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
心
理
学
」
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ

の
証
言
を
み
る
限
り
（Chevalier, op.cit., p. 265
）、
我
々
が
こ
こ
で
検
討
す
る
、
こ
れ
と
同
時
期
の
講
義
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て
の
講
義
」
に
類
似
の
も

の
だ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。 

（
７
）
諸
々
の
イ
デ
ア
の
座
と
し
て
の
知
性
が
多
重
的
一
者
と
も
よ
ば
れ
、
そ
の
一
性
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
に
お
け
る
諸
イ
デ
ア

の
関
係
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
モ
ナ
ド
論
的
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
や
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て

の
講
義
」
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
各
イ
デ
ア
が
そ
れ
ぞ
れ
に
他
の
す
べ
て
の
イ
デ
ア
を
表
象
す
る
と
言
い
、
そ
う
や
っ
て
相
互
に
融
合
し
た
諸
イ
デ
ア
の
全
体
を

知
性
と
み
な
し
て
い
る
（C

-IV. 31, 66, 68, 76, 77, 141-142

）。
ま
た
、
彼
は
『
創
造
的
進
化
』
で
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
流
の
「
知
性
的
な
も
の
」
と
「
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
」
と
の
親
近
性
に
通
り
す
が
り
に
言
及
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
注
記
を
付
し
て
、
か
つ
て
両
者
の
親
近
性
を
本
格
的
に
論
じ
た
ら
し

い
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
八
九
七
‐
一
八
九
八
年
の
講
義
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
心
理
学
」
を
挙
げ
て
い
る
（E.C

. 793-794

）。 

（
８
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、『
国
家
』
第
一
〇
巻
、『
パ
イ
ド
ン
』、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』、『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』、
そ
し
て
な
か
ん
ず
く
、「
不
可
分
な
本
質
」

と
「
分
割
可
能
な
本
質
」
の
「
混
交
」
に
よ
る
霊
魂
の
形
成
が
語
ら
れ
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
あ
る
（C

-IV. 39, 70

）。 

（
９
）
内
包
さ
れ
た
発
出
と
回
帰
を
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
う
ち
に
認
め
る
こ
こ
で
の
主
張
は
、
先
の
「
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
」
の
記
述
―
プ
ラ
ト
ン
が
統
一
的
な
神
と
諸
事
物

と
を
お
り
合
わ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
記
述
―
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
い
ま
は
こ
の
点
に
は
深
入
り
し
な
い
。 

（
10
）『
ベ
ル
ク
ソ
ン
講
義
録
』
の
編
者
ユ
ー
ド
が
適
切
に
も
注
釈
す
る
よ
う
に
（C

-IV. 265-266
）
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
、『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
第
三
巻
五
章
「
エ
ロ

ス
に
つ
い
て
」
九
節
の
次
の
一
節
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。「
物
語
（
ミ
ュ
ー
ト
ス
）
は
、
そ
れ
が
真
に
物
語
の
名
に
値
す
る
も
の
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
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話
の
内
容
を
時
間
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
諸
存
在
の
多
く
が
同
じ
と
こ
ろ
に
同
時
に
存
在
し
て
い
る
ば
あ
い
で
も
、
そ
こ
に
序
列
や
力
の
ち
が

い
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
こ
れ
を
別
々
に
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
中
略
］
そ
し
て
物
語
は
、
最
善
を
つ
く
し
て
教
え
終
え
た
後
な
ら
ば
、
こ
れ
を
理
解
し

た
者
に
、
そ
の
区
別
し
た
も
の
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
る
」（『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』
第
二
巻
、
水
地
宗
明
・
田
之
頭
安
彦
訳
、
中
央
公
論

社
、
一
九
八
七
年
、
三
〇
一
頁
）。 

（
11
）
一
に
し
て
不
可
分
な
知
性
界
の
永
遠
に
対
し
、
感
性
界
に
は
時
間
お
よ
び
空
間
を
割
り
あ
て
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
分
割
と
多
性
の
原
理
と
な
す
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の

思
想
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
と
く
に
『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
第
三
巻
七
章
「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」
の
参
照
を
促
し
て
い
る
（C

-IV. 40

）。 

（
12
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
か
か
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
は
、
同
時
代
的
な
環
境
の
な
か
で
い
か
な
る
程
度
の
独
自
性
も
し
く
は
一
般
性
を
有
し
た
の
か
。
現
時
点
で
は
こ

の
点
を
追
求
す
る
用
意
が
な
い
。
た
だ
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
一
世
代
あ
と
の
哲
学
史
家
で
あ
り
、『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
全
巻
の
対
訳
（
一
九
二
四
‐

一
九
三
八
年
）
を
も
の
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
レ
イ
エ
（
一
八
七
六
‐
一
九
五
二
年
）
は
、
一
九
三
一
年
の
書
物
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
世
界
霊

魂
に
言
及
し
て
、
こ
れ
を
、
知
性
界
と
感
性
界
の
両
世
界
に
は
た
ら
き
か
け
る
仲
介
者
と
し
て
い
る
（Em

ile B
réhier, H

istoire de la philosophie, Tom
e I- 2, 

Félix A
lcan, 1931, p. 459. 

