
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
素
材
論

～
知
的
素
材
と
愛
一

そ
の
こ

田
　
之
　
頭
　
安
　
彦

三

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
第
二
部
に
お
い
て
、
　
『
自
然
、
観
照
、
一
者
に
つ
い
て
』
か
ら
の
引
用
を
て
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
中
期
の
作
製
に
見
ら

　
　
れ
る
知
的
素
材
の
役
割
を
吟
味
し
て
き
た
。
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
ヌ
ー
ス
を
便
餐
の
§
り
か
ら
愚
へ
の
号
9
q
慶
　
へ
の
移
行
と
し

　
　
て
捉
え
る
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
ヌ
…
ス
観
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
考
え
方
は
後
期
の
作
型
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
『
認
識
す

　
　
る
主
体
と
そ
の
彼
方
な
る
も
の
』
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
　
「
た
し
か
に
ヌ
ー
ス
は
一
者
そ
の
も
の
を
薩
恋
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
　
一
者
を
単
一
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
い

　
　
つ
も
自
分
の
な
か
で
多
様
化
さ
れ
た
溺
の
も
の
（
目
エ
イ
ド
ス
）
を
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
ヌ
ー
ス
は
ヌ
ー
ス
と
し
て

　
　
で
な
く
、
ま
だ
見
ぬ
飯
貸
の
と
し
て
一
斗
へ
向
い
、
自
分
が
多
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
（
聾
エ
イ
ド
ス
）
を
も
っ
て
帰
っ
て
き
た
の
で
あ

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
＆
へ
り
は
、
霞
分
の
側
に
何
か
無
限
定
な
幻
影
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
多
と
し
て
自
ら
の
な
か

　
　
に
携
え
な
が
ら
、
帰
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
…
…
だ
が
そ
う
は
書
っ
て
も
、
そ
の
多
（
目
エ
イ
ド
ス
）
は
一
（
一
－
一
一
）
か
ら
生
じ
た

”　
　
　
　
　
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
崇
材
諮
灘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
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二
八

28

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

1
　
も
の
で
、
聖
餐
の
が
そ
の
よ
う
な
認
知
の
仕
方
で
そ
れ
を
見
、
そ
の
時
に
見
て
い
る
喚
餐
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
、
こ
の
よ
う
な
状
態

　
　
に
あ
る
戟
§
の
す
な
わ
ち
対
象
を
捉
え
て
い
る
愈
へ
の
が
ま
こ
と
の
ヌ
ー
ス
で
あ
り
、
ヌ
ー
ス
と
し
て
薄
象
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
そ
れ
ま
で
は
愚
偽
ミ
リ
の
み
の
も
の
、
つ
ま
り
響
葺
§
。
の
寒
へ
の
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
の
引
用
文
に
は
、
　
「
ま
だ
見
ぬ
戟
承
り
と
し
て
の
ヌ
ー
ス
は
、
　
一
者
を
単
一
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
い
つ
も
別
の
も

　
　
の
を
捉
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
甚
だ
興
味
深
い
こ
と
ば
も
あ
る
が
、
こ
れ
の
詮
索
は
後
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
　
「
こ
の
引
用

　
　
文
が
示
す
と
お
り
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
後
期
の
著
作
活
動
で
も
ヌ
ー
ス
を
甑
魯
リ
ミ
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
一
言
に
た
い
す
る
愚
ミ
へ
の
と

　
　
見
る
態
度
を
変
え
て
い
な
い
。
い
や
、
変
え
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
い
っ
そ
う
強
く
打
ち
出
し
て
き
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る

　
　
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
そ
し
て
こ
の
な
ミ
へ
の
を
「
愛
知
」
（
幽
き
§
黛
淡
）
の
基
礎
と
み
な
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
§
へ
の
と
し
て
の
知
的
素
材
の
哲

　
　
学
に
占
め
る
位
置
を
墾
確
に
し
た
の
が
、
　
『
認
識
す
る
主
体
と
そ
の
彼
方
な
る
も
の
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
『
愛
に
つ
い
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
と
い
う
小
論
で
あ
る
。

　
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
右
の
論
文
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
二
〇
三
B
、
…
C
の
エ
ロ
ス
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
豊
熟
の
解
釈
を
問
題
と
し
な
が

ら
、
彼
自
身
の
エ
ロ
ス
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
何
分
に
も
、
こ
の
論
文
は
註
釈
書
的
な
色
彩
が
強
く
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
雑
然
と

し
て
い
て
難
解
な
点
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
に
は
い
る
前
に
、
前
期
と
中
期
の
作
事
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
エ
ロ
ス
観
を
簡
単

に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
二
期
と
中
期
の
作
品
の
な
か
で
彼
の
エ
ロ
ス
観
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
第
六
論
集
の
第
九
論
理
（
前
期
の
作

品
）
と
、
岡
じ
く
第
六
論
集
の
第
七
論
文
（
中
期
の
下
馬
）
で
あ
る
が
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
こ
の
二
つ
の
論
文
の
九
章
と
二
十
二
章
で
、
そ

れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



　
　
　
「
ま
た
究
極
の
善
が
か
し
こ
に
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
精
神
に
生
来
や
ど
っ
て
い
る
愛
の
こ
こ
ろ
が
ま
た
こ
れ

　
　
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
愛
情
（
国
3
の
）
と
精
神
（
℃
ω
畷
。
び
①
）
の
こ
の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど
ま
た
絵
画
や
物
語
に
お
い
て
、
両

　
　
者
が
一
対
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
所
以
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
精
神
は
、
神
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
神
か
ら
繊
た
も
の
と
し
て
、

　
　
神
へ
の
愛
情
を
い
だ
く
こ
と
は
必
然
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
は
、
か
し
こ
に
あ
る
限
り
は
、
天
上
の
き
よ
ら
か
な
愛
を
持
つ
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
は
世
俗
的
な
愛
欲
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ブ
羅
ヂ
テ
も
、
か
し
こ
に
あ
っ
て
は
天
（
¢
舜
づ
。
ω
）
の
一
族

　
　
と
し
て
の
き
よ
ら
か
さ
を
保
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
誰
か
れ
の
区
別
の
な
い
、
い
わ
ば
娼
婦
化
さ
れ
た
世
俗
の
ア
プ
ロ
ヂ
テ
と

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
る
が
、
ち
ょ
う
ど
ま
た
精
神
は
、
ど
れ
も
す
な
わ
ち
ア
プ
ロ
ヂ
テ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
ア
プ
ロ
ヂ
テ
の
生
誕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
と
、
凸
凹
ス
が
ア
プ
ロ
ヂ
テ
と
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
る
こ
と
の
隠
さ
れ
た
意
味
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
精
神
は
、
そ
れ
が
生
来
の
持
ち
甫
を

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
保
っ
て
い
る
限
り
、
神
へ
の
愛
情
を
い
だ
い
て
、
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
こ
い
ね
が
う
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
処
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
が
、
よ
き
父
に
た
い
し
て
美
し
い
愛
情
を
よ
せ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
」

　
　
　
「
知
性
界
に
あ
る
各
々
の
も
の
は
自
己
自
ら
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
に
う
る
わ
し
さ
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

　
　
愛
慕
す
る
も
の
の
側
に
は
愛
を
あ
た
え
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
皇
考
が
そ
れ
に
色
づ
け
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
愛
慕
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
象
と
な
る
。
さ
て
、
こ
う
し
て
魂
は
、
か
し
こ
か
ら
流
れ
て
く
る
力
を
自
己
自
ら
の
な
か
に
受
け
取
る
と
、
動
か
さ
れ
、
神
に
つ
か
れ
た

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
よ
う
に
な
り
、
悩
み
に
満
た
さ
れ
て
愛
と
な
る
。
だ
が
そ
れ
ま
で
は
、
魂
は
ヌ
ー
ス
に
向
っ
て
す
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え

　
　
そ
れ
が
美
し
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
。
と
い
う
の
も
ヌ
ー
ス
の
美
は
、
善
者
か
ら
の
光
を
受
け
取
る
ま
で
は
働
か
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、

　
　
魂
は
ひ
と
り
で
不
精
に
も
仰
け
に
ね
こ
ろ
び
、
ど
ん
な
も
の
に
も
関
心
を
示
さ
ず
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
て
、
ヌ
ー
ス
が
現
に
昌
の
前
に

