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今
世
紀
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
（あ
曽
１
８
８
）

は
専
ら
「実
存
哲
学
の
代
表
格
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
彼
が
戦

後
自
ら
の
哲
学
を
「理
性
の
哲
学
η
〓】Ｐ８
ｏＯ〓８
８
ヽ
く
Ｒ
目“亀
一】

と
命
名
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
に
政
治
―
実
践
哲
学
の
分
野
で
積

極
的
か
つ
広
範
囲
に
そ
の
主
張
を
展
開
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
唱
え
る
哲
学
の
本
質
と
は
何
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（パ
ｏ８
８
目
声
営
い８
）の
敢
行
―
た
え
ず
他
者

に
開
か
れ
た
態
度
を
取
り
つ
つ
対
話
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

志
、
お
よ
び
囲
思
惟
す
る
こ
と
の
自
由
――
い
か
な
る
主
義
主
張

を
も
特
定
化
。絶
対
化
し
な
い
、
と
い
う
理
性
的
思
考
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
直
観
そ
の
他
の
感
性
的
能
力
に

訴
え
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
こ
の
思
惟
を
意
識
一般
す
な
わ
ち

「
ロ
ゴ
ス
＝
言
葉
の
倫
理
」
に
定
位
し
つ
つ
遂
行
さ
せ
よ
う
と
す

る
点
で
、
ま
さ
に
「哲
学
」
の
王
道
を
地
で
歩
も
う
と
し
て
い
る
は
。

そ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
生
涯
を
通
じ
、
自
身
の
主
著
と
し
て
構
想

ヤ
ス
パ
ー
ス
の

「
超
越
的
」
感
性
論

―
占
哲
学
的
論
理
学
・遺
稿
』
よ
リ
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
を
め
ぐ
っ
て
――

今

本

修

司

し
て
い
た
最
大
の
も
の
と
は
他
な
ら
ぬ
全
４
部
か
ら
な
る
『哲
学

的
論
理
学
貧
お
も〓一Ｐ８
ｏｏすい∽３
Φ
ｒｏ∞詳
と
（＝
以
下
『哲
論
』

と
略
す
）
と
い
う
大
作
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一部
は
す
で
に
彼
の

生
前
『真
理
に
つ
い
て
（く
８
８
『
ョ
多
手
Φｉ
　
」
Φ
卜
『
）
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
に
刊
行
を
み
た
が
、
第
二
部
以
降
に
予
定
さ

れ
て
い
た
「カ
テ
ゴ
リ
ー
論
」
「方
法
論
」
「科
学
論
」
の
三
つ

は
遂
に
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昨
年
３
８
じ
こ
の

い
わ
ゆ
る
「遺
稿
」
の
断
片
が
編
集
・刊
行
さ
れ
、
不
完
全
な
が

ら
も
そ
の
全
体
像
が
再
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
ｏ
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
特
に
そ
の
な
か
で
も
完
成
に
近
い
状
態
で
整
理
さ
れ
て
い
る

「カ
テ
ゴ
リ
ー
論
（バ
３
８
９
一８
Ｐ３
８
）」
――
分
け
て
も
「感

性
論
」
と
も
言
う
べ
き
部
分
――
を
中
心
に
探
る
こ
と
に
よ
り
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
果
た
し
て
こ
こ
で
い
か
な
る
論
理
学
を
構
築
し
よ

う
と
企
図
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
方
法
論
的
態
度
を
明
ら
か
に
し

て
み
よ
う
と
思
う
。
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一
　
『哲
論
』
に
お
け
る
「カ
テ
ゴ
リ
ー
論
」の
位
置
づ
け

‐１１
　
『哲
論
』
第
二
部
以
降
の
企
図
に
つ
い
て

『哲
論
』
第
一部
（
『真
理
に
つ
い
て
』
）
に
お
い
て
ヤ
ス
パ

ー
ス
は
「包
越
者
（Ｃ
８
『
Φいい８
８
）
」
と
い
う
概
念
で
有
名
な

「包
越
的
存
在
論
η
Φ『”Φ●，８
８
Ｐｏ∞い３
」
と
い
う
独
自
の
世
界

観
の
構
図
を
提
出
し
、
我
々
の
「主
観
―
客
観
―
分
裂
」
の
意
識

一般
の
な
か
で
、
我
々
自
身
お
よ
び
世
界
が
多
層
的
構
造
を
成
し

て
お
り
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
真
理
も
ま
た
多
義
的
に
現
れ
る

と
い
う
一種
の
存
在
の
論
理
を
展
開
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼

は
そ
れ
以
前
か
ら
「存
在
と
は
何
か
」
と
い
う
古
代
か
ら
の
哲
学

の
根
本
問
題
に
対
す
る
独
自
の
解
答
を
見
い
だ
す
べ
く
、
よ
り
広

範
囲
な
視
点
か
ら
存
在
の
論
理
＝
体
系
化
を
進
め
る
べ
く
構
想
を

練
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
既
出
の
「包
越
者
の
諸
様

態
」
に
基
づ
く
分
類
で
は
、
①
各
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（概
念
）
が

