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序　

論

　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス（P

lotinos, 205-270
）に
始
ま
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
、

西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
哲
学
、
神
学
、
宗
教
、
歴
史
、

文
学
、
芸
術
、
科
学
技
術
、
政
治
等
の
諸
思
想
に
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

き
た
ひ
と
つ
の
思
想
で
あ
る
。

　
哲
学
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
の
影
響
は
、
西
洋
中
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま

で
、大
き
く
作
用
し
て
い
る
。例
え
ば
、ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス（A

ugu
stinu

s, 
354-430

）
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』（E

nn
ead

es
）
の
数
編

の
ラ
テ
ン
語
訳
を
読
み
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
い
わ
ゆ
る
神
秘
体
験
を
な

し
た
こ
と
が
『
告
白
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
体
験
が
、
彼
の
回
心

と
後
の
思
想
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
ま
た
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（T
hom

as A
qu

in
as, 1225-1274

）の「
神
の
概
念
」は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

（A
ristoteles, 384-322B

C

）
よ
り
も
む
し
ろ
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
第
二

段
階
の
「
存
在
者
・
知
性
・
生
命
」
の
概
念
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
理

解
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
今
こ
の
国
に
お
い
て
も
、
近
世
初
頭
の
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
思
想
へ
の
影
響
は
ブ
ル
ー
ノ
（B

ru
no, 1548-1600

）
や
フ
ィ
チ
ー

ノ
（F

icino, 1433-1499

）
等
の
研
究
を
通
し
て
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
ま
た
近
世
哲
学
、
な
か
で
も
ド
イ
ツ
観
念
論
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル（H

egel, 
1770-1831

）
等
へ
の
影
響
は
既
に
精
力
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

現
代
哲
学
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
（B

ergson
, 1859-1941

）

へ
の
影
響
も
、同
様
に
研
究
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

　
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
西
洋
人
の
複
雑
な
心
理
状
況

を
反
映
し
な
が
ら
も
、
西
洋
思
想
史
の
背
景
を
形
成
す
る
重
要
な
一
要
素
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
は
豊
饒
な
未
開
拓
分
野
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
影
響
作
用
史
的

研
究
は
今
後
さ
ら
に
進
む
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
哲
学
史
上
に
お
い
て
考
察
さ
れ
続
け
て
来
た
テ
ー

マ
の
ひ
と
つ
に「
一
と
多
」の
問
題
が
あ
る
。こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
古
来
の
テ
ー

マ
で
あ
り
、そ
の
地
平
は
、千
変
万
化
す
る「
多
」な
る
自
然
万
有
の
中
に
一

つ
の
不
動
の
原
理
（a

jrc
hv

）
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
自
然
万
有
を
捉
え
よ
う

と
す
る
志
向
性
に
お
い
て
拓
か
れ
て
き
た
。
哲
学
以
前
、
つ
ま
り
哲
学
の
黎

明
と
も
さ
れ
る
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
神
話
は
、
生
け
る
自
然
万
有
の
、
一
見
無
秩

序
か
つ
多
彩
多
様
に
展
開
す
る
現
象
の
中
に
、
ゼ
ウ
ス
の
意
志
、
と
り
わ
け

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
一
と
多
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そ
の
「
掟
と
正
義
」
を
見
出
し
、
こ
れ
を
「
一
」
な
る
「
万
有
の
原
理
」
と
し

て
、
こ
こ
か
ら
人
間
を
含
む
生
け
る
自
然
万
有
を
秩
序
立
て
て
捉
え
よ
う
と

意
図
し
て
い
る
。

　
こ
の
意
図
は
哲
学
の
営
み
に
受
け
継
が
れ
、
最
初
の
哲
学
者
タ
レ
ス

（T
h

ales, c.585B
C

）
は
、「
水
」
を
生
け
る
自
然
万
有
の
根
源a

jrc
hv

と

し
て
見
出
し
、
こ
れ
か
ら
万
有
を
眺
め
て
、
世
界
観
と
し
て
の
哲
学
を
創
始

し
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、哲
学
と
は
、最
勝
義
に
は
、人
間
と
自
然
を

含
む
万
有
に
関
す
る
観
方
を
形
成
す
る
視
座
と
な
る
べ
き
「
万
有
の
根
源

（a
jrc

h; tẁ
n p

a
vnw

n

）」
の
探
究
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
自
然
神
学
が
中
心

に
な
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
捉
え
方
は
素
朴
で
古

風
過
ぎ
て
、
現
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

哲
学
の
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
哲
学
の
原
点
に
一

旦
立
ち
戻
り
、哲
学
の
原
初
の
姿
を
見
つ
め
直
し
、そ
の
本
来
の
姿
を
考
え
、

ま
た
未
来
の
姿
を
模
索
す
る
際
に
は
、
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
ひ
と
つ

の
捉
え
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
ご
と
く
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
後
期
に

あ
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
的
営
為
全
体
を
或
る
仕
方
で
整
序
し
総
括

し
た
一
人
で
あ
る
。
今
回
は
彼
の
「
一
と
多
」
を
巡
っ
て
、
そ
の
意
味
を
可

能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　　
周
知
の
ご
と
く
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
以
来
、「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
」（
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
原
型
）
は
基
本
的
に
次
の
四
つ
の
段
階
か

ら
な
る
体
系
を
持
つ
。「
一
者to; e{n

」

－「
知
性oJ noù~

・
存
在
者to; o[n

・

生
命hJ zw

hv

」

－「
魂hJ y

uc
hv

」

－「
物
体to; s

ẁ
m
a

」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一

者
を「
万
有
の
根
源
」と
し
て
、
こ
れ
か
ら
順
次
に「
多
」な
る
各
段
階
が
発

出
し
、
さ
ら
に
逆
の
順
序
を
経
て
一
者
な
る
根
源
に
帰
還
す
る
、
と
い
う
円

環
的
世
界
観
を
提
示
し
て
い
る
。

　
拙
論
で
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
第
五
巻
第
三
論
文
を
取
り

上
げ
る
。
こ
の
論
文
は
、著
作
順
序
と
し
て
四
九
番
目
に
執
筆
さ
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
最
晩
年
の
著
作
群
に
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

こ
に
は
成
熟
し
た
彼
の
思
想
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
思
想
は
後
代
の
プ
ロ
ク
ロ
ス
（P

roclos,412-485

）
に
お
け
る

「
一
と
多
」の
思
想
に
大
き
く
影
響
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　

論

第
１
章　

知
性

§
１　

知
性
と
は

　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
一
と
多
」
を
考
察
す
る
前
に
先
立
っ
て
、
必
要
な
範