　
　
い
て
も
、
そ
れ
に
た
い
し
て
何
の
反
応
も
示
さ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
か
し
こ
か
ら
い
わ
ば
温
気
の
ご
と
き
も
の
が
魂
へ
や
っ
て
く
る
と
、

　
　
彼
女
は
た
ち
ま
ち
力
を
得
て
欝
を
さ
ま
し
、
ま
こ
と
に
翼
を
ひ
ろ
げ
、
醤
の
前
の
身
近
な
も
の
に
気
を
ひ
か
れ
な
が
ら
も
、
い
わ
ば
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
ご
と
き
も
の
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
価
値
あ
る
も
の
へ
と
登
っ
て
い
く
。
そ
し
て
魂
は
、
そ
ば
に
あ
る
も
の
よ
り
も
、
な
お
そ
の
上
に

29一　
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チ
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工
九
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〇

も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
　
　
　
し
　
　
へ
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

何
か
が
あ
る
限
り
、
こ
の
愛
を
あ
た
え
た
も
の
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
本
性
に
し
た
が
っ
て
上
へ
と
登
っ
て
い
く
。
か
く
し
て
魂
は
、
ヌ
ー

ス
を
も
こ
え
て
進
ん
で
い
く
が
、
し
か
し
善
者
を
こ
え
て
進
ん
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
善
の
か
な
た
に
は
何
も
な
い
の

だ
か
ら
。
で
、
も
し
知
性
界
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
美
し
く
高
貴
な
も
の
を
見
は
す
る
が
、
し
か
し
ま
だ
自
分
の
求
め
て
い
る
も
の
を
完

　
　
　
　
　
　
（
猛
）

全
に
見
て
は
い
な
い
。
」

　
こ
の
二
つ
の
引
用
文
に
も
あ
る
と
お
り
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
お
い
て
は
、
　
「
精
神
（
闘
魂
）
は
ど
れ
も
す
な
わ
ち
ア
プ
ロ
ヂ
テ
（
H
愛
）

な
の
で
あ
っ
て
」
、
「
そ
れ
が
生
来
の
持
ち
前
を
保
っ
て
い
る
限
り
、
神
へ
の
愛
情
を
い
だ
い
て
、
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
こ
い
ね
が
う

も
の
な
の
で
あ
る
」
か
ら
、
　
「
か
し
こ
（
闘
善
者
）
か
ら
流
れ
て
く
る
力
を
自
ら
の
う
ち
に
受
け
取
る
と
、
動
か
さ
れ
て
神
に
つ
か
れ
た

よ
う
に
な
り
、
悩
み
に
満
た
さ
れ
愛
と
な
っ
て
」
、
「
こ
の
愛
を
あ
た
え
た
も
の
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
、
本
性
に
し
た
が
っ
て
上
へ
と
登
っ
て

い
く
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

　
で
は
魂
が
愛
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
愛
が
魂
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
神
へ
の
愛
清
を
い
だ
き
、
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
ね
が
う
の
が

当
然
な
の
か
。
魂
が
完
全
で
な
く
、
無
限
定
な
る
も
の
（
　
ノ
　
　
　
リ
　
も
N
O
　
黛
O
も
へ
q
N
O
℃
）
と
し
て
の
知
的
素
材
と
ヌ
ー
ス
の
ロ
ゴ
ス
、
エ
イ
ド
ス
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

の
モ
ル
フ
ェ
…
か
ら
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
魂
は
知
的
素
材
を
基
礎
と
し
て
い
る
限
り
、
無
限
定
な
る
愚
ミ
へ
の
を
も
た
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
い
が
、
ヌ
ー
ス
か
ら
の
揖
ゴ
ス
を
自
ら
の
モ
ル
フ
ェ
ー
と
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
愚
實
へ
の
は
限
定
さ
れ
て
、
善
美
な
る
も
の
へ
と
向

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
愛
が
魂
で
あ
る
か
ぎ
り
、
愛
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
欝
欝
臨

を
て
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
立
証
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
愛
に
つ
い
て
』
と
い
う
小
論
の
仕
裏
な
の
で
あ
る
。

　
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
『
愛
に
つ
い
て
』
の
第
二
章
で
、
　
「
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
で
は
、
愛
は
ア
プ
ロ
ヂ
テ
の
子
供
で
は
な
く
、
ペ
ニ
ア
を

母
と
し
ポ
ロ
ス
を
父
と
し
て
、
ア
プ
ロ
ヂ
テ
の
誕
生
祝
の
日
に
生
ま
れ
た
と
憶
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
取
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ぬ
」
と
問
題
を
提
起
し
、
さ
ら
に
六
章
で
、
　
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
、
ペ
ニ
ア
と
ポ
ロ
ス
の
意
義
を
的
確
に
把
握
し
、
ど
う
し
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
こ
の
両
者
が
愛
の
両
親
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
組
題
の
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
う
え
で
、
次
の
七
章
で
は
次
の
よ

　
　
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
プ
ラ
ト
ン
は
エ
ロ
ス
の
誕
生
の
物
語
の
な
か
で
、
　
『
ポ
ロ
ス
は
、
ま
だ
葡
萄
酒
が
な
か
っ
た
か
ら
ネ
ク
タ
ル
に
酔
っ
た
』
と
言
っ
て

　
　
　
　
徳
）

　
　
い
る
が
、
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
『
エ
ロ
ス
は
感
性
界
が
生
じ
る
前
に
、
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て

　
　
ペ
ニ
ア
が
、
ノ
エ
ー
ト
ソ
な
る
も
の
の
映
像
に
で
は
な
く
、
…
…
そ
の
ピ
ュ
シ
ス
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
ま
ず
ペ
ニ
ア
が

　
　
知
性
界
に
生
じ
て
ノ
エ
ー
ト
ソ
な
る
も
の
に
し
っ
か
り
と
結
び
つ
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
エ
イ
ド
ス
と
ア
オ
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
か

　
　
ら
一
そ
の
ア
オ
リ
ス
テ
ィ
ア
…
は
、
魂
が
善
を
得
る
前
に
も
っ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
…
…
i
エ
ロ
ス
を
存
立
せ
し
め
た
』
と

　
　
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
に
は
、
ロ
ゴ
ス
が
ロ
ゴ
ス
の
な
か
に
で
は
な
く
、
無
限
定
な
る
鞭
葉
ミ
の
…
…
の
な
か
に
あ

　
　
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
質
ゴ
ス
が
産
出
し
た
も
の
は
完
全
で
も
十
全
で
も
な
く
、
い
つ
も
不
足
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
無

　
　
限
定
な
る
愚
§
の
と
十
全
な
る
ロ
ゴ
ス
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
。
つ
ま
り
エ
ロ
ス
は
、
自
ら
の
う
ち
に
無
規
定
で
ア
ロ
ゴ
ス
で
無
限

　
　
な
る
愚
傷
ミ
の
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
純
粋
無
雑
な
ロ
ゴ
ス
で
は
な
い
。
自
ら
の
う
ち
に
無
限
定
な
る
も
の
の
本
性
を
も
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
4
9
）

　
　
か
ぎ
り
、
決
し
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
の
引
用
文
の
、
　
「
ま
ず
ペ
ニ
ア
が
知
性
界
に
生
じ
、
ノ
エ
…
ト
ン
な
る
も
の
（
腫
ロ
ゴ
ス
）
に
し
っ
か
り
と
結
び
つ
い
て
、
エ
ロ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
を
存
立
せ
し
め
た
」
と
い
う
こ
と
ば
や
、
ペ
ニ
ア
を
素
材
と
同
視
す
る
九
章
の
こ
と
ば
か
ら
し
て
、
プ
寡
チ
ノ
ス
が
知
的
素
材
と
い
う

　
　
も
の
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
「
ペ
ニ
ア
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
し
、
ま
た
岡
じ
九
章
の
、
　
「
ポ
ロ
ス
は
、
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
界
や
ヌ
ー
ス
の
な
か
に
あ
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
し
て
、
ポ
ロ
ス
が
ヌ
ー
ス
か
ら
魂
へ
と
や
っ
て
き
た
ロ
ゴ
ス
で
あ
る