非
―確
定
的
で
流
動
的
で
あ
る
こ
と
、並
び
に
②
「超
越
者
角
８
●９

ぶ
日、Φ●じ
」
「実
存
Ｇ
ｘ一∽一８
じ
」
と
い
っ
た
概
念
が
個
人
の

真
理
と
し
て
妥
当
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
内
実
は
客
観

的
に
規
定
さ
れ
得
ず
主
観
性
を
免
れ
得
な
い
こ
と
、
な
ど
を
理
由

と
し
て
新
た
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
枠
組
の
設
定
が
必
要
で
あ
る
、

と
の
結
論
に
達
し
て
い
た
と
い
う
ｏ
。

そ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「真
理
論
」
の
続
編
と
し
て
、　
冨
口葉

の
論
理
＝
ロ
ゴ
ス
」
に
よ
っ
て
普
遍
的
存
在
を
把
握
し
よ
う
と
す

る
『哲
論
』
本
来
の
趣
旨
に
鑑
み
、
そ
れ
を
詳
細
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
に
よ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
（第
二
部
）
、
お
よ
び
そ
こ
で
の
論

理
学
の
（哲
学
的
）
方
法
論
自
体
を
従
来
の
方
法
論
（現
象
学
、

弁
証
法
な
ど
）
と
比
較
し
た
う
え
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（第
二

部
）
、
同
様
に
自
然
科
学
や
社
会
科
学
に
お
い
て
通
常
採
用
さ
れ

て
い
る
方
法
論
と
の
相
違
を
明
示
す
る
こ
と
（第
四
部
）
を
そ
れ

ぞ
れ
著
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

囲
　
「カ
テ
ゴ
リ
ー
論
」
全
体
の
構
成
に
関
し
て

以
上
の
手
始
め
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
は
「カ
テ
ゴ
リ
ー

の
体
系
化
３
逓
８
８
詳
ぃこ
」
で
あ
る
。
「包
越
者
の
分
類
」
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
関
係
は
厳
密
で
な
か
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
従
来
の
論
理
学
一般
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
一連

の
概
念
も
含
め
、
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
明
確
な
序
列
と
位
階

（ｒ
亀
８
ど
Ｊ
３
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
序
論
に

お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
一般
に
つ
い
て
「
一切
を
言
葉
に
よ
っ
て
捉

え
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と

で
あ
る
“
」
と
い
う
旨
を
述
べ
る
。
例
え
ば
馬
を
哺
乳
類
、
動
物
、

生
物
、
自
然
物
、
も
の
（∪
〓
し
、対
象
、何
か
あ
る
も
の
→
一■
８
）

等
々
、
と
い
っ
た
次
元
の
異
な
る
様
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て

名
指
し
う
る
よ
う
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
様
々
な
段
階
が
あ
り
そ
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の
抽
象
度
に
も
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
つ
て
語

る
こ
と
は
、
た
と
え
人
の
名
前
の
よ
う
な
具
体
的
な
概
念
と
言
え

ど
も
「普
遍
性
」
に
お
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

個
人
の
名
前
そ
れ
自
体
は
確
か
に
代
替
不
可
能
な
特
定
の
対
象
を

指
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
前
の
名
前
性
＝
個
人
性
（Ｆ
Ｏいユ
‐

“ヽ”】』一鮮
）と
い
う
特
徴
自
体
は
す
で
に
普
遍
的
な
性
格
を
帯
び
て

い
る
か
ら
で
あ
る
ｏ
。
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
す
で
に
普
遍
的
な

性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
言
葉
に
よ
り
語
ら
れ

る
一切
の
対
象
の
性
質
を
示
し
う
る
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
の
一連
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
を
、
彼
独
自
の
図

式
に
基
づ
き
「対
象
性
（０
８
８
∽Ｓ
●鮎一”卜
ざ
一こ
一般
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
群
」
「現
実
性
（ョ
いキ
【い３
５
いこ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
」
「自

由
η
『Φいぎ
こ̈
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
」
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
「対

象
性
一般
」
と
は
こ
の
場
合
、
事
物
の
高
度
に
抽
象
的
な
性
質
な

い
し
形
態
を
明
示
す
る
も
の
で
、
「あ
る
も
の
Ｇ
一■
財
と
　
「他

者
（＞
目計
『∽ビ

「
一者
３
房̈
∽Φす
と
　
「反
対
（の
８
８
８
ご
と

「否
定
（Ｚ
８
翠
一ｏ●ビ

「関
係
つ
ΦＮ一多
〓●∞
）」
な
ど
が
相
当
す

る
。　
一方
で
「現
実
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
」
と
は
、
対
象
が
私
に

対
す
る
関
係
と
し
て
自
己
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
段
階
に
つ

い
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
、
「時
間
」
男
工間
」
「感
官
３
」●３
ビ

「物
体
（パ
？
罵
『ビ

「物
質
（〓
営
Φヽ
き
と
な
ど
が
こ
れ
に
あ
て

は
ま
る
。
「自
由
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
」
と
は
こ
の
三
つ
の
区
分
の

う
ち
で
も
っ
と
も
高
次
の
も
の
と
さ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
明
ら
か

に
″私
の
も
の
″
と
し
て
意
識
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
言
わ
れ
る