ち
な
み
に
、
ブ
レ
イ
エ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
学
生
時
代
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
八
九
七
‐
一
八
九
八
年
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン

ス
で
行
な
っ
た
『
エ
ン
ネ
ア
ス
』
第
四
巻
の
解
説
を
聴
講
し
、
お
お
い
に
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
の
ち
に
明
か
し
て
い
る
。C

f. B
réhier, “Im

ages plotiniennes, 
im

ages bergsoniennes,” op.cit., pp. 107-108

）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
も
さ
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
は
、
あ
と
で
み
る
よ
う
に
、
彼
の
そ
の
後
の
思
想
的
進
展
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
き
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。 

（
13
）
先
行
の
諸
著
作
に
お
け
る
概
念
規
定
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
二
‐
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
14
）
空
間
と
知
性
の
親
和
性
に
つ
い
て
は
、
空
間
を
知
性
の
準
拠
枠
と
み
な
す
次
の
記
述
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。「
知
覚
さ
れ
る
の
は
色
の
つ
い
た
抵
抗
あ
る

拡
が
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
的
な
諸
物
体
の
輪
郭
が
描
く
線
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
物
体
を
構
成
す
る
現
実
的
な
要
素
的
諸
部
分
の
輪
郭
が
描
く
線

に
よ
っ
て
、
分
割
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
素
材
に
働
き
か
け
る
我
々
の
力
能
を
、
す
な
わ
ち
好
き
な
よ
う
に
そ
れ
を
解
体
し
、
再
構
成
す
る
我
々
の

能
力
を
思
い
う
か
べ
る
と
き
、
我
々
は
こ
れ
ら
可
能
な
解
体
や
再
構
築
を
、
ひ
と
ま
と
め
に
現
実
的
な
拡
が
り
の
背
後
に
、
そ
の
下
に
横
た
わ
る
等
質
、
空
虚

で
無
差
別
な
空
間
の
か
た
ち
で
投
影
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
空
間
は
な
に
よ
り
も
、
諸
事
物
に
対
す
る
我
々
の
可
能
な
行
動
の
図
式
で
あ
る
［
…
］。［
中
略
］

そ
れ
は
、
人
間
の
知
性
の
製
作
的
傾
向
を
象
徴
す
る
表
象
な
の
だ
」 (E.C

. 628) 

。 

（
15
）
統
一
か
ら
多
性
へ
降
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
構
図
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ロ
ゴ
ス
の
語
を
あ
て
る
の
は
、
実
は
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
前
節
で
最
後
に
検
討
し

た
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て
の
講
義
」
に
お
い
て
も
、
永
遠
の
知
性
界
か
ら
時
間
お
よ
び
空
間
の
う
ち
な
る
感
性
界
へ
降
っ
た
イ
デ
ア
が
と
き
に
ロ
ゴ
ス
と

よ
び
か
え
ら
れ
る
し
（C

-IV. 30, 44, 66

）、
本
節
冒
頭
で
み
た
、
自
身
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
の
関
係
に
言
及
す
る
『
創
造
的
進
化
』
の
注
記
の
な
か
で
も
、
引

用
文
の
直
前
の
箇
所
で
ロ
ゴ
ス
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（E.C

. 673

）。 

（
16
）
持
続
に
お
け
る
諸
要
素
の
相
互
浸
透
と
い
う
論
点
は
、
と
き
に
、
各
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
に
他
の
す
べ
て
の
要
素
を
表
象
す
る
、
モ
ナ
ド
論
的
な
モ
デ
ル
と
合
流

す
る
（D

.I. 66, 68, 108, 109

）。 

（
17
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
持
続
の
空
間
化
を
批
判
す
る
の
み
な
ら
ず
（D

.I. 51, 66, 68-69, 74, 81, 83-85, 92, 103, 126, 130, 144-145, 148-156

）
、
外
界
に
持
続
を
認
め

る
こ
と
も
控
え
る
（D

.I. 75, 77, 80, 137-138, 148-149

）。 

（
18
）
し
か
し
な
が
ら
、
延
長
を
脱
緊
張
（ex-tension

）
す
な
わ
ち
緊
張
の
弛
緩
と
み
る
の
ち
の
『
創
造
的
進
化
』
と
異
な
り
、『
物
質
と
記
憶
』
で
は
、
緊
張
と
延
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長
の
両
概
念
は
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
。 

（
19
）
た
だ
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
精
神
と
物
質
（
質
料
）
と
を
あ
ゆ
み
寄
ら
せ
る
際
、
物
質
（
質
料
）
を
分
割
の
原
理
た
る
等
質
的
空
間
と
は
区
別
し
て
い
る
（M

.M
. 

318, 323, 341, 343-347, 351-354, 374

）。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
の
ち
の
『
創
造
的
進
化
』
と
異
な
り
、
持
続
の
弛
緩
の
極
限
に
空
間
そ
の
も
の
が
位
置
づ
け

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
持
続
と
空
間
の
連
絡
は
、
そ
の
可
能
性
を
ひ
ら
か
れ
な
が
ら
も
い
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。 

（
20
）
弛
緩
の
極
限
と
し
て
の
物
質
性
（
質
料
性
）
を
、
空
間
概
念
に
も
通
ず
る
純
粋
な
等
質
に
よ
っ
て
定
義
す
る
点
で
、
本
論
文
は
先
の
『
物
質
と
記
憶
』
に
比
し

て
、
持
続
と
空
間
と
を
め
ぐ
る
『
創
造
的
進
化
』
の
シ
ェ
マ
に
い
っ
そ
う
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
。 

（
21
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
発
出
が
応
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
回
帰
の
側
面
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
不
可
避
的
に
巻
き
こ
む
で
あ
ろ
う
価
値
論
的
問
題
と
あ
わ
せ
、
い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。 

 