　
　
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、
エ
ロ
ス
は
、
知
的
素
材
が
ノ
エ
ー
ト
ン
な
る
も
の
す
な
わ
ち
ロ
ゴ
ス
と
し
つ

　
　
か
り
結
び
つ
い
た
時
、
そ
の
知
的
素
材
の
本
性
を
な
す
無
規
定
性
（
幽
。
も
ミ
庶
霞
）
　
と
ロ
ゴ
ス
の
本
性
を
な
す
エ
イ
ド
ス
か
ら
生
ま
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

31

@
で
あ
っ
て
、
知
的
素
材
が
限
り
な
い
欲
求
（
愚
§
の
）
を
本
性
と
す
る
限
り
、
エ
ロ
ス
も
母
の
血
を
受
け
て
、
あ
く
な
き
欲
望
に
さ
い
な

一　
　
　
　
　
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
素
材
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
…



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
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第
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毒
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三
二

32
1
　
ま
れ
、
も
だ
え
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
お
い
て
は
、
エ
ロ
ス
は
知
的
素
材
を
そ
の
基
礎
と
し
、
母
と
し
て
も
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
限
り
な
い

　
　
愚
偽
ミ
の
を
も
ち
、
絶
え
ず
充
足
さ
れ
ん
と
欲
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
愚
ハ
ミ
の
は
無
限
定
で
一
定
の
対
象
を
も
た
ず
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
『
善
』
を
目
指
す
と
は
限
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
、
　
『
饗
宴
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ポ
ロ
ス
を
、
ヌ
ー
ス
か
ら
魂
へ
、

　
　
い
や
知
的
素
材
へ
と
や
っ
て
き
た
ヌ
ー
ス
の
ロ
ゴ
ス
、
モ
ル
フ
ェ
ー
と
解
し
、
こ
の
モ
ル
フ
ェ
ー
と
し
て
の
ポ
ロ
ス
に
、
無
限
定
な
る

　
　
寒
傷
ミ
の
を
限
定
し
て
喘
善
』
へ
と
向
か
わ
せ
る
役
割
を
あ
た
え
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
エ
ロ
ス
は
、
ペ
ニ
ア
（
腫
知
的
素
材
）
を
母

　
　
と
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
性
を
受
け
て
い
つ
も
貧
し
く
、
充
足
さ
れ
ん
こ
と
を
欲
し
て
い
る
の
だ
が
、
ポ
聯
ス
（
鮮
ロ
ゴ
ス
）
を
父
と
し

　
　
て
い
る
の
で
、
全
く
の
貧
し
さ
に
落
ち
こ
ん
で
自
分
に
何
が
欠
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
は
決
し
て
な
い
。
エ
ロ
ス
は
μ
ゴ
ス
の
教
導
の
も
と
、
自
分
に
何
が
欠
け
て
い
る
か
を
知
っ
て
お
り
、
絶
え
ず
求
め
て
絶
え
ず
得
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
し
か
し
母
の
血
を
受
け
て
い
る
以
上
、
求
め
る
も
の
を
得
て
も
満
足
は
得
ら
れ
な
い
。
ふ
た
た
び
善
き
も
の
・
美
し
き
も
の
を
求
め
て
、

　
　
遍
歴
の
旅
路
を
た
ど
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
で
は
、
そ
の
旅
は
い
つ
終
る
の
か
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
「
そ
こ
（
一
－
善
の
世
界
）
へ
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
生
来
の
愛
者
（
い
魯
§
へ
叡
り
）
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
愛
知
者
（
い
貸
謡
8
轡
の
）

　
　
た
る
の
素
質
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
春
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
愛
者
な
る
が
ゆ
え
に
美
し
き
も
の
に
苦
し
み
、
悩
み
を
感
ず
る
。
だ
が

　
　
物
体
の
美
に
は
満
足
せ
ず
、
そ
こ
よ
り
去
っ
て
魂
の
美
、
つ
ま
り
徳
・
知
識
・
美
し
き
営
み
・
法
へ
と
向
い
、
さ
ら
に
ふ
た
た
び
、
そ
こ

　
　
か
ら
魂
の
う
ち
な
る
こ
れ
ら
の
美
の
原
因
を
求
め
て
昇
っ
て
い
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
何
か
が
あ
る
限
り
は
そ
れ
を
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
指
し
、
遂
に
は
そ
れ
自
体
で
美
し
さ
を
保
つ
第
一
の
も
の
に
達
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
達
し
た
時
、
は
じ
め
て
彼
の
苦
し
み
は
鎮
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
4

　
　
悩
み
は
消
え
さ
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
愛
は
知
的
素
材
を
基
礎
と
す
る
が
ゆ
え
に
愚
ハ
ミ
リ
を
も
ち
、
善
か
ら
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
愚
ハ
ミ
の
は



工33

善
美
な
．
る
も
の
へ
向
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
愛
に
灌
か
れ
て
蕃
鈍
な
る
も
の
を
鼠
指
す
者
こ
そ
、
ま
こ
と
の
愛
着
で
あ
り
、
愛
知
者
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

な
わ
ち
哲
学
者
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
の
愛
の
教
導
の
も
と
、
肉
体
か
ら
魂
の
美
へ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
真
理
の
野
」
を
遍
歴
し
つ

つ
、
や
が
て
は
善
美
な
る
も
の
そ
の
も
の
へ
と
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
で
忘
我
法
悦
の
境
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
プ
ロ
チ
ノ
ス
に

お
い
て
は
、
知
的
素
材
こ
そ
、
善
美
な
る
も
の
へ
の
愛
、
知
へ
の
愛
の
原
動
力
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
（
3
7
）
ミ
＆
．
㍗
無
ξ
伽
訣
沁
史
§
、
ぐ
噺
ξ
o
の
と
読
む
。

　
　
（
3
8
）
　
こ
こ
に
も
、
エ
イ
ド
ス
を
ヌ
ー
ス
の
多
様
性
の
原
理
と
す
る
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
考
え
方
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
（
3
9
）
　
国
づ
鐸
く
．
も
。
◎
H
甜
し
。
～
H
①
9

　
（
4
0
）
　
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
に
よ
っ
て
、
．
五
四
本
の
国
営
中
、
　
『
認
識
す
る
主
体
と
そ
の
彼
方
な
る
も
の
』
は
四
九
番
目
、
　
『
愛
に
つ
い
て
』
は
五
〇
番

　
　
　
目
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。

　
（
4
1
）
　
o
h
髭
無
◎
ω
団
白
や
H
G
Q
O
中

　
（
4
2
）
　
畠
．
ま
筏
．
O
Q
O
U
’

　
（
4
3
）
　
図
霞
騨
く
ド
⑩
．
P
b
δ
蒔
～
G
。
タ
（
顕
中
美
知
太
郎
訳
、
前
掲
書
よ
り
。
）

　
（
4
4
）
　
笹
罷
ワ
〈
ト
メ
込
O
b
σ
v
笥
～
卜
σ
斡

　
（
4
5
）
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
次
の
こ
と
ば
を
参
照
さ
れ
た
い
。
…
o
載
℃
§
鳶
黛
～
念
§
如
鳶
牙
℃
o
魯
鳶
ミ
N
曾
§
註
§
蒜
喰
ミ
℃
§
烹
こ
円
月
℃
魁
唾
。
腎
e
℃

　
．
融
ミ
亀
の
馬
寒
の
隷
浮
へ
薯
瓢
N
o
烹
還
…
（
麟
餅
も
σ
》
や
②
）

　
　
　
憶
鷲
忘
§
黛
黛
障
営
餅
、
籔
q
§
、
軌
黛
ざ
翫
ぐ
ミ
v
曾
黛
↓
曾
諺
黛
“
贔
＆
℃
碁
旨
馬
～
ぐ
ミ
”
細
書
ミ
醜
薯
還
セ
～
黛
、
ざ
繋
起
謹
ミ
℃
諏
碁
無
ド
鶏
ミ

　
　
o
魯
湖
忘
り
碁
旨
．
（
自
H
●
⑩
‘
α
v
緊
Q
o
●
〉

　
（
4
6
）
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
次
の
こ
と
ば
を
参
照
き
れ
た
い
。