―
‐
「実
存
（口ｘ一∽一３
じ
」
「理
念
合
計
８
」
「価
値
（ヨ
Ｒ
こ

「現
存
在
（∪
跳
ｏいこ
」
「悟
性
（く
ｏ『∽Ｓ
目ヽ
と
「精
神
（Ｏ
Φい■
と

な
ど
で
あ
る
。
或
い
は
こ
の
三
段
階
は
、
単
な
る
抽
象
的
→
げ∽す

『キ
こ
な
概
念
の
次
元
か
ら
可
視
的
→
３
３
留
げ鷺
Ｘ
次゙
元
へ
、
そ

し
て
可
能
的
（日
０∞一い多
）
な
概
念
の
次
元
へ
の
移
行
過
程
と
し
て

見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
何
れ
に
し
て
も
こ
の
そ
れ
ぞ
れ

の
相
違
は
単
純
明
快
に
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ

ろ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
、
従
来
の
論
理
学
（形

式
論
理
学
）
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
「認
識
の
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
（ｏ
２
●詳
３
８
９
い８
８
∽

国キ
８
３
３
）」
も
し
く
は
「普
遍
的
な
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
＝
群

Ｔ
ュ
お
８ヽ
ざ
パ
３
８
９
いΦ●
計
∽
ｒ
ｉ
←
」
と
し
て
別
枠
に
設

定
す
る
。
例
え
ば
「原
因
（Ｃ
覇
Ｒ
Ｆ
と
　
「動
機
（〓
２
】じ
」

「根
拠
（ｏ
２
５８
」
「結
果
η
ｏＰ器
）」
「必
然
性
（Ｚ
３
■
８
‐

一ヽ”庁Φ】一）」
「口猶船総
（Ｎ〓い”目
）」　
「「判化昨粧」
（７ヽ【０”〓ｏ〓庁Φい一）」

「全
体
（〇
彗
Ｎｅ
」
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
同
様
に
「量

（Ｏ
ｃ”́
〓
摯
】
「質
（Ｄ
〓彗
一一Ｓ
Ｃ
」
「数
貪
卜
中と

「生
命

つ
３
８
）」
な
ど
と
い
っ
た
、
前
述
の
ど
こ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
、

い
概
念
は
「特
殊
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
り
。
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し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
い
く
ら
こ
う
し
た
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
列
挙
し
た
と
し
て
も
、
全
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
と
い
う
事
実
的
な
認
識
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
あ
く
ま

で
「カ
テ
ゴ
リ
ー
の
体
系
化
」
を
存
在
の
全
体
を
明
ら
か
に
す
る

手
段
（〓
”一一ｏこ
と
し
て
、
「思
惟
に
秩
序
づ
け
（〇
『”８
一いΦ〓
●じ

を
与
え
る
も
の
＝
論
理
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
（５２
と
と
し
て
意
義
が
あ

る
、
と
明
言
し
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
故
自
身
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分

類
に
次
の
よ
う
な
制
限
条
件
を
付
し
て
い
る
６
。

Ｈ
　
一切
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
唯
一
の
根
拠
（あ
る
い
は
全
体
）

は
示
さ
れ
得
な
い
こ
と

佗
　
他
よ
り
優
越
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
存
在
し
な
い
こ
と

ほ
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
産
出
す
る
い
か
な
る
唯
一
の
根
本
的
な
方

法
論
も
存
在
し
な
い
こ
と

ニ
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
感
性
論

―
‐
「
直
観
性
」
と
は
何
か
―

Ｈ
　
「現
実
性
の
カ
テ
ゴ
リ
‥
」
一般
に
つ
い
て

前
述
の
二
つ
の
主
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
の
う
ち
「現
実
性

（■
一諄
”一多
ざ
←̈
」と
い
う
範
疇
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
と
は
、

直
接
的
に
は
①
感
性
Ｃ
〓
ュ
多
ＦΦ〓
）
＝
知
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
た
内
実
、
②
私
に
反
作
用
、
抵
兵
■
”８
『∽一日
３
を
促
す
も
の

と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
存
在
、
③
素
材
つ
ざ
蹴
）
＝
衣
食
住
に

必
要
な
身
の
回
り
の
道
具
、
物
資
、
手
段
の
総
体
、
と
し
て
経
験

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
１７
ｏ

さ
ら
に
こ
の
「現
実
性
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
は
、
経
験
的

―
実
在
的
な
意
味
に
お
い
て
ｏ
ま
ず
①
直
観
性
（＞
３
３
”“口い３
‐

５
い゙
）の
段
階
一感
覚
さ
れ
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
直
観
の
形

式
ま
た
は
条
件
（空
間
、
時
間
）
お
よ
び
直
観
内
容
（五
感
の
働

き
、
運
動
）
な
ら
び
に
直
観
の
対
象
（物
体
、
物
質
、
力
）
、
続

い
て
②
思
惟
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
現
実
性
命
＆
Ｒ
Ｆ
Φ
ョ
】丼
‐

Ｐュ
Ｆ■
）
の
段
階
一
「こ
の
も
の
３
諄
Φ∽ご

「今
、
こ
こ

聾
Ｒ
Ｅ
Ｏ
」３
Ｎ一ご

「個
体
一っ
ぃＲ
ΦＦ
８
ご
「直
接
性
（Ｃ
ｏ日
ぃす

庁
】げ鶴
５
一一）」
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
当
の
対
象
、

お
よ
び
③
現
実
性
の
総
体
と
し
て
の
「世
界
概
念
（■
Φ一３
８
『竃
き

と
に
色
分
け
が
な
さ
れ
る
ｏ
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
我
々
が
各
自
の

