
一
五

一
八
九
二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の

道
徳 
―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た

影
響
の
検
討
』
に
至
る
、
実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ

ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

近　
　

藤　
　

和　
　

敬　

　
　

１
．
二
つ
の
異
な
る
文
脈
の
運
動
と
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
特
異
点

　

本
稿 

1 

が
目
指
す
の
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
・
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー

の
伏
流
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究 

2 

で
示
さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に
お
け
る
文
脈

 1  

本
論
考
は
、
上
野
修
編
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一

年
予
定
）
に
所
収
の
「
第
8
章　

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
デ
ル
ボ
ス
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の

特
異
性 

―
― 

一
八
九
〇
年
代
の
文
脈
の
比
較
に
お
い
て
」
と
題
さ
れ
た
論
文
の
前
半
部

と
し
て
、
と
く
に
実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
だ
が
、

紙
幅
の
関
係
上
、
同
一
論
文
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
前

半
部
分
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
の
は
、

一
八
九
〇
年
代
に
存
在
す
る
二
つ
の
異
な
る
文
脈
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
の
実
証
主
義

の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
近
藤
和
敬
「
一
八
九
〇
年
代

に
お
け
る
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
』
と
い
う
主
題
設
定
に
つ
い
て 

―
― 

デ
ル
ボ
ス
、
ブ
ラ

ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
」
の
一
部
を
加
筆
修
正
し
て
利
用
し
て
い
る
。

 2  

科
研
費
研
究
（
基
盤
Ｂ
）「
フ
ラ
ン
ス
・
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
伏
流
と
し
て
の
ス
ピ

ノ
ザ
」（
上
野
修
代
表
：2013-2016

）。
当
該
研
究
に
つ
い
て
の
成
果
と
し
て
上
野
修
・

の
源
流
を
、
十
九
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
の

研
究
を
補
完
し
、
ま
た
同
時
に
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
そ
れ
ぞ
れ

で
の
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
与
え
た
影
響
関
係
と
の
あ
い
だ
に
連
絡
路
の
手
が
か
り
を
探

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
義
の
ひ
と
つ
は
、
単
純
に
哲
学
史
的
意
義
に
加
え

て
、
ひ
と
つ
の
哲
学
が
あ
る
程
度
以
上
の
集
中
度
で
読
み
直
さ
れ
る
と
き
に
、
ど
の

よ
う
な
心
的
力
学
が
働
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
に
与
す
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
哲
学
解
釈
の
線
形
的
な
進
歩
と
い
う
し
ば
し
ば
前
提
さ
れ

は
す
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
い
一
般
観
念
に
た
い
し
て
懐
疑
的
な
証

拠
を
提
供
す
る
。
マ
テ
リ
ア
ル
と
し
て
は
同
一
の
テ
キ
ス
ト
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を

ど
う
読
む
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
読

ま
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
以
下
の
議
論
は
示
唆
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 

3 

。
そ
し
て
そ
の
文
脈
は
、
と
き
に
相
互
に
絡
み
合
っ

て
は
い
る
し
、
派
生
関
係
や
位
相
的
な
変
換
関
係
に
お
か
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ

米
虫
正
巳
・
近
藤
和
敬
編
『
概
念
の
倫
理
・
主
体
の
論
理 

―
―
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
と
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
』
以
文
社
、
二
〇
一
七
年
が
あ
る
。

 3  

こ
こ
で
の
「
文
脈
」
と
い
う
語
は
、近
似
的
に
言
っ
て
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
『
哲

学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
「
内
在
平
面
」
と
い
う
章
で
論
じ
た
、「
内
在
平
面
」
と
い

う
語
で
も
っ
て
置
き
換
え
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
言
え
ば
、そ
こ
で
の「
内

在
平
面
」
と
い
う
語
は
、
そ
れ
が
含
む
多
く
の
含
意
を
捨
象
し
て
し
ま
え
ば
、
わ
れ
わ

れ
が
理
解
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
文
脈
」
と
い
う
概
念
に
近
似
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
考
え
て
み
る
べ
き
は
む
し
ろ
「
文
脈
」
と
い

う
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
わ
た
し
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
内
在
平
面
」
と
い
う
語
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
と
考
え
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
一
定
の
解
明
を
行
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
内
在
平
面
」
の
解
明
に
つ

い
て
は
近
藤
和
敬
『
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
を
精
読
す
る
』
講

談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
二
〇
年
の
第
三
部
を
参
照
さ
れ
た
い
。



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

一
六

れ
ぞ
れ
で
み
れ
ば
細
部
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
正
反
対
な
極
に
お
い
て
対
立
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
脈

は
、
実
際
に
マ
テ
リ
ア
ル
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
対
し
て
、
あ

る
心
的
な
因
果
的
効
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
文
脈
は
読
み

手
に
た
い
し
て
あ
る
読
み
を
強
制
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
す
べ

て
、
一
世
紀
以
上
の
時
間
を
お
い
た
歴
史
的
な
事
柄
で
あ
る
が
、
現
代
の
わ
た
し
た

ち
に
と
っ
て
も
あ
る
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
第
一
に
、
現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
あ

る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
、
あ
る
い
は
読
め
る
と
思
わ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
の
は
、そ
の
読
み
手
を
捉
え
て
い
る
文
脈
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
り（
も

ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
内
在
的
な
要
因
も
当
然
あ
る
が
）、
し
た

が
っ
て
、
読
み
は
そ
の
文
脈
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
半

ば
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
そ
の
よ
う
な
何
某
か
の
文
脈
は
、
当
該
の

テ
キ
ス
ト
が
編
ま
れ
た
そ
の
同
時
代
に
お
い
て
も
作
用
し
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ

る
こ
と
に
か
か
わ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
そ
の
文
脈
は
、
テ
キ
ス
ト
内
在
的
に
は
厳
密