　
　
　
鳶
ミ
鋤
論
蔵
ミ
轡
瑳
留
助
q
染
謹
q
へ
奪
亀
督
ミ
ミ
鴇
安
気
旨
き
㌶
似
§
9
㍗
駄
の
。
警
、
眠
£
途
勲
↓
誘
も
ミ
～
耀
窺
聴
9
N
価
激
q
馬
黛
♪
脳
鳶
、
亀
臥
＄
愚
勲
還
の

　
　
N
霊
ミ
ミ
§
の
舞
N
曽
霞
e
避
の
翫
ミ
凡
亀
自
号
s
鯨
（
H
H
｛
●
頓
．
込
Q
”
①
1
り
．
）

　
（
7
4
）
　
次
の
こ
と
ば
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

」
覚
§
＆
軌
ミ
勲
、
沁
黛
奮
轡
『
み
輸
自
魯
ミ
融
ミ
焦
の
軌
謡
言
。
ψ
訣
黛
～
親
S
の
瓢
、
喰
臥
§
ミ
蔓
＆
き
へ
N
o
頴
㍉
の
無
℃
ミ
黛
簿
蘭
（
撮
け
餓
．
9
卜
◎
一
樫
y

　
（
4
8
）
　
鑑
．
℃
鼠
げ
の
畷
ヨ
℃
．
N
O
ω
塑

　
　
　
　
プ
超
チ
ノ
ス
の
素
材
論
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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三
品

（
4
9
）
　
図
コ
串
■
灘
◆
㎝
．
8
H
～
頴
．

（
5
0
）
．
、
こ
心
諺
舷
籍
e
貧
津
へ
鶏
～
咄
軌
き
伽
＆
亀
の
ミ
誌
耳
8
建
～
嫡
か
匙
為
ミ
8
℃
贔
の
N
＆
尋
ミ
亀
晦
謎
S
ミ
房
i
亀
誌
為
誌
遷
鳳

　
謎
り
亀
卜
ミ
慧
の
警
愚
音
R
黛
甑
蓬
越
聴
竃
…
i
隻
へ
悉
三
岳
ヒ
畿
骨
へ
晋
e
謹
さ
鵯
”
魅
§
℃
音
へ
舞
ミ
§
へ
猟
（
H
麟
9
ρ
瓜
㊤
よ
斡
ソ

（
5
1
）
　
．
O
。
轡
隠
舎
。
の
ミ
這
の
§
＆
て
伽
で
巷
語
唱
蓬
養
～
愚
建
～
喰
ミ
ぎ
℃
藻
菟
量
器
の
藁
～
駄
§
身
ぎ
免
多
妻
鳶
＄
§
置
き
胤
ξ
趨
。

　
鶏
～
弩
含
N
強
（
日
’
い
り
Ψ
サ
。
。
幽
）
．

（
5
2
）
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
次
の
こ
と
ば
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
．
、
津
與
鋤
．
＆
8
の
紮
§
含
ミ
沢
＆
誌
醸
q
幾
ミ
蕊
ぐ
亀
匙
房
”
軸
身
為
。
魯
ミ
へ
隷
討
》
亀
緯
書
§
§
一
二
＆
蓉
黛
参
曲
巳
ぐ
無
＆
伽
沁
渇
筆

母
§
§
爲
、
包
誌
為
＆
＆
鼠
入
篭
§
黛
篭
ミ
ミ
輔
＆
尋
ミ
＆
擁
い
ミ
冬
9
き
碧
離
昇
慧
q
祭
℃
．
（
日
・
9
り
》
齢
ム
9
y

（
5
3
）
　
凝
ミ
唖
無
ミ
軌
轡
。
あ
職
ミ
。
～
q
還
。
の
辱
。
ミ
の
尋
砺
§
醜
＆
息
鼠
へ
．
勲
い
鶏
～
き
謎
琶
§
多
書
。
の
題
登
量
，
…
（
臼
．
伊
メ
6
山
9
ソ

（
5
4
）
　
羅
鉾
ω
曳
臼
や
　
曽
O
恥
～
Ω

（
5
5
）
　
国
昌
鋒
く
■
⑩
璽
卜
◎
植
卜
。
～
O
．

（
5
6
）
　
o
陥
」
ぼ
伍
●
囲
．
ω
・
醸
9
り
～
b
こ
ω
■

四

　
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
第
一
部
で
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
初
期
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
知
的
素
材
を
吟
味
し
、
そ
の
本
質
を
無
規
定
性
　
（
瓢
架
㍗
．

ミ
禽
習
寒
暑
贈
）
に
求
め
、
そ
の
役
割
を
、
①
ヌ
ー
ス
の
構
成
要
素
、
②
ヌ
ー
ス
界
の
単
一
性
の
原
理
、
③
ヌ
ー
ス
の
一
者
に
た
い
す
る

不
完
全
、
異
な
り
、
欲
求
、
動
な
ど
の
原
理
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
続
く
第
二
、
第
三
部
で
は
、
ギ
ャ
ス
リ
イ
ら
の
見
解
を
批
判
し
な
が

ら
、
そ
の
知
的
素
材
が
中
一
後
期
の
作
贔
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
か
を
検
討
し
、
　
「
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
知
的
素
材
に
た
い

す
る
基
本
的
な
考
え
は
、
す
で
に
初
期
の
作
贔
の
な
か
で
決
定
さ
れ
て
い
て
、
中
期
や
後
期
の
作
品
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
中
期
の
作
品
で
は
、
特
に
欲
求
と
動
の
原
理
と
し
て
の
知
的
素
材
が
重
視
さ
れ
、
後
期
の
作
品
で
は
、
そ
れ
が
善
一
者
に
た
い
す
る

愛
の
原
動
力
と
し
て
の
役
翻
を
は
た
す
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
。



　
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
フ
ゥ
ラ
ー
や
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
見
解
も
、
十
分
に
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
意
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
　
「
ヌ
ー
ス
の
一
者
に
た
い
す
る
欲
求
と
動
の
原
理
」
と
い
う
知
的
素
材
の
も
っ
と
も
童
要
な
役
割
を
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

幽
す
る
か
、
あ
る
い
は
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
知
的
素
材
の
無
規
定
性
に
基
礎
を
お
く
も
ろ
も
ろ
の
役
割
は
、
た
が
い
に
何
の
関

遵
も
な
い
の
で
は
な
く
、
無
規
定
一
↓
不
完
全
一
専
異
他
↓
欲
求
一
↓
動
一
…
Ψ
一
老
と
い
う
発
展
の
行
程
を
た
ど
る
の
で
あ
る
か
ら
、

欲
求
と
動
の
原
理
と
し
て
の
知
的
素
材
を
軽
視
す
る
こ
と
は
、
画
竜
点
晴
を
欠
く
に
等
し
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
ま
た
、
一
説
を
認
識

す
る
に
際
し
て
の
、
か
の
有
名
な
、
、
伽
欝
慰
き
の
、
、
の
謎
も
、
知
的
素
材
の
こ
の
役
割
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
プ
嶽
チ
ノ
ス
哲
学
の
一
つ
の
特
質
を
浮
き
…
彫
り
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
主
と

し
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
、
併
せ
て
、
知
性
界
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
目
を
通
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
さ
て
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
、
第
五
論
集
の
第
五
論
文
と
第
六
論
集
の
第
七
論
文
で
、
　
「
魂
も
し
く
は
ヌ
ー
ス
が
一
春
に
た
い
す
る
烈
し
い
愛

　
　
を
も
つ
時
に
は
、
自
分
の
も
つ
知
的
な
モ
ル
フ
ェ
ー
だ
ろ
う
と
何
だ
ろ
う
と
、
す
べ
て
を
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ

　
　
の
よ
う
に
し
て
魂
や
ヌ
ー
ス
が
意
を
己
れ
の
内
側
に
集
中
し
て
何
も
見
ず
、
　
一
嚢
と
の
問
一
性
へ
と
尚
う
時
、
突
如
と
し
て
、
　
一
者
が
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
4

　
　
れ
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
の
を
見
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
　
「
魂
も
し
く
は
ヌ
ー
ス
が
す
べ
て
を
捨
て
、
遂