「感
性
」
に
よ
っ
て
直
接
対
象
を
捉
え
る
と
い
う
経
験
の
第
一歩

は
無
論
最
初
の
「直
観
性
」
の
段
階
に
お
い
て
表
さ
れ
る
。
そ
こ

で
以
下
、
こ
の
直
観
性
に
関
す
る
部
分
を
例
に
取
り
そ
の
詳
細
を

追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

佗
　
「直
観
性
の
カ
テ
ゴ
リ
‥
」
と
そ
の
展
開

Ａ
　
空
間
（”
”〓ヨ
）概
念
ｍ

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
感
性
論
に
倣
い
「空
間
・

時
間
」
を
「表
象
さ
れ
経
験
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
思
惟
さ
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れ
う
る
も
の
で
は
な
い
（９４
と
と
い
う
意
味
で
「直
観
の
形
式
」

と
呼
ぶ
。
並
ん
で
「空
間
。時
間
」
は
対
象
の
現
実
性
を
成
立
さ

せ
る
条
件
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
（９５
）が
言
わ
れ
、
相
互
の

依
存
性
が
説
か
れ
る
含
げい０し
。　
但
し
、
元
来
自
然
科
学
（精
神

病
理
学
や
心
理
学
）
に
従
事
し
て
い
た
こ
の
哲
学
者
の
本
領
が
発

揮
さ
れ
る
の
は
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
我
々
が
普
段
経
験

し
脳
裡
に
思
い
描
く
「空
間
」
と
し
て
「現
象
学
的
空
間
」
「ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
」
「数
学
的
空
間
」
を
挙
げ
る
。
第
一
の
も

の
は
、
我
々
が
現
に
見
る
ま
ま
の
広
が
り
と
奥
行
き
と
を
持
っ
た

質
的
・量
的
な
空
間
の
こ
と
を
指
し
、　
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
と

は
い
わ
ゆ
る
我
々
が
つ
ね
に
そ
の
中
に
い
る
と
こ
ろ
の
「３
次
元

空
間
」
の
こ
と
で
あ
り
「無
制
限
に
無
限
に
分
割
可
能
な
」
一種

の
モ
デ
ル
空
間
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
も
の
は
「れ
次
元
空
間
」

と
し
て
表
さ
れ
る
よ
う
な
「多
次
元
的
な
多
様
性
を
有
す
る
空
間

概
念
（９８
と
で
あ
り
、
特
殊
な
場
合
に
の
み
現
れ
る
非
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
的
空
間
を
い
う
。

だ
が
空
間
概
念
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
「現
実
的
で
あ
る
か
否
か

は
判
断
さ
れ
得
な
い
含
〓

，
と
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
は
何

よ
り
「感
性
に
よ
る
感
覚
の
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
含
σ”０・ご

で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
空
間
意
識
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
空
間
概

念
は
さ
ら
に
二
つ
の
形
式
に
分
類
さ
れ
る
¨

第
一
の
形
式
¨
「形
態
学
的
空
間
（日
ｏａ
〓ｏｒｏ∞一Ｘ
ぎ
ヽ
”
”〓日
と

＝
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
に
お
け
る
我
々
が
見
る

こ
と
の
出
来
る
、
観
察
可
能
な
地
理
学
的
空
間
や

宇
宙
空
間
等
々
。

第
二
の
形
式
一
「物
理
学
的
―
天
文
学
的
空
間
」
＝
我
々
が
直

接
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
マ
ク
ロ
も
し
く
は
ミ
ク

ロ
空
間
（計
算
に
よ
り
測
定
可
能
な
空
間
）
を
指

す
も
の
。

Ｂ
　
時
間
機
ｏいじ
概
念
Ш

空
間
概
念
と
同
様
に
、
時
間
概
念
に
つ
い
て
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
は

「現
象
学
的
時
間
」
「客
観
的
に
み
ら
れ
た
現
実
的
時
間
♂
げ̈
帰
‘

一オ
〓
汁丼
】い３
Φ
ＮΦ〓
と
「満
た
さ
れ
た
時
間
→
【ど
ＨＰ８
Ｎ
Φ̈
一ご

と
い
う
３
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
分
類
を
試
み
る
。
（以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
簡
略
な
説
明
を
列
記
す
）

＜ａ
　
現
象
学
的
時
間
　̈
″今
、
現
在
を
生
き
て
い
る
″
と
い
う

時
間
意
識
含
Ｓ
）

①
「体
験
さ
れ
た
時
間
→
『】３
８
ＮΦ〓
）
」
＝
我
々
が
ま
さ

に
意
識
し
て
い
る
時
間
の
流
れ
の
感
覚

②
「表
象
さ
れ
た
時
間
？
９
零
∽一Φ】一８
Ｎｏ〓
）
」
＝
我
々

が
共
有
し
て
い
る
時
間
の
持
続
性
、
直
線
的
時
間

“
　
客
観
的
に
み
ら
れ
た
現
実
的
時
間
＝

①
「歴
史
学
的
（年
代
学
的
）
時
間
Ｔ
い∽ざ
『一∽３
Φ‐卜
８
目♀
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ざ
性
∽３
Φ
ＮΦ〓
）
」
＝
世
界
史
、
時
代
史
に
あ
る
よ
う