に
指
定
す
る
こ
と
が
多
く
の
場
合
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
実
証
主
義
的
な
歴
史
研

究
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
脈
の
強
制
力
が
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
重
要
性
が
見
い
だ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
否
定
す
る
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
同
時

に
、
そ
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
文
脈
が
指
定
で
き
た
と
し
て
、
今
度
は
そ
の
よ
う
な

同
時
代
的
な
文
脈
の
強
制
力
か
ら
離
れ
た
別
の
文
脈
に
お
か
れ
る
こ
と
で
そ
の
マ
テ

リ
ア
ル
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
が
発
揮
し
た
あ
る
種
の
生
産
性
（
こ
れ
に
は
誤
解
や
誤

読
の
そ
れ
と
原
理
的
に
区
別
で
き
な
い
だ
ろ
う
）
を
ど
う
評
価
す
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
当
面
の
解
決
策
は
、
テ
キ
ス
ト

内
在
的
な
意
味
の
一
義
的
解
釈
の
不
可
能
性
を
原
則
と
し
つ
つ
、
マ
テ
リ
ア
ル
と
し

て
の
テ
キ
ス
ト
と
、
そ
れ
を
読
解
す
る
こ
と
を
促
す
文
脈
と
の
二
重
原
因
を
受
け
入

れ
た
う
え
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
文
脈
を
明
示
化
す
る
と
い
う
態
度
を
促
す
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
文
脈
の
共
有
は
、
厳
密
な
解
釈
の
進
歩
あ
る
い
は
洗
練
を
可

能
に
す
る
が
、
同
時
に
新
し
い
読
解
の
生
気
を
奪
う
も
の
で
も
あ
る
。
新
し
い
読
解

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
他
所
か
ら
や
っ
て
き
た
文
脈
の
な
か
で
そ
れ
を
読
解
す
る
と

い
う
、
余
所
者
的
で
脱
領
土
化
的
な
行
為
を
不
可
避
な
も
の
と
す
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
読
解
の
可
能
性
が
二
重
原
因
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
逸
脱
も
含
め
て
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い 

4 

。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
前
置
き
と
し
て
、
実
際
に
一
八
九
〇
年
代
前
後
の
ス

ピ
ノ
ザ
に
言
及
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
文
脈
と
そ
の
外
部
を
析
出

す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
れ
ら
の
文
脈
は
、
そ
の
運
動
、
軌
跡
、
始
点
と
終
点
、
あ

る
時
点
で
の
速
度
と
方
向
性
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
か
な
り
異
な
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
八
九
〇
年
代
の
一
時
期
、
そ
れ
ら
は
確
か
に
交
差
す
る
。
そ
し
て
、

実
の
と
こ
ろ
本
稿
の
も
う
一
つ
の
主
題
は
、
そ
の
交
差
す
る
比
較
的
大
き
な
文
脈
の

流
れ
に
一
見
す
る
と
乗
っ
て
い
る
か
に
み
え
て
、
そ
こ
か
ら
逸
れ
て
い
る
一
つ
の
特

異
点
を
分
析
す
る
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
特
異
点
に
注
目
す
る
こ
と
に

な
る
の
は
、
最
後
に
示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
こ
そ
実
の
と
こ
ろ
、
後
に

第
二
次
ス
ピ
ノ
ザ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
位
置
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
み
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
め
ぐ
る
二
つ
の
異
な
る
文
脈
と
そ
こ
か
ら
逸

脱
す
る
特
異
点
と
い
う
構
図
そ
れ
自
体
に
、
二
〇
世
紀
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
ス
ピ

ノ
ザ
受
容
の
原
型
を
み
て
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 4   『
哲
学
と
は
何
か
』の「
内
在
平
面
」の
章
で
は
、ま
さ
に
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、

彼
ら
の
解
決
も
お
お
む
ね
こ
こ
で
の
方
向
性
に
一
致
し
て
い
る
。



一
八
九
二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 

―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』
に
至
る
、

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

一
七

前
史 

―
― 

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ザ
ン
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
の
ス
ピ
ノ
ザ
へ

　

十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
文
脈
に
つ
い
て
は
『
ス
ピ
ノ

ザ
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
』
の
他
の
論
攷
に
譲
り
た
い
が
、
以
下
の
議
論
で
必
要
な

範
囲
で
関
連
す
る
項
目
を
列
挙
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

１　

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
ザ
ン
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
と
く
に
エ
ミ
ー
ル
・
セ
ッ
セ
の
「
批

判
的
序
文
」）
に
よ
る
読
解
の
文
脈
。

２　

フ
ー
リ
エ
主
義
者
ら
に
お
け
る
「
一
者
と
し
て
の
人
類
」
と
い
う
社
会
思
想
の

文
脈
。

３　

ド
イ
ツ
思
想
に
お
け
る
一
事
件
と
し
て
の
汎
神
論
論
争
の
文
脈
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
十
九
世
紀
半
ば
に
は
、
こ
こ
で
は
十
分
に
は
扱
わ
な
い
が
、

高
等
師
範
学
校
の
卒
業
生
な
が
ら
、
ク
ザ
ン
派
と
敵
対
し
つ
つ
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・

コ
ン
ト
の
実
証
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
哲
学
を
吸
収
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
イ

ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
の
実
証
主
義
の
文
脈
が
あ
る
。
こ
の
文
脈
は
、
あ
と
で
み
る
実

証
主
義
の
文
脈
で
頻
繁
に
参
照
さ
れ
は
す
る
の
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
テ
ー
ヌ
が
複

数
の
著
作
を
通
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
ス
ピ
ノ
ザ
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
か
は
慎
重
を
期

す
問
題
で
も
あ
る
（
少
な
く
と
も
一
八
七
〇
年
刊
の
『
知
性
論
』
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
へ