　
　
に
は
善
か
ら
の
エ
イ
ド
ス
と
し
て
の
モ
ル
フ
ェ
ー
ま
で
も
捨
て
て
、
無
限
な
る
も
の
と
し
て
の
知
的
素
材
そ
の
も
の
に
徹
す
る
時
、
突
如

　
　
と
し
て
、
そ
の
魂
も
し
く
は
ヌ
ー
ス
の
前
に
一
者
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の

　
　
笛
え
を
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
次
の
こ
と
ば
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
「
ヌ
ー
ス
は
、
か
の
一
差
を
見
て
い
る
時
に
は
、
ま
だ
ヌ
…
ス
で
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
直
知
と
は
別
の
仕
方
で
見
て
い
た
（
鞭
禽
§
建

　
　
へ
ぜ
息
N
e
の
）
の
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
、
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
だ
見
て
い
た
の
で
は
な
く
、
　
一
型
を
頗
っ
て
生
き
、

　
　
一
者
に
寄
り
添
い
、
一
拳
の
方
を
向
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ミ
蕊
ミ
の
は
、
一
層
の
方
へ
動
か
さ
れ
引
き
果
せ
ら
れ
て
満
た
さ
れ
、

鵬　
　
　
　
　
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
素
材
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
　
暫
尚
ず
研
究
　
　
第
一
血
百
十
ム
瓢
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

36
1
　
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヌ
…
ス
霞
体
を
満
た
し
、
そ
の
時
に
は
も
は
や
甑
ミ
ミ
リ
ミ
毫
ヒ
で
は
な
く
、
甑
ミ
ミ
リ
心
嚢
竜
営
霞
～
蛇
唱
、
営

　
　
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
万
有
と
な
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
自
己
自
身
に
た
い
す
る
意
識
で
知
っ
た
時
に
は
、
す
で
に
ヌ

　
　
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ヌ
ー
ス
は
、
撃
墜
が
見
る
も
の
を
所
有
す
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
、
心
意
を
満
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
し
て
い
る
も
の
を
、
そ
れ
を
自
分
に
あ
た
え
て
飾
り
つ
け
る
か
の
一
病
の
光
で
見
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
こ
の
こ
と
ば
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
、
　
者
か
ら
ヌ
ー
ス
が
生
じ
る
過
程
に
、
二
つ
の
ミ
ミ
ミ
の
を
考
え
て
い
た
。

　
　
諏
ミ
q
へ
の
染
含
建
と
ミ
蕊
ミ
の
動
§
さ
為
曽
養
～
慧
心
息
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
彼
は
三
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
と
い
う
形
で
、
　
参
着
か
ら
ヌ

　
　
ー
ス
が
発
生
す
る
行
程
を
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
逆
に
し
て
、
後
者
か
ら
前
者
へ
の
移
行
を
考
え
て
み
れ
ば
、
魂
も
し
く
は
ヌ
ー
ス

　
　
に
よ
る
一
者
把
握
の
謎
も
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
熱
斗
象
の
勲
§
。
も
安
養
～
慧
慧
勢
が
、
知
的
素
材
が
一
纏
を
見
て
そ
の
光
に
満
た
さ
れ
て
い
る
状
態
（
貴
の
い
葛
ミ
）
、
つ
ま
り
知
的
素

　
　
材
と
多
く
の
エ
イ
ド
ス
か
ら
な
る
ヌ
ー
ス
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
文
章
の
前
後
関
係
か
ら
し
て
開
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ヌ
ー
ス
は
一

　
　
者
を
見
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
善
か
ら
の
エ
イ
ド
ス
を
見
、
ぐ
亀
り
と
し
て
の
自
分
が
ξ
蒔
含
と
し
て
の
自
分
自
身
を
見
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
言
う
と
一
者
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
一
億
を
見
る
た
め
に
は
、
知
的
素
材
は
エ
イ
ド
ス
を
捨
て
て
訣
“
・

　
　
還
ミ
の
嵐
＆
ヒ
と
な
り
、
ξ
偽
智
と
は
別
の
仕
方
で
見
る
（
鷺
紳
§
轡
。
曽
e
の
）
必
要
が
あ
る
。
だ
が
知
的
素
材
が
エ
イ
ド
ス
を
捨
て
て
ヌ
ー

　
　
ス
た
る
こ
と
を
や
め
　
ミ
ミ
ミ
の
忌
ξ
に
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
的
素
材
が
真
に
自
分
だ
け
と
な
っ
て
己
れ
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
つ
ま
り
己
れ
の
本
質
た
る
下
熱
ミ
黛
に
徹
し
て
、
奪
偽
へ
烹
霞
に
な
り
き
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
第
～
部
で

　
　
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
撃
の
本
質
も
へ
即
崇
ミ
“
袋
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
知
的
素
材
は
、
腎
傷
竜
封
に
徹
す
れ
ば
徹
す
る

　
　
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
者
と
の
同
一
性
へ
近
づ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
　
一
着
の
黙
繋
ヘ
ミ
黛
と
知
的
素
材
の
そ
れ
と
で
は
、
前
者
か
ら
後
者

　
　
が
生
じ
た
と
は
い
え
、
そ
の
価
値
内
容
が
全
く
違
う
の
で
、
い
く
ら
瓢
繋
＄
“
黛
に
徹
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
一
巡
自
体
を
見
た
り
、
そ
れ

　
　
と
同
一
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
前
に
、
へ
鐸
袋
ミ
袋
そ
の
も
の
の
価
値
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
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図
（
王　

第

r
1
一

狐

yoフ

　　冊　　　需　　　一■　　　　一　　卿　　冊

し

プ
ロ
チ
ノ
ス
の
素
材
諭

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
わ
ば
没
我
（
黙
q
鍵
ミ
リ
）
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

自
己
放
棄
（
紳
哉
。
q
お
9
簿
。
⇔
）
で
あ
っ
て
、
言
語
道
断
の
絶
対

者
に
合
体
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
そ
れ
い
じ
ょ

う
の
論
理
的
思
惟
を
挾
む
余
地
は
全
く
な
い
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
が
、

黙
禦
ミ
へ
9
の
価
値
の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
て
知
的
素
材
の
み
と

な
っ
た
魏
が
一
眠
と
合
体
す
る
有
様
を
、
た
だ
、
　
「
突
如
と
し

て
」
と
い
う
こ
と
ば
で
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
理
由
も
、
こ

こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
知
性
界
の
仕
組
み
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
世
界
が

エ
イ
ド
ス
と
知
的
素
材
を
基
本
的
な
構
成
要
素
と
し
て
い
る
い

じ
ょ
う
、
こ
の
世
界
の
他
の
要
素
も
、
す
べ
て
こ
の
二
つ
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
図
1
に
示
し
た
よ
う

に
、
知
性
界
は
エ
イ
ド
ス
の
性
を
受
け
て
、
下
れ
の
内
に
一
者

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
モ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

か
ら
の
光
と
限
定
的
な
面
を
も
ち
、
そ
の
点
で
は
、
一
者
と
同

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

じ
よ
う
に
完
全
で
、
何
も
求
め
ず
に
静
止
し
て
い
る
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ま
た
知
的
素
材
の
性
も
受
け
て
い
る
の
で
、
己
れ
の
内
に
暗
闇

　
し
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
無
隈
定
な
面
を
も
ち
、
　
一
者
と
異
な
っ
て
不
完
全
で
、
一
者

　
　
　
　
　
へ

に
た
い
す
る
動
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
知
性
界
が
エ
イ
ド
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
　
折
口
勘
ず
研
究
　
　
第
五
｝
臼
十
ム
ニ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
八

381　
　
と
知
的
素
材
か
ら
な
っ
て
い
る
い
じ
ょ
う
、
そ
こ
に
は
光
と
闇
、
限
と
無
限
、
完
全
と
不
完
全
、
岡
と
異
、
静
と
動
と
い
う
相
対
立
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
一

　
　
要
素
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
共
音
の
う
え
に
知
性
界
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
知
性
界
（
翻
知
的
存
在
）
は
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
よ
っ
て
、
或
る
時
は
イ
デ
ア
も
し
く
は
存
在
（
＆
警
）
と
呼
ば
れ
、