な
断
続
的
（非
連
続
的
）
な
時
代
区
分
。

②
「数
学
的
―
物
理
学
的
時
間
」
＝
測
定
可
能
な
、
量
的
な

時
間
経
過
（時
計
の
時
間
、
日
の
出
ｏ
日
の
入
り
３
●し
。

同
　
満
た
さ
れ
た
時
間
＝

①
「生
き
ら
れ
た
時
間
命
Φ中３
８
ＮΦμじ
」
＝
生
の
持
続
状

態
を
示
す
も
の
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
２
『８
８
Φ】Ｆ

序̈
Ｂ
場

お
ｏい　
に
相
当
田
。

②
「有
機
的
時
間
♂
出
彗
μ∽多
Φ
お
いこ
」
＝
生
命
の
交
代

循
環
。

③
「瞬
間
（＞
“零
●げＰ”キ
ビ
＝
過
去
―
未
来
に
何
ら
影
響
さ

れ
ず
つ
ね
に
現
在
と
し
て
充
実
し
た
今
と
い
う
時
間
上
の

点
。

た
だ
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
自
ら
の
実
存
の
立
場
か
ら
、
こ
の
最
後
の

「瞬
間
に
お
け
る
生
の
充
実
」
を
消
え
ゆ
く
は
か
な
い
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
最
も
本
質
的
か
つ
満
た
さ
れ
た
現
実
性
と
し
て
捉
え

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「あ
ら
ゆ
る
現
実
性
は
、
そ
れ
が
真
に
満

た
さ
れ
た
時
に
は
た
だ
瞬
間
と
い
う
現
実
性
の
形
で
の
み
存
在
す

る
貧
８
）
」
そ
の
究
極
の
形
態
は
彼
が
「実
存
的
時
間
→
ｘ”∽一８
‐

〓
ΦＰ】Φ
が
〓
）
」
と
呼
ぶ
も
の
、
す
な
わ
ち
我
々
が
満
た
さ
れ
た

瞬
間
の
う
ち
で
選
択
や
決
断
を
行
う
、
そ
う
い
う
可
能
性
の
場

貧
Ｒ
）
で
あ
る
。
彼
が
「超
越
者
」
の
思
想
、
自
身
の
形
而
上
学

に
お
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
我
々
は
時

間
の
中
で
永
遠
な
も
の
に
直
面
す
る
、
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
る

の
で
あ
る
ぃ
。

Ｃ
　
直
観
内
容
、
直
観
の
対
象
国

空
間
・時
間
と
い
う
「直
観
の
形
式
」
を
概
観
し
た
つ
い
で
に

「直
観
の
内
容
」
と
さ
れ
る
感
覚
の
要
素
つ
〓
●８
日
詳
Φ『ご
こ

と
運
動
３
Φ「
８
‥
し
、な
ら
び
に
「直
観
の
対
象
」
に
相
当
す
る

諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
直
観
ヽ

の
内
容
と
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
詳
細
に
整
理
し
て
い
る
感
覚
領
野

３
一づ８
∽〓
Φ一一）
域
い
は
「感
覚
の
図
式
３
多
Φ日
”
き
ヽ
日日
ヽ
一甲

目ヽ
鴇
じ
」
と
い
う
表
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「視
覚
的
―
聴

覚
的
な
感
覚
」
と
し
て
い
わ
ゆ
る
五
感
に
加
え
身
心
の
平
衝
感
覚

や
生
理
的
感
覚
（空
腹
感
、
の
ど
の
渇
き
、
痛
み
）
、
温
度
感
覚

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
他
方
で
「遠
隔
感
覚
翁
Φヨ
∽〓
お
）
」
と
い

う
項
目
に
お
い
て
は
、い
わ
ゆ
る
身
体
感
覚
（ＦΦ】ｇ
８
日
もぃ〓
●ヽマ

電
じ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
運
動
に
関
し
て
も
、
「私
の

身
体
の
運
動
と
し
て
自
ら
体
験
す
る
貧
器
）
」
よ
う
な
身
体
的
―

生
理
的
レ
ベ
ル
か
ら
「思
惟
の
運
動
」
「精
神
の
運
動
」
と
い
っ

た
心
的
段
階
ま
で
広
範
囲
に
渡
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
類
が
な
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
「直
観
の
対
象
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
は
、
①
「諸
々
の
形
態
（Ｏ
Φ∽ご
Ｆ８
５
）」
と
し
て
特
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定
の
空
間
―
時
間
内
に
存
在
し
て
い
る
も
の
、
②
対
象
の
現
実
性

に
関
係
す
る
一般
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
¨
「物
質
（〓
営
Φヽ
い８
」

「力
（パ
８
い０
」
「物
体
（バ
０む
Φこ

「因
果
性
（パ
”あ
”口」Ｓ
せ

な
ど
、
③
感
性
に
よ
り
「表
現
（＞
あ
キ
ｇ
庁】
さ
れ
「意
味
Ｇ
？

お
ニ
ロ
的）」
さ
れ
る
も
の
、
④
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
¨
「メ