囲
で
「
知
性
と
は
何
か
」
を
見
て
お
こ
う
。
取
り
上
げ
る
箇
所
は
『
エ
ネ
ア

デ
ス
』
第
五
巻
第
三
論
文
第
一
〇
章
（
以
下
、V

3
[49],10 / V

3,10

等
と

略
記
）
で
あ
る
。
こ
の
章
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
はV

3
[49],1-9

ま
で
の
知
性

に
関
す
る
探
究
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

(i) 「
一
者
」は
そ
も
そ
も「
見
る
こ
と
」を
全
く
必
要
と
し
な
い
が
、一
者

の
次
の
も
の
で
あ
る
「
知
性
」
は
「
自
己
を
見
る
こ
と
」
を
必
要
と
す

る
。（
な
ぜ
な
ら
、
知
性
は
自
己
を
認
識
し
て
、
知
性
と
し
て
完
成
す

る
か
ら
で
あ
る
。）

(

8)

(

11)

(
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(ii) 

む
し
ろ
、知
性
は
現
に「
自
己
を
見
る
こ
と
」を
持
っ
て
い
る
。

(iii) 
知
性
は
必
然
的
に
「
見
る
能
力
を
持
つ
も
のoJra

tikovn

」
で
あ
り
、
し

か
も
か
の
も
の（
知
性
自
身
）を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(iv) 

知
性
の
実
体
は「
見
る
働
きo{ra

s
i~

」で
あ
る
。（「
見
る
働
き
」は
、何

か
他
の
存
在
す
る
も
のo[n ti a

[llo

を
対
象
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
し
、そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
無
い
な
ら
ば
、「
見
る
働
き
」

は
空
し
く
な
る
。）

　
　

§
２　

知
性
の「
見
る
働
き
」

　
次
に
、知
性
の「
見
る
働
き
」に
的
を
絞
っ
て
ま
と
め
て
い
る
。

(i) 

知
性
は
「
見
る
働
き
」
を
完
成
す
る
為
に
、
そ
の
対
象
と
し
て
「
何
ら

か
の
存
在
者o[n ti

」を
必
要
と
す
る
。

(ii) 

さ
ら
に
、
知
性
の
見
る
働
き
は
、
見
ら
れ
る
対
象oJra

tovn

と
一
致
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
いs

unekp
ivp

tein

。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
認
識
論
の
原
則
に
そ
っ
て
い
る
。

(iii) 

し
か
し
と
は
言
え
、
完
全
に
一
な
る
も
のto; e}n p

a
vnth

で
あ
れ
ば
、

働
き
か
け
る
対
象
を
持
た
な
い
の
で
、全
く
静
止
し
て
し
ま
うp

a
vnth 

s
thvs

eta
i

。
と
い
う
の
も
、何
か
が
働
く
限
り
、「
働
く
主
体
」と「
働

き
を
受
け
る
も
の
」
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、「
働
く
主
体
」

し
か
な
け
れ
ば
、「
働
き
を
受
け
る
も
の
＝
働
き
の
対
象
」
が
無
い

の
で
、
静
止
す
る
他
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
働
く
者to; 

ejnerg
oùn

は
、
(a) 

外
部
の
他
者
に
対
し
て
働
く
か
、
(b) 

自
分
自
身
の

内
で
働
く
か
で
あ
る
が
、
後
者 

(b) 

の
場
合
に
は
、
働
く
者
は
何
か
多

重
の
も
のp

oluv ti

（
少
な
く
と
も
「
働
く
主
体
」
と
「
働
き
を
受
け

る
も
の
」）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
知

性
の「
見
る
働
き
」が
後
者 

(b) 

に
属
す
る
な
ら
ば
、
知
性
の「
見
る
働

き
」
に
お
い
て
は
、「
見
ら
れ
る
も
の
」
は
全
て
（
全
体
）
に
お
い
て
、

多p
lh̀qo~

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
　

　
こ
こ
に
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
実
在
的
にsecu

ndum
 

rem

」と「
観
念
的
にsecu

ndum
 rationem

」と
い
う
概
念
を
援
用
し
て
解

釈
す
れ
ば
、V

3
[49],1-9

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
知
性
」

が
「
見
る
働
き
」
と
「
見
ら
れ
る
対
象
」
と
に
一
致
す
る
の
は
、
知
性
が
「
実

在
的
に
」捉
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て「
知
性
」が

「
見
る
働
き
」と「
見
ら
れ
る
対
象
」と
に
区
別
さ
れ
て「
多
」と
な
る
の
は
、

そ
れ
が「
観
念
的
に
」捉
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

§
３　

直
知
に
お
け
る
同
一
性
と
差
異
性

　
と
こ
ろ
で
、働
く
者
の 

(a) 

と 

(b) 

の
両
方
に
お
い
て
、そ
の
働
き
全
部
が
静

止
す
る
な
ら
ば
、こ
の
も
の
は
直
知
す
ら
し
な
い
こ
と
に
な
る
。こ
れ
が「
一

者
」で
あ
る
。

　
し
か
し
、
知
性
の
働
き
は
何
よ
り
も
内
部
に
お
け
る
働
き
で
あ
っ
て
(b) 

、

「
知
性
（
直
知
者to nooùn

）」
は
、「
直
知
す
るnoeìn

」
と
き
に
は
、（
観
念

的
に
は
）二
に
お
い
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
直
知novhs

i~

は
、
常
に
差
異
性eJterovth~

の
中
に
あ
り
、
且

つ
必
然
的
に
同
一
性ta

ujtovth~

の
中
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
直
知
さ
れ

る
も
の
」
は
、
知
性
（
直
知
者
）
と
「
異
な
っ
て
お
り
且
つ
同
じ
」
も
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
直
知
さ
れ
る
も
の
は
「
実
在
的
に
は
」
知
性
（
直
知
者
）

と
同
一
で
あ
る
が
、「
観
念
的
に
は
」異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
直

(

13)

(

14)

(

15)

(

16)

(
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(
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知
さ
れ
る
も
の
」は
同
一
性
と
差
異
性
を
担
っ
て
い
る
。

　§
４　

直
知
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス

　
直
知
さ
れ
る
も
の
の
各
々
は
、
ロ
ゴ
スlovg

o~

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
言

わ
れ
て
い
る
「
ロ
ゴ
ス
」
と
は
、
別
の
表
現
を
す
れ
ば
「
観
念ratio

」
な
い

し
「
イ
デ
アideae
」
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ゴ
ス
の
議
論
は
「
実
在

的
に
」で
は
な
く
て「
観
念
的
に
」な
さ
れ
る
。

　
こ
の
ロ
ゴ
ス
は
「
直
知
さ
れ
る
も
の
」
の
数
に
対
応
し
て
多
数
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、そ
れ
ら
は
互
い
に「
観
念
的
に
」区
別
さ
れ
、混
同
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
性
が
直
知
す
る
対
象
は
「
別
々
の
も
の
」a

[llo 

ka
i; a

[lli

を
内
に
持
つ
も
の
で
あ
る
。
知
性
は
そ
の
よ
う
な
も
の
し
か
直
知

で
き
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
互
い
に
「
識
別
」
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