　
　
或
る
時
に
は
ヌ
ー
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
同
一
の
も
の
に
た
い
す
る
異
な
っ
た
呼
び
名
と
い
う
も
の
は
、
知
性
界
そ
の
も
の
の
見

　
　
方
の
粗
違
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
五
論
集
、
第
一
論
文
の
、
　
「
両
者
（
知
性
と
存
在
）
は
同
時
に
、
し
か
も
い
っ
し

　
　
ょ
に
あ
っ
て
、
互
い
に
見
捨
て
る
こ
と
の
な
い
関
係
に
あ
る
け
れ
ど
も
…
…
、
知
性
は
直
知
す
る
作
用
（
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
コ
唾
O
　
ヒ
O
傷
へ
℃
）
に
即
し
て
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
存
在
は
直
知
さ
れ
る
も
の
の
側
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
や
、
第
六
論
集
、
第
一
　
論
文
の
、
　
「
ヌ
ー
ス
は
イ
デ
ア
の
動
で
あ
る
が
、
イ
デ

　
　
ア
は
ヌ
ー
ス
の
ペ
ラ
ス
で
あ
る
か
ら
静
止
し
て
い
る
扁
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
知
性
界
（
翻
知
的
存

　
　
在
）
は
、
そ
の
素
材
的
・
動
的
な
面
に
重
点
が
お
か
れ
る
時
に
は
ヌ
ー
ス
と
呼
ば
れ
、
エ
イ
ド
ス
的
。
静
的
な
面
に
重
点
が
お
か
れ
る
時

　
　
に
は
イ
デ
ア
（
　
　
　
！
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
，
　
　
9
、
一
1
焼
O
　
℃
O
O
q
、
繕
ヒ
O
℃
騰
吋
O
　
ヒ
O
唱
N
O
℃
一
1
嘆
O
O
℃
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
知
性
界
は
、
魂
が
一
岩
に
い
た
る
中
間

　
　
的
な
段
階
と
し
て
の
み
意
義
を
も
つ
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
過
誉
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
に
お
い
て
は
、
知
性
界
の
イ
デ
ア
と
し
て

　
　
の
面
す
な
わ
ち
エ
イ
ド
ス
的
・
静
的
な
爾
よ
り
も
、
ヌ
ー
ス
的
な
面
す
な
わ
ち
素
材
的
・
動
的
な
面
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

　
　
っ
て
、
彼
が
プ
ラ
ト
ン
よ
り
受
け
つ
い
だ
イ
デ
ア
を
、
む
し
ろ
ヌ
ー
ス
と
い
う
呼
称
の
も
と
に
彼
の
思
想
体
系
の
な
か
に
取
り
い
れ
て
い

　
　
つ
た
理
由
も
、
こ
こ
に
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
　
ま
た
右
の
よ
う
な
考
え
に
た
つ
と
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ア
イ
」
も
、
　
～
般
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
　
一
つ
の
知
的
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
ゾ

　
　
在
つ
ま
り
知
性
界
の
見
方
の
根
違
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
知
性
界
の
完
全
性
（
実
在
性
、
不
変
性
）
に
重
点

　
　
を
お
い
て
、
そ
の
エ
イ
ド
ス
的
・
規
定
的
な
面
に
注
霞
す
る
時
に
は
、
そ
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
は
存
在
、
同
、
静
を
見
、
そ
の
荒
石
全
性

　
　
に
重
点
を
お
い
て
、
素
材
的
・
無
規
定
な
面
に
注
灘
す
る
時
に
は
、
そ
の
な
か
に
ヌ
ー
ス
、
異
、
動
を
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
合
の
知
性
界
の
不
完
全
性
と
い
う
も
の
は
、
一
者
に
く
ら
べ
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
　
「
異
は
、
直
知
す
る
も
の
に
た
い
し
て
、
直
知
さ
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プ
ロ
チ
ノ
ス
の
素
材
論

第ff図

れ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
か
、
　
「
直
知
の
作

用
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
動
も
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
）

と
言
わ
れ
る
時
の
異
や
動
は
、
究
極
に
お
い
て
は
一
春

に
た
い
す
る
異
で
あ
り
動
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ

が
、
わ
れ
わ
れ
が
何
度
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
知
的

存
在
と
し
て
の
ヌ
ー
ス
は
一
者
と
異
な
っ
て
不
完
全
だ

か
ら
、
完
全
性
を
求
め
て
一
者
を
屠
指
し
動
く
の
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
そ
の
動
つ
ま
り
＆
℃
o
爲
℃

は
、
銭
ξ
需
含
と
し
て
の
瓢
イ
ド
ス
に
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
一
者
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
動
は
、
エ
イ
ド
ス
を
見
捨

て
、
直
知
の
作
用
た
る
こ
と
を
や
め
て
、
知
的
素
材
た

る
こ
と
に
徹
し
、
図
1
に
示
し
た
点
線
の
行
程
を
た
ど

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
最
後
に
一
つ
だ
け
、
注
意
し
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
は
第
五
論
集
の
第
一
論
文
、

第
四
章
で
、
知
性
界
の
カ
テ
ゴ
リ
ア
イ
に
つ
い
て
説
明

し
た
後
、
　
「
ま
た
直
知
さ
れ
る
も
の
の
間
に
も
、
稲
互

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
対
す
る
異
な
、
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
し
て
同
は
、
…
…
、
す
べ
て
に
共
通
す
る
何
か
（
目
知
的
素
材
）
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

し
て
そ
の
間
の
差
別
（
揚
蓋
。
息
）
は
異
と
な
る
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
、
知
性
界
に
は
一
事
と
ヌ
ー
ス
の
異
な
り
を
説
明
す
る
異
と
は
別

に
、
イ
デ
ア
（
睦
個
的
ヌ
ー
ス
）
間
の
異
な
り
を
説
明
す
る
異
の
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
場
舎
に
は
知
的
素
材
が
そ
れ
ら
の
基
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

共
通
の
も
の
と
し
て
、
イ
デ
ア
間
の
同
の
原
理
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
第
一
部
で
く
わ
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
論
議
を
蒸
し
返
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
が
、
エ
イ
ド
ス

と
素
材
と
の
こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
図
H
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
い
じ
ょ
う
の
よ
う
に
し
て
、
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
知
的
素
材
に
問
題
の
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
彼
の
素
材
論
の
一
面
を
吟
味
し
な
が

ら
、
最
後
に
、
彼
の
一
旬
認
識
の
謎
と
知
性
界
の
仕
組
み
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
完
全
な
る
神
を
こ
こ

ろ
に
え
が
き
、
そ
れ
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
ね
が
い
な
が
ら
も
、
自
己
の
無
力
と
罪
の
深
さ
の
ゆ
え
に
、
た
だ
大
地
に
ひ
れ
伏
し
て
憐
れ

み
を
乞
い
、
祈
る
こ
と
し
か
知
ら
ぬ
人
間
と
そ
の
魂
否
静
か
で
消
極
的
な
姿
で
は
な
く
、
神
（
一
者
）
が
偉
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ

こ
よ
り
生
ま
れ
で
た
人
間
と
そ
の
魂
の
偉
大
さ
を
信
じ
、
父
な
る
神
の
も
と
に
帰
っ
て
彼
と
一
体
に
な
ろ
う
と
す
る
、
気
力
に
満
ち
た
人

間
と
そ
の
魂
の
動
的
で
積
極
的
な
姿
で
あ
っ
た
。

　
ひ
と
は
よ
く
、
プ
μ
チ
ノ
ス
の
哲
学
は
、
彼
自
身
の
神
秘
的
な
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
神
秘
主
義
哲
学
の
典
型
で
あ

る
と
言
う
。
し
か
し
こ
れ
は
正
し
く
女
い
。
な
る
ほ
ど
彼
は
、
同
蒋
代
の
誰
よ
り
も
多
く
「
絶
対
者
と
の
合
一
」
を
体
験
し
、
そ
の
体
験

に
基
づ
い
て
彼
の
思
想
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、
彼
は
プ
ラ
ト
ン
を
師
と
仰
ぎ
、
己
れ
の
体

験
と
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
信
じ
て
、
彼
の
教
説
の
導
き
の
も
と
に
、
己
れ
の
体
験
を
客
観
化
し
ロ
ゴ
ス
化
す
る
こ
と