カ
ニ
ズ
ム
（〓
ｏ３
３
お
Ｂ
５
と
　
「有
機
体
（〇
お
讐
″
ヨ
房
）
Ｌ
魂

（ｒ
Φ一Φ）
」
「精
神
（Ｏ
Φ】■
）
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

“
　
直
観
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「超
越
す
る
こ
と
」

だ
が
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
こ
で

例
え
ば
カ
ン
ト
の
よ
う
に
人
間
の
認
識
の
論
理
を
構
成
す
る
一要

素
と
し
て
、
或
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ご
と
く
我
々
の
知
が
展
開
す
る

一
つ
の
移
行
段
階
と
し
て
「直
観
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
叙
述
し

た
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
に
お
い
て
諸
々
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
ど
れ
一
つ
と
い
え
ど
も
他
に
優
先
し
た
り
優
越
性
を

持
っ
た
り
す
る
も
の
で
な
く
、
い
わ
ば
全
て
は
平
等
な
並
列
関
係

に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
領
域
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
出
し
整
理
す
る
だ
け
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
『哲
論
』
の
趣
旨
と
は
「言
葉
の
論
理
に
よ
っ
て
、

普
遍
的
な
存
在
（存
在
そ
の
も
の
）
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
」

で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
い
わ
ば
思
惟
の
運
動
が
本
質
的
に
存
在
し
、

次
々
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
産
出
し
て
は
新
た
な
る
存
在
の
把
握
に
向

か
う
、
と
い
っ
た
実
践
が
背
後
に
存
す
る
か
ら
こ
そ
、　
一
つ
の
体

系
化
３
薔
き
日
営
諄
）
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
こ
の
「思
惟
の
運
動
」
を
「カ
テ
ゴ
リ
ー
の
絶
対
化
（く
Φ８
７

∽２
一一Φ２
目的ご
と
「カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
的
使
用
→
３
３
Ｎ８
一ヽ９

８ヽ
ヽ
Ｒ

ｏ
Φ７
留
３

一
９

パ
営
配
Ｒ
一８

）
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
田
。
た
と
え
ば
今
「直
観
性
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
と
し
て
説
明
し
た
空
間
・時
間
概
念
を
例
に
と
っ
て
み

よ
う
。
先
例
の
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
空
間
」
の
み
の
妥
当
性
を
認

め
る
と
す
れ
ば
、
今
日
の
相
対
的
理
論
な
ど
の
物
理
学
的
成
果
に

よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
空
間
概
念
の
多
様
性
の
意
義
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
「数
学
的
―
物
理

的
時
間
」
を
絶
対
化
し
よ
う
も
の
な
ら
、
最
早
人
類
の
過
去
や
未

来
、
歴
史
や
将
来
す
ら
問
題
に
さ
れ
ず
、
た
だ
単
に
同
じ
出
来
事

が
機
械
的
に
反
復
す
る
だ
け
の
空
虚
な
時
間
概
念
し
か
存
在
し
な

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
――
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

唯
一絶
対
化
が
阻
ま
れ
、
否
定
さ
れ
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
と
す
れ

ば
、
既
存
の
空
間
。時
間
概
念
で
も
っ
て
一切
が
語
ら
れ
う
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
時
間
・空
間
と
は
「こ
の
世
界
内
で
は

閉
じ
て
も
開
い
て
も
い
な
い
貧
に
と
す
な
わ
ち
「有
限
で
あ
る
・

と
も
無
限
で
あ
る
と
も
思
惟
で
き
な
い
（い０い，
）
」
と
い
う
論
理
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的
矛
盾
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
。
或
い
は
端
的
に
「時
間
」
と
は

つ
ね
に
「現
在
で
あ
り
、
瞬
間
で
あ
る
（〓
ｅ
」
と
捉
え
て
み
た

場
合
、
瞬
間
と
は
そ
れ
を
捉
え
た
時
点
で
す
で
に
過
去
の
も
の
と

な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
「う
つ
ろ
い
ゆ
く
存
在
含
σい，
）
」
で
あ

り
、
い
わ
ば
「存
在
す
る
が
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の

含
け一ヽ
き
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
含
ん
だ
表
現
に
よ
っ
て
し
か
言
い

表
さ
れ
得
な
い
。
他
方
で
「空
間
」
と
は
ま
さ
に
″今
、
こ
の
場
″

を
示
し
て
い
る
と
仮
に
表
現
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
「今
、
こ
の

場
」
と
は
「世
界
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
無
数
の
点

で
あ
り
含
８
）
」
、
い
わ
ば
空
間
の
中
心
が
限
り
な
く
存
在
す
る

と
い
う
一種
の
表
現
上
の
矛
盾
に
陥
ら
ぎ
る
を
得
な
い
――
こ
う

し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
矛
盾
や
限
界
を
指
摘
す
る

こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
絶
え
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「超
越
し
て
い
く

→
８
３
Ｎ８
おヽ
お
こ
」こ
と
に
な
る
。
や
が
て
「直
観
性
」
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
は
「現
実
性
」
を
提
え
尽
く
せ
な
い
と
さ
れ
、