の
明
示
的
な
参
照
は
な
い
が
、
暗
示
的
示
唆
は
十
分
に
見
ら
れ
る 

5 

）。
お
そ
ら
く

 5  

杉
山
直
樹
「
テ
ー
ヌ
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」『
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲

学
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
そ
の
１
―
―
世
紀
前
半
』
二
〇
一
九
年
一
二
月
（
学
習
院

大
学
。『
ス
ピ
ノ
ザ
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
』
の
同
名
の
論
文
も
参
照
）。
実
証
主
義
科

学
、
と
く
に
心
理
学
へ
の
テ
ー
ヌ
の
影
響
に
と
っ
て
、
テ
ー
ヌ
の
哲
学
に
お
け
る
ジ
ョ

明
示
的
な
参
照
と
い
う
こ
と
で
問
題
に
は
な
る
の
は
、
以
下
で
引
用
す
る
一
八
五
六

年
刊
の
『
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
』
の
序
文
だ
ろ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
曰
く
、
人
間
は
自
然
の
な
か
に
「
国
家
の
な
か
の
国
家
」
と
し
て
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
全
体
に
お
け
る
部
分
と
し
て
存
在
す
る
、

そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神
自
動
機
械
の
運
動
は
ま
た
、
そ

れ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
物
質
的
世
界
の
規
則
と
同
じ
規
則
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。〔
改
行
〕
ス
ピ
ノ
ザ
は
正
し
い
の
か
。〔
正
し
い
の

で
あ
れ
ば
〕
批
評
に
お
い
て
厳
密
な
方
法
を
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

才
能
は
定
式
に
よ
っ
て
表
現
可
能
な
の
か
。
植
物
の
細
胞
組
織
の
よ
う
に
、
人

間
の
諸
能
力
は
互
い
に
支
え
あ
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
諸
能
力
は
、
唯
一
の
法

則
に
よ
っ
て
測
ら
れ
、
生
み
出
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
法
則
が
手
に
入
っ
た
あ
か

つ
き
に
は
、
そ
の
諸
能
力
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
予
見
し
、
そ
の
諸
能
力
に
よ
る
善

き
結
果
と
悪
し
き
結
果
を
前
も
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
自

然
科
学
者
が
動
物
の
化
石
を
組
み
立
て
直
す
よ
う
に
、
そ
の
諸
能
力
を
組
み
立

て
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
わ
た
し
た
ち
に
は
、
あ
る
支
配
的
な
能
力
が
存

在
し
、
そ
の
一
意
的
な
働
き
が
わ
た
し
た
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〔
精
神
自
動
機

械
の
〕
異
な
る
歯
車
に
た
い
し
て
異
な
る
仕
方
で
命
令
し
、
わ
た
し
た
ち
で
あ

る
と
こ
ろ
の
〔
精
神
自
動
〕
機
械
に
、
予
見
さ
れ
た
諸
運
動
か
ら
な
る
必
然
的

な
シ
ス
テ
ム
を
課
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。〔
改
行
〕
わ
た
し
は
こ
れ
に
た
い

し
て
、
そ
う
で
あ
る
、
と
ひ
と
つ
の
事
例
で
も
っ
て
答
え
よ
う
と
思
う
。

6

ン
＝
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
役
割
は
看
過
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 6  H
ippolyte-A

dolphe Taine, Essai sur Tite Live, Librairie H
achette et C

ie, 1856pp. 
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一
八

　

こ
こ
で
の
テ
ー
ヌ
の
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
表
明
は
、
全
面
的
な
も

の
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
の
だ
が
、し
か
し
テ
ー
ヌ
は
こ
の
著
作
の
細
部
に
お
い
て
、

い
ち
い
ち
ス
ピ
ノ
ザ
を
引
用
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、『
エ
チ
カ
』
の
当
該
部
分
に

つ
い
て
の
い
く
ら
か
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
こ
で
の
テ
ー
ヌ
の
企

て
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
人
文
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
領
域
に
、
自
然
科
学

に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
被
法
則
性
あ
る
い
は
構
造
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
し

か
も
お
そ
ら
く
は
当
の
本
人
た
ち
の
自
覚
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
作
動
し
て
い
る
構
造

と
そ
の
構
造
を
駆
動
す
る
一
意
的
原
因
を
推
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

テ
ー
ヌ
が
試
み
た
批
評
お
よ
び
歴
史
学
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
の
ち
に
社
会
学
、
犯

罪
学
、
人
類
学
、
心
理
学
へ
と
広
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
八
九
〇
年
代
に
み
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
を
め
ぐ
る
二
つ
の
文
脈
と
そ
の
外
部

　

以
上
を
前
史
と
し
て
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
一
八
九
〇
年
代
の

議
論
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
八
九
〇
年
代
は
、
多
く
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
が
様
々
な

媒
体
に
よ
っ
て
集
中
的
に
提
示
さ
れ
た
稀
な
時
代
だ
っ
た
と
言
え
る
。具
体
的
に
は
、

一
八
九
二
年
刊
で
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス（R

ené W
orm

s, 1869-1926

）の
筆
に
よ
る『
ス

ピ
ノ
ザ
の
道
徳　

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』（
精
神

科
学
・
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
っ
て
賞
が
授
与
さ
れ
て
い
る
）、
レ
オ
ン
・
ブ

ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
（Léon B

runschvicg, 1869-1944

）
が
一
八
九
四
年
に
出
版

し
た
『
ス
ピ
ノ
ザ
』（
こ
の
著
書
も
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
と
同
様
に
精
神
科
学
・
政
治
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
っ
て
賞
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
の
一
九
二
四
年
に
増
補

さ
れ
、『
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
時
代
人
た
ち
』
と
改
名
し
増
補
再
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
）、