に
生
涯
を
捧
げ
た
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、
体
験
的
な
愛
の
理
論
づ
け
と
し
て
の
知
的
素
材
の
導
入
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
ひ
と
つ

の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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（
5
7
）
　
フ
ヴ
ラ
！
は
、
こ
の
知
的
素
林
の
義
気
に
は
．
全
く
嘗
及
し
て
い
な
い
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
．
酵
『
Φ
6
簿
筥
び
臨
窪
的
Φ
寓
冴
8
曼
。
幽
い
障
段

　
O
話
。
開
鋤
昌
山
国
鴛
熔
駕
Φ
象
①
〈
鋤
一
℃
び
昌
8
0
℃
ン
ど
、
．
の
二
四
一
－
三
頁
で
、
知
的
素
材
の
問
題
に
触
れ
、
そ
の
起
源
を
、
範
①
α
Q
鑑
ヨ
鶏
Φ
ω
鉱
｛
・
器
切
①
械
瓢
○
買

　
（
＆
N
ミ
）
、
に
求
め
、
そ
の
根
拠
と
し
て
H
。
8
・
8
・
3
2
～
6
、
W
・
9
・
5
。
2
9
、
V
・
1
。
1
。
3
～
5
お
よ
び
皿
。
7
・
1
1
を
あ
げ
て
い

　
る
が
、
N
驚
嚢
黛
の
分
析
吟
味
が
不
足
し
て
い
る
の
で
一
も
っ
と
も
、
こ
の
書
物
は
専
門
家
の
み
を
対
象
と
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
謹
で
求

　
め
る
の
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
が
…
一
そ
れ
と
「
無
限
定
な
る
ご
扁
と
し
て
の
知
的
素
材
と
の
関
係
が
漠
然
と
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の

　
「
無
限
定
な
る
二
」
を
、
知
性
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
、
ぎ
島
の
類
比
富
儀
Φ
ω
間
お
、
と
見
た
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
更
に
そ
の
恥
Φ
の
騨
Φ
の
中
に

　
．
飢
①
ω
マ
①
｛
o
畦
。
巾
Φ
℃
帥
肖
象
Φ
o
臥
。
陰
富
鵠
。
①
．
を
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

（
5
8
）
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
次
の
こ
と
ば
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
、
わ
れ
わ
れ
に
強
烈
な
三
襟
の
念
を
い
だ
か
せ
る
も
の
（
瞳
一
連
）
が
知
的
な
モ
ル
フ
ェ
ー
か
ら
全
く
自
由
で
あ
る
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
て
も
、
驚
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
魂
も
、
一
編
に
た
い
す
る
烈
し
い
愛
を
も
つ
時
に
は
、
自
己
の
も
つ
す
べ
て
の
モ
ル
フ
ェ
ー
を
投

　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
げ
捨
て
、
た
と
え
自
分
の
な
か
に
あ
る
知
的
な
も
の
だ
ろ
う
と
何
だ
ろ
う
と
、
こ
れ
を
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
…
…
。
で
、
魂
が
一
塩
と
め

　
ぐ
り
あ
う
幸
運
を
得
て
、
　
者
が
魂
に
や
っ
て
く
る
時
、
い
や
む
し
ろ
魂
に
現
在
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
時
、
そ
し
て
魂
が
現
存
す
る
も
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
も
ろ
の
も
の
か
ら
身
を
転
じ
て
自
己
自
身
を
で
き
る
だ
け
立
派
に
整
え
、
一
者
と
の
同
【
性
へ
と
向
う
時
…
…
、
突
如
と
し
て
、
己
れ
の
中
に
一
者

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
見
る
。
」
（
W
・
7
・
3
4
。
工
～
1
3
、
な
お
W
・
7
・
3
6
・
1
3
～
1
9
も
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
ま
こ
と
に
ヌ
ー
ス
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
を
他
か
ら
さ
え
ぎ
り
、
意
を
己
れ
の
内
部
に
集
中
し
て
侮
も
見
な
い
時
、
他
の
も
の
の
な
か
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
る
他
の
光
で
は
な
く
、
自
己
自
身
に
し
た
が
っ
て
自
分
だ
け
で
あ
る
純
粋
な
光
が
、
突
如
と
し
て
、
ヌ
ー
ス
自
身
の
う
え
に
あ
ら
わ
れ
る
。
」
（
V
・

5
・
7
・
3
1
～
3
4
、
な
お
V
・
3
・
1
7
・
2
8
～
3
8
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

（
5
9
）
　
頃
ゆ
戸
≦
．
8
H
ρ
5
～
邸
賊

（
6
0
）
　
第
三
部
の
は
じ
め
で
取
り
あ
げ
た
引
用
文
（
V
。
班
。
1
1
・
1
～
1
6
）
の
、
　
「
ま
だ
見
ぬ
田
沼
の
と
し
て
の
ヌ
ー
ス
は
、
一
華
を
単
一
な
も
の

　
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
い
つ
も
別
の
も
の
を
捉
え
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
お
、
V
・
3
・
1
2
・

　
3
9
～
5
2
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
1
）
　
o
隔
噸
麟
嵩
P
≦
●
り
’
ド
ピ
ト
⊃
卜
⊇
～
卜
3
い

（
6
2
）
　
o
｛
」
び
置
．
悶
膳
9
①
～
樋
○
。
一
匹
’
9
①
臼
①
～
6
脚
≦
’
凹
目
剃
”
に
い
く
．
り
9
“
り
刈
～
§
甲
鳳
．
卜
⊃
◆
Q
。
り
δ
…
く
．
聴
企
卜
○
①
～
a
．
象
ρ

（
6
3
）
　
笹
達
「
＜
●
り
企
G
◎
O
～
ω
Q
◎
含
（
圏
中
美
知
太
郎
訳
、
前
掲
書
よ
り
。
括
弧
内
は
筆
者
。
）
o
｛
．
＜
［
ψ
O
Q
り
悼
い

プ
ロ
チ
ノ
ス
の
素
材
論

四
一
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四
二

（
6
4
）
　
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ア
イ
に
つ
い
て
は
、
V
・
1
・
4
お
よ
び
W
・
2
。
3
～
8
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
5
）
　
o
轡
｝
踏
．
｝
口
試
⑳
窪
。
雛
σ
q
Φ
（
刷
響
…
6
ゲ
①
O
効
葺
ぎ
乙
σ
q
o
該
貯
8
q
o
｛
い
簿
巽
○
「
ゆ
色
（
知
め
鴛
帯
ζ
o
象
φ
〈
鎮
℃
げ
譜
。
訟
○
豆
受
”
ト
っ
轟
圃
．

（
6
6
）
　
や
弓
昌
串
く
・
り
命
G
。
の
～
も
。
G
Q
．
（
田
中
美
知
太
郎
訳
、
前
掲
書
よ
り
。
）

（
6
7
）
　
陣
窪
盛
．
く
璽
歴
心
堕
も
。
Φ
～
念
レ
（
暇
中
美
知
太
郎
訳
、
前
掲
書
よ
り
。
括
弧
内
は
筆
者
。
）

（
6
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
見
解
は
、
十
分
だ
と
は
覆
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
が
第
｝
部
で
取
り
あ

　
げ
た
、
．
6
7
①
》
誘
霧
富
。
ε
話
。
｛
溶
蝕
⑦
巨
多
Φ
匪
α
q
ま
審
ご
黒
く
費
。
・
⑦
ぎ
芸
Φ
℃
三
｝
＄
o
℃
ず
団
。
｛
℃
一
9
げ
器
．
、
、
で
、
知
的
再
診
を
知
性
界
の
統
　
性
（
も

　
し
く
は
単
…
性
）
の
原
理
と
し
て
認
め
乍
ら
も
、
こ
の
考
え
は
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
…
般
的
な
考
え
方
と
融
了
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
6
6

　
－
6
8
貰
）
。
な
る
ほ
ど
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
知
的
素
材
は
ま
た
「
無
限
定
な
る
ご
繕
舎
ミ
き
の
継
母
の
」
と
も
書
わ
れ
、
V
・
4
・
2
で
は
、
こ
の
「
無
限