こ
の
思
惟
の
運
動
は
「経
験
的
現
実
性
→
８
０い『μ∽多
Φ
く
い■
】い３
‐

ざ
一こ
」
そ
し
て
「本
来
的
な
現
実
性
→
”鴬
ュ
ロ】３
Φ
ョ
μ丼
【”３
・

ＦΦいこ
へ
と
飛
躍
つ
「
Ｅ
Ｃ
し
て
い
く
。　
一
つ
の
学
的
立
場
か
ら

（た
と
え
ば
生
物
学
的
に
）
客
観
的
に
観
察
さ
れ
記
述
さ
れ
た
自

然
の
対
象
と
し
て
の
「現
実
性
」
は
、
ま
だ
主
体
的
に
捉
え
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
「本
来
的
な
現
実
性
」
に
到
達
し
得
て

は
い
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｍ
。

〓一　
結
論
――
「
超
越
的
方
法
」
の
意
義
―

我
々
は
こ
の
よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
内
在
す
る
矛
盾
や
限
界
の

指
摘
も
し
く
は
絶
対
化
を
阻
止
す
る
反
証
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
「カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
的
使
用
」
を
継
続
し
て
い
く
。
そ
れ
を

形
式
的
に
叙
述
す
れ
ば
、
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「（た
だ
単
に
）

Ａ
（だ
け
）
だ
け
で
も
な
く
、
Ｂ
で
も
な
く
、
Ｃ
で
も
不
十
分
で

あ
る
」
あ
る
い
は
「Ａ
で
あ
る
と
す
れ
ば
Ｂ
と
い
う
矛
盾
が
生
じ

る
」
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
述
語
内
容
に
異
議
が
差
し
挟
ま

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
普
遍
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
ヘ
と
「超
越

す
る
こ
と
」
が
行
わ
れ
る
、
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

れ
は
最
終
的
に
は
「存
在
と
は
何
か
」
と
い
う
課
題
に
答
え
る
べ

く
「存
在
そ
れ
自
体
３
Φま
彗
２
３
）
」
＝
唯
一
に
し
て
本
来
的

な
存
在
（存
在
の
全
体
）
を
捉
え
る
た
め
の
一連
の
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
実
践
さ
れ
る
方
法
論
的
態
度
に
他
な
ら
な
い
ｍ
。
ま
た
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
論
の
あ
と
で
構
想
さ
れ
て
い
る
「方
法
論
（〓
Φ手
ｏ３
マ

ぉ
〓
ε
＝
『哲
論
』
第
二
部
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
「超
越
的
方

法
」
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
降
の
哲
学
史
の
伝
統
を
貫
く
真
の
「哲

学
の
方
法
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
形
式
論
理
学
や
現
象
学
な
ら
び

に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
論
理
学
と
の
相
違
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ

る
――
言
い
換
え
れ
ば
『哲
論
』
を
貫
く
思
惟
の
運
動
は
ま
さ
に

こ
の
「超
越
的
方
法
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
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ら
に
は
精
神
病
理
学
の
叙
述
を
も
含
め
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
他
の
著

作
群
に
も
一貫
し
て
共
通
す
る
態
度
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
田
。

こ
こ
に
お
い
て
「論
理
学
」
は
形
而
上
学
の
一
つ
の
形
式
を
表
す

手
段
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
理
学
の
論
理
学
た
る
所
以
を
問
題
視
す

る
以
前
に
、
我
々
は
差
し
当
た
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
こ
の
方
法
論

的
態
度
が
果
た
し
て
「哲
学
の
真
の
方
法
」
と
し
て
全
面
的
に
承

認
で
き
る
か
を
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
――
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
論
理

学
に
は
い
や
し
く
も
「哲
学
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
冠
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
側
。

註
引
用
箇
所
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
数
字
は
、
次
の
著
作
の
頁
数

を
示
す
。

パ
”ユ
」器
罵
あ
（〓
『“
・
６
●
〓
磐
∽
ｒ
お
『
Ｅ
ｃ
マ
【円
ｏ
〓
獣
田
じ

Ｚ
”●〓【，
い　
Ｎ“”
”
〓
〓
ｏ∽ＯＵ〓卜∽ｏ〓Φ●
ｒ
ｏ∞
【庁
・
ぞ
【●●ｏ〓Φ●
¨
”
・句
いも‐

Φ『
”
Ｏ
ｏ
・
く
のユ
”∞
・
卜ΦΦ
Ｆ

田
　
く
∞
ｒ
」跳
罵
『́

く
８
８
【
ヨ
”軍
Ｆ
】一―
口
∽ヽ一Ｒ
ω
”●一
８
『

も〓】【ｏ∽Ｏｏ〓い∽の口Φ●
一ｒＯ∞
いＦＩ
・・　
】てい暉●ｏ〓Φ●
）
ＨΦ卜『・

佗
　
一則
述
の
『哲
論
。遺
稿
』
は
昨
年
２
月
に
編
集
さ
れ
た
ば
か

り
で
、
翻
訳
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
著
作
に
関
す
る
研
究
成
果
も
筆

者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
未
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

我
が
国
で
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
的
に
も
本
稿
が
そ
の
最
初
の
公

式
的
な
研
究
報
告
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
差
し
支
え
な
い
。

０
く
Ｌ
・ヽ
３
もｑ
′
Ｚ
”３
ざ
い
。く
ｏヽ
■
ｏ」
貧
８
〓
Ｒ
”房
∞＆
Φ【←

尚
、
編
集
者
の
記
述
に
よ
れ
ば
「哲
学
的
体
系
化
３
覇
ざ
Ｂ
や

〓
こ
」
と
い
う
構
想
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
８
８
２
Ｎ

年
夏
学
期
の
一般
心
理
学
の
講
義
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
「包
越
者
の
諸
様
態
」
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
お