そ
し
て
一
八
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
ヴ
ク
ト
ー
ル
・
デ
ル
ボ
ス
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学

に
お
け
る
道
徳
問
題
と
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
歴
史
に
お
け
る
道
徳
問
題
』（
以
下
『
道

徳
問
題
』
と
す
る
。
こ
の
著
書
も
ま
た
上
記
受
賞
者
を
出
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
の
コ
ン

ク
ー
ル
に
応
募
し
た
論
文
が
元
の
原
稿
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
に
は
賞

は
授
与
さ
れ
な
か
っ
た
）、
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
が
断
筆
と
な

り
、
そ
の
遺
稿
が
弟
子
の
エ
ミ
ー
ル
・
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
（
後
の
ア
ラ
ン
）
に
よ
っ
て

一
八
九
五
年
の
『
形
而
上
学
道
徳
雑
誌
』
上
に
発
表
さ
れ
た
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ニ
ョ
ー

（Jules Lagneau, 1851-1894

）に
よ
る「
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
注
記
」、

そ
し
て
そ
の
ア
ラ
ン
こ
と
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
（Em

ile C
hartier, 1868-1951

）
に
よ
っ

て
一
八
九
九
年
の
『
形
而
上
学
道
徳
雑
誌
』
で
発
表
さ
れ
、
翌
年
の
一
九
〇
〇
年
に

出
版
さ
れ
る
『
ス
ピ
ノ
ザ
』
へ
と
続
く
論
文
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
喜
び
の
道
徳
的
価

値
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
よ
る
著
作

だ
が
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
言
及
し
た
テ
ー
ヌ
の
実
証
主
義
の
流
れ

に
属
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
そ
れ
を
除
く
四
つ

は
、
す
べ
て
哲
学
分
野
の
（
正
確
に
は
哲
学
の
教
育
研
究
の
分
野
で
当
時
働
い
て
い

た 

7
）
書
き
手
に
よ
る
著
作
で
あ
り
、
す
べ
て
『
形
而
上
学
道
徳
雑
誌
』
と
い
う

 7  

細
か
い
こ
と
を
言
え
ば
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
こ
の
時
期
、
ロ
レ
ア
ン
、
ト
ゥ
ー

ル
、
ル
ー
ア
ン
の
リ
セ
・
コ
ル
ネ
イ
ユ
な
ど
で
哲
学
教
育
に
従
事
し
た
後
、
一
九
〇
九

年
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
招
聘
さ
れ
た
。
デ
ル
ボ
ス
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
、
ヴ
ァ
ン
ブ
の
リ

セ
・
ミ
シ
ュ
レ
な
ど
の
哲
学
教
育
を
歴
任
し
た
後
、
一
九
〇
二
年
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学

に
講
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。
ラ
ニ
ョ
ー
は
、
サ
ン
ス
、
サ
ン
・
カ
ン
タ
ン
、
ナ
ン
シ
ー

を
歴
任
し
た
後
、
デ
ル
ボ
ス
が
そ
の
後
任
と
な
る
リ
セ
・
ミ
シ
ュ
レ
で
哲
学
教
育
に
携

わ
っ
た
後
、病
に
よ
り
急
逝
。ア
ラ
ン
こ
と
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
は
、ポ
ン
テ
ィ
ヴ
ィ
の
リ
セ
・

ジ
ョ
セ
フ
・
ロ
ト
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
・
ド
ゥ
・
ロ
ー
ム
を
経
て
、『
ス
ピ
ノ
ザ
』
の
時
期
に
、

ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
後
任
と
し
て
リ
セ
・
コ
ル
ネ
イ
ユ
に
着
任
し
、
そ
の
後
、
リ

セ
・
ミ
シ
ュ
レ
で
教
育
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。



一
八
九
二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 

―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』
に
至
る
、

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

一
九

二
〇
世
紀
初
頭
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
雑
誌
の
書
き
手
か
ら
な
る
（
こ
の
雑
誌
の
性

格
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る 

8 

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
八
九
〇
年
代
の
ス

ピ
ノ
ザ
を
め
ぐ
る
動
き
を
理
解
す
る
う
え
で
、
ま
ず
は
大
き
く
二
つ
の
文
脈
を
仮
定

す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
う
ち
、
実
証

主
義
の
文
脈
は
、
こ
の
一
八
九
〇
年
代
を
境
に
徐
々
に
そ
の
影
が
薄
く
な
っ
て
い
く

一
方
で
（
た
だ
し
二
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
理
論
社
会
学
・
社
会
思
想
史
に
み
ら
れ

る
ス
ピ
ノ
ザ
の
影
と
い
う
も
の
に
そ
の
文
脈
を
探
す
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、
哲
学

史
の
文
脈
は
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
一
八
九
〇
年
代
の
こ
の
時
期
に

は
、
実
証
主
義
の
文
脈
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
そ
れ
な
り
に
大
き
く
あ
り
、
哲
学
研
究
の

側
の
文
脈
が
そ
れ
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
実
証
主
義
の
側
の
文
脈
を
精
査
し
、
そ
こ
で
の
ス
ピ
ノ
ザ

哲
学
受
容
の
あ
ら
ま
し
を
把
握
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

２
．
実
証
主
義
の
文
脈
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ

　
　
　
　

一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
八
八
〇
年
代
の
状
況
に
つ
い
て

　

十
九
世
紀
後
半
に
固
有
の
一
つ
の
文
脈
と
し
て
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
以
後
の

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
が
あ
る
。
そ
の
源
泉
と
な
る
の
は
、
す
で
に
引
用
し

た
『
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
』
の
序
文
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
文
脈

に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
は
基
本
的
に
、

 8  

別
稿
と
は
、
本
来
こ
の
論
文
を
前
半
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
拙
稿
「
ヴ
ィ