識
別
は
観
念
的
に
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
「
実
在
的
に
」
単
純
な
る
も
の
で
あ
る
知
性
は
、「
観
念
的
に
」

区
別
さ
れ
て
、多
数
の
ロ
ゴ
ス（
観
念
）を
持
つ
こ
と
に
な
る
。し
た
が
っ
て
、

知
性
は
自
己
を
直
知
す
る
と
き
に
、
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
た
自
己
を
認
識

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

 

　
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
る
な
ら
ば
、
も
し
知
性
が
、
観
念
の
次
元
に
で
な

く
て
実
在
の
次
元
に
お
い
て「
一
で
不
可
分
な
も
の（
＝
単
純
な
も
の
）」に

目
を
向
け
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
見
て
」、
そ
の
結
果
「
観
念
を
持
つ
こ
と
」
に

な
る
が
、
そ
れ
は
「
実
在
の
次
元
」
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
観
念
を

持
つ
の
は
観
念
の
次
元
を
お
い
て
以
外
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
は
、「
実
在
の
次
元
」に
お
い
て
は
如
何
な
る
ロ
ゴ
ス（
観
念
）

を
も
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
、
ロ
ゴ
ス
を
見
出
せ
な
い

の
な
ら
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
う
こ
と
も
、
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
も
し
、
実
在
の
次
元
に
お
い
て
、「
全
く
部
分
の
な
い
も
のto; 

a
jm
ere;~ p

a
vnth

（
＝
単
純
な
も
の
）」
が
自
分
自
身
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
最
初
に
自
分
で
な
い
も
のa

} m
h; ejs

tin

を
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
例
え
ば
、「
私
は
P
で
あ
る
」と
言
う
な
ら
、そ
れ
は
私
と
P
と

に
分
裂
し
て
、
も
は
や
「
全
く
部
分
の
な
い
も
の
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
由
で
、
そ
れ
は
も
う「
実
在
的
に
」多
く

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
有
り
得
な
い
。
　

　
ま
た
、
も
し
、
実
在
の
次
元
に
お
い
て「
全
く
部
分
の
な
い
も
の
」が「
私

は
こ
れ
で
あ
るeijm

i; tovde

」
と
語
る
場
合
に
は
、
次
の
四
つ
の
場
合
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(i) 

も
し
、「
全
く
部
分
の
な
い
も
の
」が
自
分
と
異
な
る
何
か
を
そ
の「
こ

れtovde

」と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
自
分
と
異
な
る
部
分
を
実
在

的
に
持
つ
こ
と
に
な
り
、誤
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

(ii) 

ま
た
も
し
、そ
れ
が
、自
分
に
附
帯
す
る
も
の（
附
帯
性s

um
bebhkov~

）

を
「
こ
れ
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
も
の
で
あ
る
自
分
（
少
な

く
と
も
実
体
と
そ
れ
に
附
帯
す
る
も
の
を
持
つ
自
分
）
を
言
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
も
実
在
的
に
多
と
な
り
、誤
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

(iii) 

あ
る
い
は
、
そ
れ
は
「
で
あ
る
、
で
あ
る
」
ま
た
「
私
は
、
私
は
」
と
言

う
他
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
無
意
味
な
言
表
に
な

る
。

(iv) 
で
は
、「
私
」と「
こ
れ
」の
二
つ
の
も
の
だ
け
が
存
在
し
て
い
て
、一

方
が
「
私
と
こ
れ
」
と
言
う
な
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
「
全

く
部
分
の
な
い
も
の
」
が
既
に
二
と
い
う
「
多
」
を
実
在
的
に
持
つ
こ

(
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と
に
な
り
、矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
に
し
て
も
実
在
の
次
元
に
お
い
て
は
「
全
く
部
分
の

な
い
も
の
」が
自
分
を
語
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。「
語
る
」の
は
観
念
の
次

元
に
お
い
て
以
外
に
は
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
一
先
ず
の
結
論
で
あ
る
が
、
知
性
の
直
知
と
い
う
働
き
が
直
知
対

象
と
一
致
す
る
の
は
「
実
在
的
に
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
性
が
直
知
す
る

場
合
は
、「
観
念
に
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
（
＝
直
知
者
）
は
直
知
対

象
の
あ
れ
と
こ
れ
と
異
な
る
部
分e{teron ka

i; e{teron

を
捉
え
ね
ば
な
ら

ず
、
他
方
、
直
知
対
象
は
、
知
性
の
直
知
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
故
、多
数
の
観
念
と
な
っ
て
、多
様
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
な
け
れ
ば
、知
性
の
直
知
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

§
５　

直
知
と
一
者

　
続
い
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
接
触qivxi~

」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。

接
触
と
は
、「
語
る
」
や
「
直
知
」
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
「
触
覚ejp

a
f
hv

」

だ
け
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
接
触
は
、
知
性
（
直
知
者
）
が
未
だ
生

じ
て
い
ず
、
ま
た
触
れ
る
者
は
直
知
し
な
い
者
だ
か
ら
、
知
性
以
前
の
も
の

p
ronoùs

a

で
あ
る
。
接
触
は
、
い
わ
ば
一
者
の
内
に
あ
っ
て
合
一
し
未
分
な

る
者
の
知
覚
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
接
触
と
は
合
一
と
直
知
の

中
間
の
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し「
知
性
」は
直
知
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、知
性
に「
接
触
」は
無
い
。

知
性
は
、「
自
己
認
識
」
を
為
す
の
で
あ
る
か
ら
観
念
の
次
元
に
あ
っ
て
は

単
純
な
も
のa

Jp
loùn

に
留
ま
っ
て
お
れ
ず
、
自
分
で
「
自
分
を
直
知
す
る

者
」
と
「
直
知
対
象
」
と
に
二
分
す
る
。
た
と
え
沈
黙
し
て
自
己
を
理
解
す

る
と
し
て
も
、で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
一
者
」
は
直
知
を
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
直
知
以
前

p
ro; toù noh̀s

a
i

に
は
、
一
者
の
下
に
有
る
限
り
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る

uJp
a
vrxei

の
で
、
直
知
に
よ
っ
て
新
た
に
学
ぶ
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
知
性
の
よ
う
に
自
己
探
究
の
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
余
計
な

こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
結
論
と
し
て
は
、
一
者
は
自
分
に
対
し
てp

ro;~ a
ujtov

そ
の
ま

まa
uJtov

留
ま
っ
て
い
てm

evnei

、
自
分
に
つ
い
てp

eri; a
uJtoù

探
究
は
し

な
い
の
で
、
一
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
知
性
は
自
己
展
開
す
る

ejxelivttei

も
の
で
、
実
在
的
に
は
「
単
純
な
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
観
念
的