　
定
な
る
二
」
と
一
者
か
ら
銭
磯
9
と
駄
尋
ミ
誌
へ
が
生
じ
る
と
雷
わ
れ
て
い
る
の
で
、
［
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
知
的
素
材
は
知
性
界
に
お
け

　
る
多
様
性
の
原
理
で
で
も
あ
る
よ
う
な
錯
覚
に
捉
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
特
定
の
形
だ
け
で

　
は
な
く
て
、
ど
ん
な
に
大
き
な
形
で
も
、
ま
た
ど
ん
な
に
小
さ
な
形
で
も
、
と
も
に
無
舗
限
に
受
け
い
れ
う
る
も
の
（
侮
　
　
玲
　
　
　
2
　
　
　
　
、
“
　
q
昌
。
◎
◎
N
略
）
　
で
あ
る
と
い

　
う
意
味
で
、
　
「
無
限
定
な
る
一
こ
な
の
で
あ
っ
て
、
知
性
界
に
大
と
か
小
と
か
、
ま
た
そ
の
他
の
形
の
多
様
性
を
作
り
あ
げ
る
の
は
、
む
し
ろ
一
者

　
か
ら
知
的
素
材
へ
と
や
っ
て
き
た
大
と
か
小
と
か
の
エ
イ
ド
ス
な
の
で
あ
り
、
　
こ
の
考
え
は
、
始
終
、
　
一
貫
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
皿
。
6
。
1
3
、
W
・
7
・
1
4
、
W
・
7
・
1
6
、
V
。
1
・
5
、
V
・
7
・
1
、
V
。
皿
・
1
1
な
ど
を
参
照
き
れ
た
い
。
）

　
　
な
お
「
無
限
な
る
ご
」
と
し
て
の
知
的
素
材
と
い
う
考
え
が
、
先
哲
か
ら
プ
ロ
チ
ノ
ス
へ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う

　
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
代
で
も
多
く
の
プ
ロ
チ
ノ
ス
学
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
述
の
内
容
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
一
定
し
て
い

　
る
の
で
、
殊
更
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
研
究
書
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
》
●
出
．

　
〉
触
営
ω
膚
。
づ
σ
Q
い
↓
『
Φ
》
岩
響
富
。
巳
お
。
｛
弾
。
餅
δ
蟹
σ
q
一
露
o
G
蝕
く
霞
器
ぎ
子
㊦
コ
リ
篇
。
ω
○
℃
び
団
。
｛
謹
。
け
ぎ
岳
”
搭
腿
9
H
り
ゐ
9
出
・
旨
閑
村
9
、
ヨ
Φ
蕊

　
U
臼
¢
錺
箕
¢
鵠
回
路
鶏
○
Φ
置
冨
。
・
諺
①
藍
色
莞
瞬
ぎ
H
霧
心
”
卜
⇒
Φ
評
認
卜
⊇
ゐ
b
Q
Φ
◎
唱
■
ζ
Φ
ユ
節
詳
甲
閃
8
欝
コ
葺
。
蝕
ω
ヨ
ε
2
8
噂
一
象
。
凱
ω
日
”
お
8
”
旨
今
お
①
響

　
○
ぴ
鼠
。
。
鉱
鋤
昌
男
簿
8
彗
W
ピ
窃
。
節
ま
守
q
O
覧
。
ψ
（
ぎ
簿
。
⇔
鉱
Φ
。
り
Φ
塁
出
馬
①
氏
勉
蕊
げ
。
。
国
郎
昌
窪
伽
の
。
。
島
Φ
℃
囲
。
甑
詳
ド
リ
①
r
Q
◎
マ
Q
◎
卜
。
．
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筆
者
　
北
海
道
教
育
大
学
（
釧
路
分
校
）
　
〔
哲
学
〕
助
教
授
）
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keit　oder　Agi玉it護t（anstatt　der　Subs．tanz　oder．des　sogena職ten　tote且Dinges
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keine　Ruhe　oder　keine　Basis　haben．　Gerade．desWegen　musste　Fichte　in

seiner　sp註teren　Wissenschaftslehre　das　absoluten　Sein（＝Gott）als　den
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．als　Materle←Stoff）gege磁bersteht　und　sie　als　Welt　bildet．

　　Am£nde　selnes　Lebens　war　Fichtes　Wisse識schaftslehre　nicht　nur　ethisch，

sondern　vollkomme頂eligi6s　bestim賊．

翌he　Proble熾of　5えη．ソ。ητカin　Ploも豆盤猿s

by　Yasuhiko　Tanogashira

　　In　the　fourth　treatise　of　the　second　Ennead　（4．　2－7　Br．），　Plotinus　explains

the　reason　why　he　holds　the　existence　of　b7eo　voTITj＞　is　necessic　ry・，　saying　“lf，

’theR，　the　Forms　are　many，　there　must　be　something　in　them　common　to

ithem　a｝1；　and　also　something　individual，　by　which　one　di’ffers　fyom　another．
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Now　this　somiething　individua｝，　this　separating　difference，　is　the　shape　whicfu

belongs　to　each．　But　if　there　is　shape，　there　is　that　which　is　shaped　＋・…一

Therefore，　there　is　matter　which　r’eceives　the　shape，　and　is　the　substrata　in，

every　case．”　（transl．　by　A．　H．　Armstron．cr）．　And　in　the　next　chapter　of　the，

same　trea5se　（5．　29－31　Br．），　ire　sac　ys，　“Otherness　that　is　in　the　intel｝igible，

xKTorld　（fit／　gTsp6Tris‘　’7i　E’h’st一）　exlsts　always，　which　produces　intelligible　matter’

（b70　voorf，・）　；，　for，　in　that　world，　it　is　this　Othernegvs　that　is　the　principle　of

matter，　and　this　is　the　primary　Movement．」・・…　The　Movement　and　Otherness’一

which　proceed　from　the　First　are　indeterminate，　and　need　the　First，　to　be，

determinate；　and　they　are　determined　when　they　turn　to　it．　But　before　the，

turning，　matter，　too，　was　indeterminate　and　the　ether　and　not　yet　good．”’

（5・　29－34　Br．）．

　　New，　what　is　meant　for　Plotinus　by　the　primary　Movement，　Otherness・

and　lndeterrninateness　（dopeaTicr）　？　NVhat　d6es　he　iinean’saying　“Otherness・

prodttces　intelligible　matter”？　From　what　point　of　view　hacl　he　attained．．

the　belief　in　the　necessary　existence　of　intelligible　matter　？

　　1　intencl　to　clarify　in　this　paper　the　optnion　of　Plotinus　on　these　qziestionst

魚C・nnecti・簸with幼9，ψ吻，λ6γ・9，・お・9，・δ費π・・ρ・・，・砺・eg　andぎ9・σ・9，　and．・

to　make　an　attempt　to　disclose　the　functions　of　b’Rq　vo）7Ti＞．

　　1　examinecl　them　closely，　and　the　result　of　these　examinations　are　as　fol一一

lows；　1）．　ln　Plotinu＄　b’R’o　volf’L’it　is　not　the　principle　of　individuation　in　the・：

intdligib｝e　world，　but出e　principle　of　its　u難ity　and　oneness，　as　B．　A，　G。

Fuiler　says　in　his　book　entitled　‘The　Problem　of　Evil　in　Plotinus’．　2）．　lt’

is　also　the　principle　of　otherness　by　which　vovNg　differs　from　the　One．　3）．　lt．

is　the　ultimate　cause　oi’　incompleteness　in　the　intellectual　world．　4）．　There－

fore，　it　is　the　principle　of　tgCvTiaeg　rcal　e’geatg　by　which　human　souls　are，

prompted　to　unite　with　the　One．　5）．．Prof．　Guthrie　says　that　in　the　Porphy一一

ri’an　period，　Plotinus　rejected　the　iclea　of　intelligible　matter　（cf．　Plotinus．

C伽Plete　W；o廊，　p．1297，　and　see　Ph．　Merlan，乃一απPlatoア．zism　to　Neoplato，

nism，　p．　126）．　But　this　oplnion　is　not　true．　For，　1　think，　in　the　Eustochian．

period　as　well　as　in　the　Porphyrian，　67，q　vorpTh，　so　far　from　being　re）’ected．

P｝ays　an三即・rtant　parむ呈nぬe　system　of　Piotinus．
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