ク
ト
ル
・
デ
ル
ボ
ス
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
特
異
性
」
で
あ
る
。

自
然
主
義 

－ 

汎
神
論 

＋ 

決
定
論
の
ス
ピ
ノ
ザ

と
い
う
像
を
形
成
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ

で
い
う
自
然
主
義
と
は
、
人
間
（
と
く
に
そ
の
モ
ラ
ル
の
側
面
）
が
、
唯
一
の
全
体

で
あ
る
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
結
果
的
に
実
験
心
理
学
や
犯
罪
人
類

学
と
い
っ
た
自
然
科
学
お
よ
び
実
験
科
学
に
よ
っ
て
人
間
の
と
く
に
行
為
に
か
ん
す

る
事
柄
を
扱
う
方
向
性
を
正
当
化
す
る
さ
い
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
援
用
す
る
立
場
を
指

す
。
テ
ー
ヌ
の
場
合
に
は
歴
史
的
進
展
と
民
族
性
と
芸
術
的
才
能
の
自
然
主
義
的
実

証
性
と
い
う
方
向
性
に
議
論
が
向
か
い
、
直
接
的
に
は
モ
ラ
ル
サ
イ
エ
ン
ス
の
実
証

化
と
い
う
方
に
向
か
わ
な
い
。
し
か
し
、
テ
ー
ヌ
に
端
を
発
す
る
影
響
は
、
テ
ー
ヌ

の
著
作
自
体
以
上
に
大
き
な
流
れ
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
実
証
主
義
の
文
脈
の
な
か
で
か
な
り
の
頻

度
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
陰
に
陽
に
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
言
及
し
た
テ
ー
ヌ

に
よ
る
『
知
性
に
つ
い
て
』（
一
八
七
〇
年
）
に
加
え
て
、
後
に
詳
し
く
み
る
テ
オ

デ
ュ
ー
ル
・
リ
ボ
ー
に
よ
る『
現
代
イ
ギ
リ
ス
心
理
学
』（
一
八
七
〇
年
）が
刊
行
さ
れ
、

当
時
イ
ギ
リ
ス
で
行
わ
れ
て
い
た
実
験
心
理
学
の
仕
事
を
ス
ピ
ノ
ザ
と
結
び
つ
け
な

が
ら
議
論
さ
れ
て
い
る 

9 

。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ジ
ョ

ン
＝
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
の
影
響
を
受
け
て
実
証
主
義
に
進
ん
だ
イ
タ
リ
ア
の
哲

学
者
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
（R

oberto A
rdigò, 1828-1920

）
に
よ
る
『
実

証
科
学
と
し
て
の
心
理
学
』（
一
八
七
〇
年
）
が
出
版
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
後

に
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
ス
ピ
ナ
ス
（A

lfred Espinas, 1844-1922

）
は
、
そ
の
『
イ

タ
リ
ア
の
経
験
哲
学 

―
― 

そ
の
起
源
と
現
在
の
状
態
』（
一
八
八
〇
年
）
に
お
い
て
、

 9  

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、『
ス
ピ
ノ
ザ
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
』
所
収
の
米
虫
論

文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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二
〇

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

肝
心
な
の
は
、も
っ
ぱ
ら
帰
納
法
に
よ
っ
て
、こ
れ
ら
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
〔
物

的
な
も
の
と
心
的
な
も
の
〕
の
あ
い
だ
の
新
し
い
類
似
を
説
明
す
る
も
の
と
し

て
、あ
る
上
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
種
類
の
現
象
が
経
験
に
た
い
し
て
自
ら
を
示
す
限
り
に
お

い
て
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
特
性
以
外
の
な
に
も
含
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
か

く
し
て
人
間
は
、
二
つ
の
異
な
る
実
体
で
は
な
く
、
二
重
の
側
面
を
も
つ
現
象

を
集
め
た
唯
一
の
も
の
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
構
想
は

ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
で
あ
る
の
だ
が
、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
氏
に
よ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
の

そ
れ
と
大
き
く
こ
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
、
学
知
の
出
発
点

と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
も
の

は
単
に
、
物
質
と
精
神
を
統
合
す
る
寄
せ
集
め
を
含
意
す
る
の
み
で
あ
り
、
そ

の
進
展
と
と
も
に
修
正
さ
れ
る
べ
く
常
に
準
備
さ
れ
て
い
る
。

10

　　

ま
た
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
エ
ス
ピ
ナ
ス
自
身
も
、
自
身
の
主
著
と
な
る
『
動
物
社

会
に
つ
い
て
』（
一
八
七
八
年
）
の
序
文
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
言
及
を
お
こ
な
っ

て
い
る 

11 

。

　

一
八
七
二
年
に
は
、
次
節
で
論
じ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ
（A

lfred 

Fouillée, 1838-1912

）
が
博
士
副
論
文
と
し
て
『
自
由
意
志
と
決
定
論
』
を
提
出

10  A
lfred Espinas, La philosophie expérim

entale en Italie : origines, état actuel, 

G
erm

er B
aillére,1880, p. 109.　