に
は「
多
な
る
も
のp

olla
v

」で
あ
る
。

第
２
章　

一
者
探
究
の
方
法
論
的
反
省

§
１　

善
一
者
論

　
さ
て
次
に
、V

3
[49],12

に
お
い
て
、
認
識
の
存
在
論
的
な
分
析
か
ら

「
一
者
」が
絞
り
出
さ
れ
て
い
く
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、一
者
自

体
は
「
何
ら
か
の
も
の
」
の
以
前
にp

ro; toù “ ti;”

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も

し
、一
者
が「
何
ら
か
の
一e{n ti

」で
あ
れ
ば
、「
何
ら
か
の
も
のti;

」に
よ
っ

て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
「
一
」
と
「
何
ら
か
の
も
の
」

と
か
ら
な
り
、既
に
そ
れ
は
一
そ
の
も
のa

ujtoevn

・
一
者to; e{n

で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、一
者
は「
何
ら
か
の
も
の
」を
伴
わ
な
い
一e{n

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
認
識
す
る
こ
とg

nw
vs
kein

は
「
何
ら
か
の
一
」
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
「
認
識
す
る
こ
と
」
は
「
一
つ
の
働
きejnevrg

ein

」
で
あ
り
、
働
き
は

実
在
的
な「
何
かti;

」で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、一
者
自
体
は「
認
識
す
る
働
き
」で
は
な
く
、ま
た
そ
れ
を
必

(
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で
は
「
一
者
論
（
善
一
者
論
）
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
一
つ
の
大
き
な
特

徴
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
止
め
よ
う
。
勿
論
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
多
彩
な

思
想
が
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
一
言
で
特
徴
付
け
る
こ
と
は

十
分
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
哲
学
・
神
学
を
西
洋
中
世
以

降
の
そ
れ
と
対
比
し
た
時
に
、
善
一
者
論
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
・
神
学
の
「
一

つ
の
」
し
か
も
「
大
き
な
」
特
徴
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
を
見
過

ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

§
２　

問
題
提
起

　
さ
て
、
一
者
が
す
べ
て
の
存
在
者
を
超
え
、
そ
の
名
称
も
無
い
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
我
々
は
一
者
に
関
し
て
は
何
も
語
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、「
我
々
は
一
者
に
関
し
て
、
我
々
自
身
に
と
っ
て

hJm
ìn a

ujtoì~

可
能
な
限
り
指
し
示
そ
う
と
試
み
る
」
と
述
べ
る
。
プ
ロ
テ
ィ

ノ
ス
は
、「
一
者
そ
の
も
の
に
と
っ
て
」
つ
ま
り
「
一
者
そ
の
も
の
の
立
場

か
ら
」で
は
な
く
て
、「
我
々
に
と
っ
て
」つ
ま
り「
我
々
人
間
の
立
場
か
ら
」

一
者
に
つ
い
て
何
と
か
語
ろ
う
と
努
力
す
る
。

　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、V

3,13

に
お
い
て「
一
者
」に
つ
い
て
種
々
に
語
っ

て
き
は
し
た
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
事
柄
は
一
体
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の

で
あ
ろ
う
か
、
い
や
む
し
ろ
、
一
者
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
っ
て
来
た
の
で

あ
ろ
う
か
、と
反
省
を
深
め
て
い
る
。

　
そ
し
て
次
章
のV

3,14

に
お
い
て
一
者
の
探
究
法
に
反
省
が
加
え
ら
れ

る
。
と
い
う
の
も
、こ
こ
で
方
法
論
を
考
察
し
て
、特
に「
一
者
を
語
る
こ
と

（henologia

）」の
意
義
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
こ
れ
以
上
有
意
味

に
考
察
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は

「
我
々
は
一
体
如
何
な
る
仕
方
で
一
者
に
つ
い
て
語
る
の
か
」
と
問
う
。
こ

要
と
し
さ
え
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
一
者
は
「
認
識
の
彼
方
にejp

evkeina
 

g
nw

vs
ew

~

」
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
認
識
主
体
（
第
二
の
本
性
）
は
知
性

で
あ
る
か
ら
、
一
者
は「
知
性
の
彼
方
にejp

evkeina
 noù

」あ
る
こ
と
に
も
な

る
。
ま
た
、一
者
は
自
足
者
で
あ
る
ゆ
え
、認
識
だ
け
で
は
な
く
て
、何
も
の

を
も
必
要
と
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、一
者
は
、真
実
本
当
に
は「
言
表
さ
れ
得

な
い
も
のa

[rrhton
」
で
あ
る
こ
と
が
帰
結
し
て
く
る
。
一
者
を
何
と
言
う

に
し
て
も
、言
う
以
上
は「
何
か
」を
言
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、「
す
べ
て
の
も
の
の
彼
方
に
あ
り

ejp
evkeina

 p
a
vntw

n

、か
つ
最
も
崇
高
な
知
性
の
彼
方
に
あ
る
も
のejp

evkeina
 

toù s
em

nota
vtou noù

」
と
い
う
表
現
が
一
者
を
表
す
唯
一
の
真
実
な
表
現

で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
こ
れ
は
一
者
の
名
称
で
は
な
い
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
一
者
は
「
す
べ
て
の
も
の
の
中
の
何
か
で
は
な
く
、
知
性
で
も

な
く
、
さ
ら
に
そ
の
名
称
は
な
く
、
一
者
に
は
何
も
述
語
さ
れ
な
い
」
と
い

う
否
定
的
な
内
容
と
な
る
。

　
こ
こ
か
ら
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
一
者
は
、
す
べ
て
の
も
の
・
存
在

者
の
彼
方
に
あ
る
ゆ
え
に
、
存
在
者
の
地
平
、
つ
ま
り
存
在
論ontologia

（ < ontos-logos < on legein

存
在
者o[n

を
語
る
）
に
包
括
さ
得
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
存
在
論
に
お
い
て
は
論
じ
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
性
を

持
つ
こ
と
が
自
ず
と
判
明
す
る
。
こ
こ
に
存
在
論
を
越
え
た
「
一
者
論
」

henologia

（< henos-logos < hen legein

一
者e{n

を
語
る
）
の
地
平

が
出
現
す
る
。
し
か
し
、こ
の
一
者
論
は
当
然
、存
在
論
を
包
摂
し
、存
在
論

よ
り
広
い
地
平
で
、
存
在
論
で
は
尽
く
せ
な
い
語
り
方
で
、
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
い
っ
た

い
如
何
な
る
仕
方
で
扱
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
探
究
は
現
代
哲
学
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
こ

(
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の
章
か
ら
、「
一
者
を
語
る
」語
り
方
、
し
た
が
っ
て「
善
一
者
論
」の
方
法