け
る
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
う

ど
前
者
が
座
標
の
横
軸
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
が
縦
軸
に
相
当

す
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。（く
Ｌ
・Ｚ
３
〓【”い
∽ヽ・鶏
いし

四
　
Ｚ
”多
Ｆ
い
・ｐ
Ｒ
・

Ｕ
＞
・Ｐ
Ｏ
じ
∽・鶏
”

尚
、
こ
れ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
群
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
ら
明

確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
中
心
的
な
３
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
群
相
互
に
関
し
て
は
そ
の
前
後
で
認
識
の
「飛
躍
つ
もう

目ヽ
的】
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
２
∞】・Ｐ
”・９
】幹
田
）８
ｏいし

ち
な
み
に
、
こ
の
３
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
類
や
名
称
、
そ
の

内
容
の
一部
は
す
で
に
彼
の
前
期
の
主
著
『哲
学
（３
曽
）
第

３
巻
「形
而
上
学
」
』
の
第
２
章
「形
式
的
な
超
越
す
る
こ
と

（∪
お
い９
８
”ざ
↓『”３
Ｎ８
いヽ１
８
と
に
早
く
も
散
見
さ
れ
る
。

（」”∽もΦ【∽やり，■０∽Ｏも，いΦ・ω・””●０・　Ｒぞ【Φ一，も，Ч∽一庁こ・マ﹇●５，

０，Φ●”日Φω」・∽
・ωＯいい・）
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Ｚ
”ｏ〓一”
”
∽̈・い０・

＞
・”・〇
こ
∽・∞？
∞ド

ト
Ｐ
９

ｐ̈
Ｓ
・
本
文
中
の
「経
験
的
現
実
性
＝
実
在
性

（”
８
ＰいＳ
こ
」
に
相
当
す
る
。

卜
Ｌ
・ｏ
・

＞
Ｌ
・ｏ
・Ｌ
・Ｒ
”

卜
・Ｐ
Ｏ
ｄ
Ｐ
Ｈｏ二
・

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
根
本
概
念
の
一
つ
で
、
直
線
的
―
数
学

的
な
時
間
と
は
質
を
異
に
し
た
、
純
粋
な
生
命
の
持
続
過
程
を

指
す
。
知
性
で
は
な
く
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
う
る
も
の
と
さ
れ

フ●。

田

く
”
ｒ
ヽ
器
罵
『Ｐ
ａ〓
ΦＳ
も
〓
場
諄
Ｆ

，
８
”

囮
　
ｚ
お
ゴＦ
”
いｐ
〓
Ｒ
・

田
＞
・Ｐ
Ｏ
ｔ
９
８
Ｔ
望
３́
，

田
＞
Ｌ
６
・Ｌ
ま

，

側
＞
Ь
・９
ｐヽ
Ｓ

，
　
お
よ
び

ぃヽ工
Φご
〓
ゝ
】電
）Ｐ
鶴
い
ぃ^り『」マ

ヽ
■
８
一８
』９
ヨ
”一８
弓８
房
Ｎ８
一ヽΦ『８
■
を
参
照
の
こ
と
。

皿
　
た
と
え
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
初
期
の
代
表
的
著
作
『
一般
精
神

病
理
学
総
論
含
８
∞と
、
哲
学
的
著
作
と
し
て
最
初
の
『世
界

観
の
心
理
学
貧
８
ｏと
お
よ
び
戦
前
の
主
著
『哲
学
（μ８
じ
』

に
は
、
全
体
と
し
て
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
相
通
ず
る
叙
述
方

法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ｍ
　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「哲
学
的
信
仰
」
「哲
学
的
根
本
操
作

６
ど
●Ｏｏ電
８
一】８
）「
哲
学
的
世
界
定
位
（Ｅ
Φ】ざ
『一８
一】Φ２
●５
‐

「哲
学
的
根
本
知
（〇
日
ａ
く
い∽∽８
と
と
い
っ
た
術
語
に
共
通

す
る
表
現
で
あ
る
。
尚
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
は
こ
の
限
界
づ
け

矛
盾
、
相
対
化
に
よ
る
思
惟
的
方
法
の
先
駆
例
と
し
て
、
例
え

ば
ニ
ヨ
フウ
ス
・ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
「反
対
の
一致
→
ｏ一月
一，
ユ
す

ｏｏも８
一ざ
ａ
ヨ
と
に
代
表
さ
れ
る
コ否
定
神
学
Ｔ
８
営
いお
弓Ｆ
９

ざ
∞̈
ｏと
の
立
場
を
挙
げ
て
い
る
。
ボ
ト
」３
罵
『́
∪
１
〓
」】９

∽Ｏｏ〓い∽ｏ〓Φ
（り
【”‘げΦ
”５∞Φ∽一０〓一∽　
ＯΦヽ
（）「いｏヨσ”ヽ
●●”
〕一ΦＯい一

りく【一●ｏ〓Φ●・∽・ωΦ卜い。
（い
ま
も
と
　
し
ゅ
う
じ
　
早
稲
田
大
学
）
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