11  

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、『
ス
ピ
ノ
ザ
と
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
』
所
収
の
米
虫
論

文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

し
、
そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
自
由
意
志
の
否
定
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
実
証
主
義

の
文
脈
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
議
論
は
さ
ら
に
、
先
に
触
れ
た
イ
タ

リ
ア
経
験
哲
学
の
文
脈
に
お
い
て
一
八
七
八
年
に
提
出
さ
れ
る
エ
ン
リ
コ
・
フ
ェ
リ

（Enrico Ferri, 1856-1929

）に
よ
る
博
士
論
文『
帰
責
の
理
論
と
自
由
意
志
の
否
定
』

に
お
い
て
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
由
意
志
へ
の
信
念
が
私
た
ち
の
意
志
の
結
果
の
認
識
と
意
志

を
支
配
し
て
い
る
法
則
の
無
知
と
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
こ
と
は

ま
っ
た
く
正
し
い
。（La teorica dell’im

putabilità, 1878,40 

　

こ
の
著
作
を
も
っ
て
「
イ
タ
リ
ア
の
科
学
に
と
っ
て
『
真
の
事
件
』
で
あ

り
、
自
由
意
志
が
実
在
し
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
そ
の
う
え
そ
の
非
実
在
こ
そ
が

刑
法
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
も
証
明
し
た
」（Archivio giuridico, X

X
I, 1878 ; 

B
raunstein2007 : 350

）
と
評
し
た
の
は
、
彼
の
師
で
あ
る
チ
ェ
ー
ザ
ー
レ
・
ロ
ン

ブ
ロ
ー
ゾ
（C

esare Lom
broso, 1835-1909

）
で
あ
る
が
、
そ
の
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
自

身
は
、
テ
ー
ヌ
か
ら
影
響
を
受
け
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
接
近
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
テ
ー
ヌ
と
並
ぶ
実
証
主
義
者
と
し
て
、
ま
た
『
イ
エ
ス

伝
』（
一
八
六
三
年
）
で
知
ら
れ
る
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
（Ernest R

enan, 1823-

1892

）
が
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
行
わ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
没
後
二
〇
〇
年
を
記
念
し
て

講
演
を
お
こ
な
い
、
そ
こ
に
お
い
て
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
以
上
に
、
宗
教
者
ス
ピ
ノ
ザ
、

聖
書
解
釈
者
ス
ピ
ノ
ザ
、
つ
ま
り
『
神
学
政
治
論
』
の
著
者
で
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
を
前

面
に
出
し
た
講
演
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
あ
と
で
言
及
す
る
ヴ
ォ
ル
ム
ス
は
こ
の
講

演
に
言
及
し
な
が
ら
、
ル
ナ
ン
の
「
道
徳
」
を
高
く
評
価
し
、「
ル
ナ
ン
の
道
徳
は
、



一
八
九
二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 

―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』
に
至
る
、

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

二
一

ま
さ
に
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
で
あ
る
」 

12 

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
に
は
た
だ

一
つ
の
徳
だ
け
が
、
す
な
わ
ち
真
理
に
深
く
根
ざ
し
た
愛
だ
け
が
存
在
す
る
の
で
あ

り
、
実
用
的
な
徳
は
す
べ
て
こ
の
愛
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
」 

13 

と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
ム
ス
は
、
こ
の
ル
ナ
ン
の
若
き
弟
子
で
あ

る
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス
（M

aurice B
arrès, 1862-1923

）
が
、
ル
ナ
ン
に
増
し
て
一

層
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、彼
の
観
念
小
説
で
あ
る
『
自
我
礼
賛
』

（
第
一
巻
が
一
八
八
八
年
刊
、第
二
巻
が
一
八
八
九
年
刊
、第
三
巻
が
一
八
九
一
年
刊
）

を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

　

以
上
の
概
観
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
八
七
〇
年
に
始
ま
り
一
八
八
〇
年
代
へ

と
続
く
実
証
主
義
の
文
脈
の
な
か
で
、
か
な
り
頻
繁
に
、
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
そ

れ
自
体
を
伴
わ
な
い
ま
ま
に
（
ル
ナ
ン
に
よ
る
も
の
を
例
外
と
し
て
）、
ス
ピ
ノ
ザ

が
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
な
か
で
も
重
要

と
思
わ
れ
る
フ
イ
エ
と
リ
ボ
ー
に
つ
い
て
少
し
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。
そ
の
際
、
時
間
的
順
序
と
し
て
は
フ
イ
エ
の
著
作
の
ほ
う
が
先
に
出
版
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
イ
エ
の
議
論
は
リ
ボ
ー
の
の
ち
の
議
論
を
あ
る
意

味
で
は
論
理
的
に
先
取
り
し
て
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
リ
ボ
ー
の
議
論
を
先
に

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

テ
オ
デ
ュ
ー
ル
・
リ
ボ
ー
『
感
情
の
問
題
』（
一
八
八
三
年
）
の
場
合

　

ス
ト
レ
ー
ト
に
、
人
間
の
心
理
（
道
徳
的
側
面
）
が
、
特
に
意
識
さ
れ
な
い
仕
方

で
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
流
れ
を
、
こ
こ
で
は
実
証
主
義
の
主
流

12  R
ené W

orm
s, La m

orale de Spinoza : exam
en de ses principes et de l'influence 

qu'elle a exercée dans les tem
ps m

odernes, Librairie H
achette et C

ie, 1892, 317.

13  Ibid., 318.

派
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
心
理
学
者
の
テ
オ
デ
ュ
ー
ル
・
リ

ボ
ー
（Théodule R

ibot, 1839-1916

）
の
立
場
が
そ
れ
で
あ
り
、
エ
ス
ピ
ナ
ス
が

総
覧
的
に
ま
と
め
て
い
る
『
イ
タ
リ
ア
経
験
哲
学
』（
一
八
八
〇
年
）
で
言
及
さ
れ

る
、
ア
ル
デ
ィ
ー
ゴ
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、
フ
ェ
リ
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
リ
ボ
ー
に

よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
言
及
の
文
脈
は
、
決
定
論
の
側
の
根
拠
と
し
て
催
眠
術
が
挙
げ

ら
れ
る
と
い
う
当
時
固
有
の
状
況
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

一
八
八
三
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
リ
ボ
ー
に
よ
る
『
意
志
の
病
』
に
お
い
て
ス
ピ

ノ
ザ
に
言
及
さ
れ
る
直
前
の
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
る
実
験
の
一
つ
は
お
お

よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
催
眠
術
師
が
あ
る
女
性
に
催
眠
術
を
か
け
て
、

そ
の
な
か
で
夜
の
十
時
と
夜
中
の
三
時
に
出
か
け
る
よ
う
に
命
じ
て
通
常
の
状
態
に

戻
す
。
女
性
は
そ
の
時
間
帯
に
な
る
と
出
か
け
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
居
人
が
止
め

よ
う
と
す
る
が
、
女
性
は
適
当
な
理
由
を
自
ら
考
案
し
て
（
つ
ま
り
行
動
の
理
由
を

自
ら
選
択
し
て
）
出
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
験
お
よ
び
そ
れ

と
似
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
実
験
に
つ
い
て
言
及
し
た
あ
と
、
リ
ボ
ー
は
以
下
の
よ

う
に
言
う
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
曰
く
、「
私
た
ち
の
自
由
意
志
と
い
う
幻
想
は
、
私
た
ち
を
行
為
せ

し
め
て
い
る
動
機
に
対
す
る
無
知
で
し
か
な
い
」。
先
ほ
ど
の
い
く
つ
か
の
事

実
と
そ
こ
で
の
類
似
は
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

14
（R

ibot1888 :146

）

　

リ
ボ
ー
の
著
作
は
、
必
ず
し
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
を
実
証
す
る
と
い
う
こ
と
に
向

14  Théodule R
ibot, Les m

aladies de la volonté, 5 e édition, F. A
lcan, 1888, p. 146 (1 er 

édition, 1883).
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二
二

け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
（
実
際
、
こ
の
著
作
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
言
及
は
上
記

引
用
の
一
カ
所
の
み
で
あ
る
）、
彼
ら
の
心
理
学
実
験
に
基
づ
く
包
括
的
な
心
理
理

論
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
と
の
類
縁
性
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
及
さ
れ
る
と
い
う
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
理
論
的
な
帰
結
は
、
た
し
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ

を
想
起
さ
せ
る
の
に
は
十
分
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、『
意
志
の
病
』
の
結
論
部
を
見

る
と
、
人
間
の
表
象
的
な
意
識
作
用
（
何
か
を
選
択
す
る
こ
と
、
欲
す
る
こ
と
、
意

志
す
る
こ
と
）
は
、「
意
識
状
態
、潜
在
意
識
状
態
、無
意
識
状
態
（
純
粋
に
生
理
的
）

の
グ
ル
ー
プ
の
多
か
れ
少
な
か
れ
複
雑
な
調
整
か
ら
生
じ
る
意
識
の
最
終
的
な
状
態

で
あ
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
一
緒
に
な
っ
て
行
動
や
停
止
を
も
た
ら
す
」 

15 

の
だ
と

さ
れ
る
。
つ
ま
り
表
象
的
な
意
識
に
そ
れ
が
昇
る
よ
り
も
ま
え
に
、
様
々
な
神
経
生

理
学
的
な
調
整
（
こ
れ
を
彼
は
「
熟
議
」
と
呼
ぶ
が
）
を
経
て
、そ
の
結
果
だ
け
が
、

表
象
的
意
識
に
た
い
し
て
、
事
後
的
に
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

こ
で
表
象
的
意
識
が
何
か
を
欲
し
た
よ
う
に
思
っ
た
と
し
て
も
、「
意
志
は
ど
こ
ま

で
も
原
因
で
は
な
い
」 

16 

と
結
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
引
用
に
お
い
て
確
認
す
る
べ
き
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
神
経
生
理
学
を
基

礎
と
し
た
実
験
心
理
学
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
決
定
論
が
論
じ
ら
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
（
人
間
の
行
為
に
決
定
論
が
成
り
立
つ
こ
と
は
、
そ
れ

を
対
象
と
す
る
自
然
科
学
が
成
立
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
）、
ス
ピ
ノ

ザ
の
決
定
論
と
解
さ
れ
た
自
然
主
義
が
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、も
っ
ぱ
ら
心
理
学
者
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
り
、

い
わ
ば
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
の
ス
ピ
ノ
ザ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

15  Ibid., 174.

16  Ibid., 174.

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
イ
エ
『
自
由
意
志
と
決
定
論
』（
一
八
七
二
年
）

　

フ
イ
エ
は
、
必
ず
し
も
実
証
主
義
の
正
統
派
に
は
属
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
の
ち

に
引
用
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
彼
は
実
証
主
義
を
批
判
す
る
側
の
立
場
に
た
っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
証
主
義
心
理
学
の
知
見
の
正
し
さ
を
十
分
に

評
価
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
哲
学
で
あ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
や

ミ
ル
を
高
く
評
価
す
る
点
に
お
い
て
も
フ
イ
エ
は
実
証
主
義
の
理
解
者
で
あ
り
続
け

る
。
そ
の
点
で
、
実
証
主
義
と
正
面
か
ら
対
立
す
る
ク
ザ
ン
派
の
残
存
勢
力
と
し
て

の
エ
ル
ム
＝
マ
リ
ー
・
カ
ロ
、
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
、
そ
し
て
別
稿
で
言
及
す
る
シ
ャ

ル
ル
・
ヴ
ァ
ダ
ン
ト
ン
＝
カ
ス
テ
ュ
ス
（C

harles-Pendrell W
addington, 1819-

1914

）
ら
に
よ
る
セ
ク
ト
主
義
的
な
批
判
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

フ
イ
エ
の
哲
学
は
、
人
間
心
理
の
実
証
主
義
の
方
向
性
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、「
力