に
関
す
る
考
察
が
始
ま
る
。
　

　§
３　
「
一
者
を
語
る
」方
法
へ
の
反
省

　V
3,13

ま
で
に
お
い
て
「
一
者
に
つ
い
て
の
何
かti; p

eri; a
ujtoù

」
が
語

ら
れ
て
来
た
と
は
言
え
、「
一
者
自
体a

ujtov

」が
語
ら
れ
、認
識
さ
れ
、直
知

さ
れ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」
と
「
一
者

自
体
」
と
を
明
確
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
我
々
人
間
は
、「
一

者
自
体
」を
そ
の
ま
ま
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
我
々
は「
一
者
自
体
」

の
認
識
も
直
知
も
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

我
々
は
少
な
く
と
も
「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
、

と
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、わ
れ
わ
れ
人
間
の「
一

者
に
つ
い
て
の
語
り
」
の
可
能
性
を
拓
こ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
一
者
を

語
る
」と
い
うhenologia

の
可
能
な
地
平
を
拓
こ
う
と
す
る
。

　
ま
た
、「
一
者
」
は
「
神
」
で
も
あ
る
か
ら
、
神
と
置
き
換
え
れ
ば
、

henologia

は「
神
を
語
る
」theologia

（< theou-logos < theon legein

）

と
も
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
善
一
者
論
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
神
学
の
一

つ
で
あ
る
。

　
　
§
４　

一
者
を「
持
つ
」

　
そ
こ
で
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
も
し
我
々
が
一
者
の
認
識
に
よ
っ
て
一
者

を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
我
々
は
一
者
に
つ
い
て
語
る
の
か
。

ま
た
、
一
者
を
全
く
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
畳
み
か
け
て
自

問
す
る
。
つ
ま
り
、我
々
は
一
者
を
持
つ
こ
とe[c

ein

が
全
く
で
き
ず
、ま
た

語
る
こ
とlevg

ein

も
で
き
な
い
の
か
、と
自
問
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
こ
う
自
答
す
る
。
我
々
は
一
者
を
持
っ

て
い
る
が
、
そ
の
程
度
は
零
パ
ー
セ
ン
ト
で
も
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
も
な

く
て
、
そ
の
中
間
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」

を
語
り
、か
つ「
一
者
自
体
」は
語
れ
な
い
と
い
う
程
度
に
、一
者
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
我
々
が
語
る「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」と
は「
一
者
で
は

な
い
も
の
」で
あ
り
、
我
々
が
語
れ
な
い「
一
者
自
体
」と
は「
一
者
で
あ
る

も
の
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」
と
「
一
者
自
体
」
と
が

区
別
さ
れ
て
、
そ
の
間
隙
に
我
々
が
「
一
者
を
持
つ
」
こ
と
が
で
き
る
微
妙

で
繊
細
な
地
平
が
拓
か
れ
る
。
こ
れ
が
一
者
論
の
地
平
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
が
語
る「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」と
は「
一
者
自
体
」

で
は
な
く
て
「
一
者
よ
り
も
後
の
も
の
」
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
我
々
が
一

者
に
つ
い
て
「
一
者
よ
り
後
の
も
の
か
ら
」
何
か
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の「
一
者
よ
り
後
の
も
の
」と
は
、
直
接
的
に
は「
第
二
段
階
の
知
性
」お
よ

び
「
知
性
に
内
在
す
る
も
の
」
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に

は「
知
性
」に
お
い
て
、一
者
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と（henologia

）が

可
能
な
地
平
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、我
々
が「
一
者
自
体
」を
語
る
こ
と
は
出
来
な

い
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
仕
方
で
何
ら
か
の
程
度
に
、「
一
者
自
体
」
を
持

つ
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
、と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、我
々
が
、知
性

に
帰
還
し
て
「
純
粋
な
知
性 noù~ ka

qa
rov~

」
を
持
つ
時
に
、
次
の
こ
と
を
、

神
託
か
ら
の
如
く
に
、告
げ
知
ら
さ
れ
る
と
言
う
。

(i) 
我
々
が
持
つ
「
純
粋
な
知
性
」
は
、
内
な
る
知
性oJ e[ndon noù~

で
あ

り
、
自
ら
の
実
体oujs

iva

を
与
え
る
。（
こ
れ
は
知
性
の
自
己
帰
還
を

意
味
す
る
。）

(
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(ii) 

と
こ
ろ
が
、
一
者
は
、
実
体
で
は
な
く
、
実
体
・
存
在
者
よ
り
も
優
れ

且
つ
よ
り
強
力
で
偉
大
で
あ
る
。

(iii) 
ま
た
、
一
者
は
、
ロ
ゴ
ス
、
知
性
、
知
覚
よ
り
も
強
力
で
、
そ
れ
ら
を
下

位
の
段
階
に
提
供
し
は
す
る
が
、
そ
れ
自
体
は
ロ
ゴ
ス
、
知
性
、
知
覚

で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
我
々
は
「
一
者
を
持
つ
こ
と
」
が
可
能
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
こ
れ
が
、「
一
者
に
つ
い
て
何
か
」
を
我
々
が
語
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
根
拠
で
あ
り
、「
純
粋
な
知
性
」
に
内
在
す
る
「
一
者
に
つ
い
て
の

何
か
」の
内
容
で
あ
る
。

　
　

§
５　

否
定
の
道

　
以
上
に
基
づ
い
て
、
我
々
人
間
は
「
一
者
自
体
」
を
直
接
的
に
語
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
「
一
者
に
つ
い
て
の
何
か
」
は
語
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
一
者
に
関
し
て
間
接

的
認
識
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
神
学
（
特
殊
形

而
上
学
）
の
方
法
論
が
現
れ
て
い
る
の
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は

言
え
、我
々
が
何
ら
か
の
仕
方
で「
知
る
」（

≠

持
つ
）こ
と
が
で
き
る
の
は
、

「
知
性
の
段
階
」ま
で
で
あ
る
。
知
性
よ
り
上
位
の「
一
者
」の
認
識
は
不
可

能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
者
は
認
識
者
・
知
性
の
成
立
以
前
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
一
者
へ
の
言
及
は
基
本
的
に
は
「
否
定
の

道via negativa

」と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ま
た
、我
々
が
一
者
を
本
当
に「
持
つ
こ
と
」が
で
き
る
と
す
れ
ば
、「
認

識
や
直
知
」
と
言
う
間
接
的
な
仕
方
で
は
な
く
て
「
合
一
」
と
い
う
直
接
的

な
仕
方
に
よ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、そ
の
た
め
に
は「
全
て
を
取
り
去
れ
」

と
言
う
。
こ
の
命
法
が
彼
の
一
者
探
究
の
最
終
究
極
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ

は
最
早
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
や
存
在
論
を
超
え
出
た
地
平
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
否
定
の
道
」は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る「
神
は〈
不
死

な
る
者
〉
か
つ
〈
知
者
〉
で
あ
る
が
、
人
間
は
〈
死
す
べ
き
者
〉
か
つ
〈
無
知

者
〉
で
あ
る
」
と
い
う
神
と
人
間
の
対
比
的
理
解
に
始
ま
り
、
ク
セ
ノ
パ
ネ

ス
の
擬
人
神
批
判
や
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
そ
れ
ま
で
の
哲
学
へ
の
批
判
の
中

で
哲
学
的
に
反
省
が
加
え
ら
れ
練
ら
れ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統
的
な
神

学theologia

の
手
法
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
れ
は
時
代
を
重
ね
て
さ

ら
に
彫
琢
さ
れ
、
特
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
深
め

ら
れ
て
、プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
至
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
、
や
が
て
西
洋

中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
手
法
に
な
っ
て
い
く
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

第
３
章　

一
と
多
：
一
者
と
知
性

§
１　

問
題
提
起

　
さ
て
次
に
、V

3,15

に
お
い
て
は
「
一
者
か
ら
多p

lh̀qo~

が
発
出
さ
れ

る
仕
方
」に
つ
い
て
探
究
さ
れ
る
。V3,14

末
を
受
け
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、

一
者
は
ロ
ゴ
ス
で
も
知
性
で
も
知
覚
で
も
な
い
と
す
る
な
ら
、
一
者
は
ど
の

よ
う
に
し
て
そ
れ
ら
を
提
供
す
る
の
か
、
(i) 

一
者
が
こ
れ
ら
を
持
っ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
か
、
(ii) 

そ
れ
と
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
と
問

う
。 

　
も
し
(i) 
で
あ
る
な
ら
、
一
者
が
そ
れ
ら
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す

る
と
、
一
者
は
単
純
な
も
の
で
な
く
な
る
。
し
か
る
に
一
者
は
全
く
単
純
な

(
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も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
(i)
の
場
合
は
成
り
立
た
な
い
。
で
は
、
も
し
(ii)
で

あ
れ
ば
、
一
者
は
そ
れ
ら
を
持
っ
て
い
ず
、
持
っ
て
な
い
も
の
か
ら
ど
の
よ

う
に
し
て
多
が
生
じ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
す
る
と
探
究
す
べ
き
問
題
は

「
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
全
く
一
〉to; p

a
vnth e{n

で
あ
る
も
の
か
ら
〈
多
〉
が

生
じ
る
の
か
」
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
端
的
な
形
で
定
式
化
す
れ
ば
「
ど
の

よ
う
に
し
て
一
者
か
ら
多
が
生
じ
る
の
か
」で
あ
る
。

　§
２　

探
究
の
前
提

　
こ
れ
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、考
察
の
冒
頭
に
、唐
突
と
も
思
え
る
仕
方
で
、

「
い
や
、
か
の
も
の
か
ら
生
じ
た
も
のto; ejx ejkeivnou

は
か
の
も
の
と
同
じ

で
は
な
い
に
違
い
な
い
」
と
宣
言
す
る
。
な
ぜ
彼
は
突
然
こ
の
よ
う
な
言
葉

を
探
究
の
最
初
に
託
宣
の
如
く
言
い
放
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
こ

の
よ
う
な
宣
言
を
す
る
こ
と
に
躊
躇
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
深
い
意
味
が
洞
察
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
も
し
、
か
の
も
の（
一
者
）か
らejk

生
じ
た
も
の
が
、
か
の
も
の（
一
者
）

と
同
等
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
じ
た
も
の
は
か
の
も
の
（
一
者
）
と
区
別
が
出

来
ず
、
か
の
も
の
（
一
者
）
は
か
の
も
の
（
一
者
）
の
ま
ま
で
、
結
局
か
の
も

の（
一
者
）と
異
な
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

か
の
も
の
（
一
者
）
か
ら
は
「
多
な
る
」
こ
の
世
界
は
出
現
し
て
来
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、こ
の
世
界
は「
事
実
」と
し
て「
多
」で
あ
る
。

こ
れ
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
だ
け
で
な
く
誰
に
と
っ
て
も
明
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
か
の
も
の（
一
者
）か
ら
は
最
初
に
か
の
も
の（
一
者
）と
異
な
る

も
の
が
生
じ
た
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　

　
以
上
の
こ
と
を
洞
察
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
多
な
る
こ
の
世
界
が
存
在

し
て
い
る
と
い
う
「
事
実
」
を
無
条
件
的
に
受
け
入
れ
て
、
こ
れ
を
前
提
と

な
し
て
探
究
を
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ク
ロ
ス
も
ま
た
同
様
に
、
考

察
の
最
初
に
「
世
界
は
多
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
無
条
件
的
に
前
提
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
無
条
件
的
な
前
提
は
、他
の
哲
学
者
、例
え
ば
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
等
、
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
か
か
る
論
証
以
前
の
前
提
は
、

哲
学
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
前
提
を
如
何
に
取
る

か
に
よ
っ
て
、そ
の
哲
学
の
性
格
が
根
本
的
に
規
定
さ
れ
る
。

　
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
唐
突
と
も
思
え
る
か
か
る
無
条
件
的
な
前
提
は
、
一

者
の
探
究
が
、
単
な
る
観
念
内
の
思
弁
的
操
作
で
は
な
く
て
、「
誰
に
と
っ

て
も
自
明
で
あ
る
事
実
か
ら
出
発
す
る
」探
究
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

  §
３　

一
者
か
ら
出
た
も
の
は
一
者
よ
り
も
劣
る

　
す
る
と
、論
理
的
に
は
、か
の
も
の（
一
者
）か
ら
生
じ
た
も
の
は
、
(i) 

か

の
も
の
（
一
者
）
よ
り
も
優
れ
て
い
るtoù eJno;~ bevltion

か
、
(ii) 

そ
れ
と

も
優
れ
て
い
な
い
（
劣
っ
て
い
る
）
か
の
何
れ
か
に
な
り
、
こ
の
二
つ
以
外

に
選
択
肢
は
な
い
。

　
も
し
、
(i) 

で
あ
る
な
ら
、一
者
よ
り
生
じ
た
も
の
は
、一
者
よ
り
も
優
れ
、

一
者
を
全
く
超
え
て
い
る
も
の
と
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
体
何
な
の
か
、

が
問
題
と
な
る
。

　
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
は
、「
よ
り
優
れ
る
」
と
は
「
よ
り
一
」、「
よ
り
単

純
な
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
一
者
は
「
全
き
一
」、「
全
て

の
中
で
最
も
単
純
な
も
の
」で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
意
味
で
、か
の
も

の
よ
り
優
れ
、
か
の
も
の
を
超
え
る
も
の
は
何
も
存
在
し
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
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え
、
(i) 

の
場
合
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
る
と
こ
ろ

は 
(ii) 
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
者
か
ら
生
じ
た
も
の
は
、
一
者
よ
り
優
れ
て

は
な
く
（
＝
よ
り
劣
っ
て
い
てc

eivron

）、「
一
者
よ
り
欠
け
て
い
る
」
の
で

あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
「
上
位
の
も
の
が
生
ん
だ
下
位
の
も
の
は
上
位
の
も

の
よ
り
も
劣
る
」
と
一
般
化
さ
れ
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
以
降
の
全
て
の
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
原
則
と
な
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
プ

ロ
ク
ロ
ス
『
神
学
綱
要
』
命
題
七
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

  §
４　
「
一
な
る
多
」と「
一
な
る
全
て
」

　
次
に
、「
一
者
よ
り
欠
け
て
い
る
も
の
」と
は
何
か
、が
問
わ
れ
る
。
一
者

よ
り
欠
け
て
い
る
も
の
は
「
一
で
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
は

「
多
く
の
も
のp

olla
v

」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
も
、
そ
れ
に

も
拘
わ
ら
ず
一
者
を
求
め
て
い
るejf

ievm
enon 

。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
も
の

が「
一
な
る
多e}n p

olla
v

」で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
一
で
な
い
も
の
の
全
て
（
多
）
は
一
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ

て「
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
のo{p

er ejs
tiv

」と
し
て
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、例
え
、多
く
の
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
も
、一

に
な
っ
て
い
な
い
も
の
（
統
一
さ
れ
て
い
な
い
も
の
）
は
、
人
が
そ
れ
を
何

と
呼
ぼ
う
と
も
、
未
だ「
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」（
本
質
を
持
っ
た
も

の
）
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
。
我
々
が
何
か
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
そ
れ
が
一
と
な
っ
て
お
り（
統
一
体
）、「
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の

（
本
質
）」が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、我
々
は「
本
質
」な
ら

語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
多
な
る
も
の
は
、
一
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
さ
れ
て
、

一
つ
の
も
の
と
し
て
、
本
質
（o{ ejs

ti

）
を
持
ち
、
そ
し
て
存
在
す
る
。
そ
こ

か
ら
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
一
」は「
存
在
」の
原
因
で
あ
っ

て
、「
存
在
」
は
「
一
」
の
結
果
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
逆
と
な
る
（
存
在
が

一
の
原
因
で
あ
り
、
一
が
存
在
の
結
果
で
あ
る
）
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ

れ
は
中
世
哲
学
、
例
え
ば
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
のtran

scendentia 

と

は
全
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で「
一
な
る
多
」と
い
う
規
定
が
、上
の
意
味
で
、直
接
的
に
一
番

よ
く
当
て
は
ま
る
も
の
は
「
知
性
」
で
あ
る
。
そ
の
次
に
「
魂
」
で
あ
り
、
最

後
に「
物
体
」で
あ
る
。

　
　

　
だ
が
、
一
者
は
「
自
分
の
内
に
多
を
持
た
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

も
は
や
一
者
の
分
与
に
よ
っ
て
一
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
で
一
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
者
は
一
者
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
一
で
あ
る
の
で

は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
者
以
外
の
も
の
は
、
一
者
か
ら
の
遠
近
の
程

度
に
応
じ
て
、
一
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
者
は
一
者
以
外
の
も

の
を
生
み
、一
者
は
そ
の
存
在
原
因
で
あ
る
。
こ
こ
で「
一
者
以
外
の
も
の
」

と
は
、知
性
、魂
、物
体
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、一
者
は「
一
な
る
多
」

で
は
な
く「
一
そ
の
も
の
で
あ
る
」こ
と
が
帰
結
す
る
。
　

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て「
知
性
」は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
知
性
は
、
そ
の

「
一
な
る
多
」が「
あ
ら
ゆ
る
点
で
一
」と
な
っ
て
い
る
存
在
者
で
あ
る
。
そ

の
証
拠
に
、我
々
人
間
は
、知
性
の「
一
な
る
多
」を
区
別
し
て
認
識
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
ち
ょ
う
ど
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
言
う
「
す
べ
て
の
も
の
は

一
緒
に
あ
る
」（F

r.B
1

）よ
う
に
、で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、知
性
は
一
者
に

次
ぐ
も
の
、
一
者
の
最
も
近
く
に
あ
り
、
一
者
か
ら
最
初
に
発
出
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
知
性
か
ら
発
出
す
る
も
の
の
各
々
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

ら
は「
魂
」、次
い
で「
物
体
」で
あ
る
が
、生
命
を
分
有
す
る
限
り
は
、そ
の

生
命
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、生
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
れ
ら
も「
一
な

る
多
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
間
の
魂
も
身
体
も
生
き
て
い
る
。
そ
の
限
り

で
は
そ
れ
ら
は｢
一
な
る
多｣

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
魂
や
物
体
は｢

一
な
る
全
てe}n p

a
vnta｣

で
は
な
い
。
そ
れ
ら

は
自
分
が｢

一
な
る
全
て｣
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
知
性
自
身
は
「
一
な
る
多
」
で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
く
て
「
一
な
る
全
て
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
性
は
偉
大
な
根
源
を

持
っ
て
お
り
、し
か
も
そ
の
根
源
は
本
当
の
一
で
あ
り
、真
実
の
一
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
こ
の
根
源
の
次
の
も
の
」
で
あ
る
知
性
は
、
根
源
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
仕
方
で
、
一
者
に
よ
っ
て
重
み
を
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
者

を
分
有
す
る
全
て
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
知
性
の
ど
の
部
分
も
「
全

て
の
も
の
で
あ
り
ま
た
一
」
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
一
な
る
全
て
」
の
意
味

で
あ
る
。
勿
論
、一
者
そ
れ
自
体
は「
一
な
る
全
て
」で
さ
え
な
い
。

　§
５　

一
者
へ
の
弁
証
法

　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
か
か
る
知
性
を
足
場
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
者
へ
上
昇

し
て
行
こ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
「
一
者
へ
向
か
う
内
的
な
問
答
法
」
が
み
ら

れ
る
。
要
約
し
て
追
い
か
け
て
み
よ
う
。

問
1
：
で
は
、「
一
な
る
全
て
」
と
は
ど
ん
な
「
全
て
の
も
の
」
で
あ
る

の
か
。

答
1
：
そ
れ
は
、
一
者
を
根
源
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
「
全
て
の

も
の
」で
あ
る
。 

問
2
：
で
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
か
の
も
の（
一
者
）は「
全
て
の
も

の
」の「
根
源
」で
あ
る
の
か
。

答
2
：
そ
れ
は
、「
全
て
の
も
の
」
の
各
々
を
一
つ
に
在
ら
し
め
（
統

一
し
）
て
、
そ
れ
ら
を
保
持
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら

を
ま
た
存
在
さ
せ
た
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。

問
3
：
で
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
か
の
も
の（
一
者
）は「
全
て
の
も

の
」を「
存
在
」さ
せ
た
の
か
。

答
3
：
そ
れ
は
、
か
の
も
の
が
よ
り
先
にp

rovteron

「
全
て
の
も
の
」

を「
持
つ
」こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

問
4
：
し
か
し
、一
者
が「
全
て
の
も
の
」を
持
つ
こ
と
は
、自
分
が
多
と

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

答
4
：
い
や
、一
者
が「
全
て
の
も
の
」を
よ
り
先
に
持
つ
と
し
て
も
、多

と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。一
者
は「
全
て
の
も
の
」を「
未

分
の
も
のm

h; diakekrim
evna

」
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、そ
れ
ら
は
第
二
の
も
の（
知
性
）に
お
い
て
、ロ
ゴ
ス
に
よ
っ

て
分
割
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
は
既
に
認
識
の
働
き
で
あ
っ

て
、ロ
ゴ
ス
が
働
い
て
分
割
し
た
の
で
あ
る
が
、し
か
し
こ
れ
に
対

し
て
、一
者
は
全
て
の
も
の
のdynam

is

（
力
）で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
、
知
性
と
し
て
の
「
一
な
る
全
て
の
も
の
」
が
発

出
す
る
。

§
６　

力（duvna
m
i~

）

　
知
性
は
働
きejnevrg

eia

で
あ
る
が
、
一
者
はduvna

m
i~

で
あ
る
。
で
は
、
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こ
のduvna

m
i~

の
様
態
は
何
か
。
そ
れ
は
素
材
の
意
味
のduvna

m
i~

の
様
態

で
は
な
い
。
素
材
のduvna

m
i~

は
形
相
を
「
受
け
入
れ
る
」、「
被
る
」
と
い

う
様
態
のduvna

m
i~

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
日
本
語
で
「
可
能
態
」
と
訳

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
者
のduvna

m
i~

は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く

て
、
一
者
が
「
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
」tẁ

/ p
oieìn

と
言
わ
れ
る
。
こ
の
意
味

で
は
日
本
語
で
「
力
」
と
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
者
の
力duvna

m
i~

は
「
作

る
」と
い
う
様
態
を
持
っ
て
い
る
。

　§
７　

一
か
ら
多
の
発
出

　
そ
れ
で
は
、「
力
」
で
あ
る
一
者
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
（
＝
全

て
の
も
の
）
を
如
何
に
し
て
作
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
力
で
あ
る
一
者
は
、
自

分
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
（
＝
全
て
の
も
の
）
を
作
る
時
に
は
、
偶
々
作
る

の
で
は
な
い
。「
必
然
的
に
」
作
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
者
は
作
る
だ
ろ

う
も
の
を
、「
熟
慮
し
な
い
でm

hd’  ejnqum
hqeiv~
」（
つ
ま
り
、
意
志
的
選
択

す
る
こ
と
な
し
に
）、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
作
る
だ
ろ
う
。（
な
ぜ
な
ら
、
熟

慮
す
る
こ
と
は
既
に
熟
慮
の
主
体
と
熟
慮
さ
れ
る
対
象
と
に
分
か
れ
、
一
で

は
な
く
て
二
と
な
り
、
二
は
既
に
一
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。）
一
者
か
ら

の
発
出
は
、
無
熟
慮
的
・
自
然
必
然
的
・
無
企
図
的
で
あ
っ
て
、
中
世
神
学

の
言
う「
神
の
全
き
自
由
な
意
志
決
断
に
よ
る
発
出
」（=

創
造
）で
は
な
い
。

　
結
論
と
し
て
、
一
者
は「
必
然
的
に
」か
つ「
熟
慮
せ
ず
に
」自
分
が
持
っ

て
い
な
い
も
の
（
全
て
の
も
の
）
を
作
る
。
勿
論
、
作
ら
れ
た
も
の
は
一
者

と
は
異
な
る
多
（
一
者
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
）
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た

と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結　

論

　
さ
て
、最
後
に
結
論
を
述
べ
よ
う
。

(1) 

一
者
は
生
み
だ
す
力
で
あ
り
、考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
巨
大
な
力
で
あ
る
。

(2) 

生
み
だ
さ
れ
た
も
の
は
上
方
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
下
方
に
向

か
っ
て
退
く
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち「
多
」へ
と
進
む
。

(3) 

生
み
だ
さ
れ
た
も
の
の
根
源
は
、
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
単
純

で
あ
る
。

(4) 

そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
的
世
界
を
作
っ
た
も
の
は
感
覚
的
世
界
そ
の
も
の

で
は
な
く
て
、知
性
で
あ
り
、知
性
的
世
界
で
あ
る
。

(5) 

ま
た
、
知
性
と
知
性
的
世
界
を
生
ん
だ
も
の
は
、
知
性
で
も
知
性
的
世

界
で
も
な
く
て
、
知
性
よ
り
も
知
性
的
世
界
よ
り
も
単
純
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く「
一
者
」で
あ
る
。

(6) 「
多
」は「
多
か
ら
」生
み
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、こ
の「
多
」（
知

性
や
知
性
的
世
界
）
は
「
多
で
な
い
も
の
」（
一
者
）
か
ら
生
み
だ
さ

れ
る
。（
こ
れ
は
「
似
た
も
の
が
似
た
も
の
を
生
む
」「
似
た
も
の
は

似
た
も
の
を
知
る
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
原
理
と
は
異
な
る
。

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
の
「
在
り
て
在
る
者
が
存
在
を
与
え
て
、
存

在
者
な
る
世
界
を
創
造
す
る
」と
い
う
世
界
観
と
も
異
な
る
。）

(7) 

し
か
し
も
し
そ
れ
自
身
（
一
者
）
が
多
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
根
源
で
は

な
く
、そ
れ
に
先
立
つ
別
の
も
の
が
根
源
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
結
論
は
結
局
、「
一
と
多
」
の
探
究
に
出
発
す
る
際
に
、
無
条

件
的
に
前
提
さ
れ
た
「
か
の
も
の
か
ら
生
じ
た
も
の
は
、
か
の
も
の
と
同
じ
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で
は
な
い
に
違
い
な
い
」
と
い
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
洞
察
の
展
開
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　　「
一
と
多
」の
問
題
は
、哲
学
的
探
究
の
原
型
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
古

代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は「
一
」つ
ま
り「
万
有
の
根
源
」か
ら「
多
」す
な

わ
ち
「
世
界
」
を
見
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
古
来
受
け
継
が

れ
て
き
た「
一
と
多
」の
問
題
地
平
で
あ
る
。
哲
学
と
は「
万
有
の
根
源
」か

ら
世
界
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
営
み
で
あ
る
こ
と
を

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
始
ま
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
は

「
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
」
の
総
括
で
あ
る
と
す
る
評
価
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
は
妥

当
で
あ
る
と
言
っ
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
現
代
に
お
い

て
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
史
的
な
ら
び
に
哲
学
的
な
意
味
を
改
め
て
考

え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

【
註
】
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