観
念 idée-force

」
の
よ
う
な
、
非
実
証
的
概
念
に
、
人
間
の
自
由
の
根
幹
を
位
置

付
け
よ
う
と
す
る
折
衷
主
義
的
な
流
れ
を
形
成
す
る
系
譜
の
源
流
を
形
成
す
る
こ
と

に
な
る 

17 

。
た
と
え
ば
一
八
七
二
年
が
初
版
（
博
士
副
論
文
と
し
て
出
版
さ
れ
た

の
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
後
版
を
重
ね
る
）
と
さ
れ
る
『
自
由
と
決
定
論
』
は
そ
の

方
向
性
を
印
づ
け
る
最
初
の
一
歩
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
モ
ー
ズ
レ
イ
、
ヘ
ル
ツ
ェ

ン
、
テ
ー
ヌ
氏
、
リ
ボ
ー
氏
」 

18 

ら
を
主
と
す
る
自
然
主
義
の
学
派
を
批
判
し
な
が

ら
、
フ
イ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

17  
こ
の
系
譜
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
後
継
者
を
持
た
な
い
が
、
彼
の
義
子
で
も
あ
る
ジ
ャ
ン

＝
マ
リ
ー
・
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
色
濃
く
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

18  A
lfred Fouillée, La liberté et le déterm

inism
e, 3 e édition, F. A

lcan, 1890, p. 235. 

(1 er édition, 1872).



一
八
九
二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 

―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』
に
至
る
、

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

二
三

こ
の
学
派
の
弊
害
は
、
一
般
的
に
、
良
心
や
思
想
を
ほ
と
ん
ど
重
要
視
し
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
良
心
や
思
想
を
、
そ
れ
ら
な
し
で
達
成
さ
れ

た
運
動
の
単
な
る
反
映
〔
＝
反
射
〕
で
あ
り
、
作
用
も
な
く
、
真
の
影
響
力
も

な
い
単
な
る
「
発
光
現
象
」
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
見
て
き
た
。〔
中
略
〕
彼

ら
の
誤
り
は
、
私
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
知
ら
れ
て
い
な
い
行
為

は
、
私
た
ち
が
互
い
に
追
従
す
る
波
を
見
て
も
見
な
く
て
も
、
常
に
同
じ
よ
う

に
流
れ
る
川
に
似
た
蛇
行
の
ま
ま
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
で
あ
る 

19 

。 

　

こ
の
批
判
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、フ
イ
エ
は
、「
こ
の
波
」
を
見
る
「
観
念
」

が
、
リ
ボ
ー
ら
の
議
論
と
は
異
な
っ
て
、
最
終
的
な
出
力
に
た
い
し
て
あ
る
因
果
的

作
用
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る 

20 

。

　

フ
イ
エ
に
と
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
決
定
論
（
フ
イ
エ
の
議
論
で
は
運
命
論
と
も
い

わ
れ
る
が
、
そ
の
間
に
理
解
の
明
確
な
違
い
を
見
出
し
に
く
い
）
は
、
論
敵
と
な
る

リ
ボ
ー
ら
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
フ
イ
エ
に

19  Ibid., 235.

20  

フ
イ
エ
と
リ
ボ
ー
ら
と
の
対
立
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
真
の
学
問
的
対
立
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
認
知
科
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
理
論
図
式
を
前
提
す
る
か
と
い
う
対
立

と
み
る
ほ
う
が
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
イ
エ
の
「
力
観
念
」
を
、
現
在
の
認
知

科
学
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
概
念
」
あ
る
い
は
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
み
る
な
ら
、

か
な
り
の
部
分
を
現
在
の
認
知
科
学
の
言
葉
で
い
い
か
え
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（cf., 

リ
サ
・
フ
ェ
ル
ド
マ
ン
・
バ
レ
ッ
ト
（
高
橋
洋
訳
）『
情
動
は
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
る

―
―
脳
の
隠
れ
た
働
き
と
構
成
主
義
的
情
動
理
論
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
二
〇
一
九
年
）。

そ
の
点
で
フ
イ
エ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
あ
い
だ
の
差
異
を
さ
ら
に
、
認
知
科
学
と
形
而
上

学
の
あ
い
だ
の
差
異
に
ま
で
引
き
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（cf.

木
山
裕

登
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
フ
イ
エ
に
お
け
る
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
の
問
題
」
東
京
大
学
研
究

室
『
論
集
』
三
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
四
八
‐
六
一
頁
）。

と
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
批
判
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
フ
イ
エ
の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る

自
由
意
志
論
者
の
立
場
を
も
批
判
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
（
自
由
意
志
論
者
と
し
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
）。
決
定
論
に
対
す
る
批
判
は
、
微
妙
な
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
問
題
を
私
た
ち
に
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、

私
た
ち
に
自
由
の
観
念
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
行
為
の
原
因
に
た
い
す
る
無

知
な
の
か
だ
ろ
う
か
。

21

　

フ
イ
エ
が
批
判
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
は
、自
由
の
観
念（
こ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
っ

て
虚
偽
意
識
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
）は
、行
為
の
原
因
に
対
す
る
無
知
に
よ
っ

て
生
じ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
リ
ボ
ー
ら
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
イ

エ
は
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
で
あ
る
な
ら
ば
維
持
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な

ら
、「
そ
も
そ
も
、
自
由
と
い
う
概
念
を
生
み
出
す
の
は
、
行
為
を
生
み
出
す
原
因

に
た
い
す
る
無
知
で
は
な
く
、
自
発
的
あ
る
い
は
意
図
的
な
決
定
の
原
因
に
た
い
す

る
無
知
で
あ
る
」 

22 

か
ら
だ
。
単
に
何
と
な
く
決
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
の
原

因
を
知
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
ひ
と
は
自
由
の
観
念
を
認
め
な
い
。
む
し
ろ
意

図
的
に
決
定
し
て
い
る
と
き
に
、
か
つ
そ
の
意
図
的
な
決
定
の
原
因
を
知
ら
な
い
と

き
に
か
ぎ
っ
て
、
ひ
と
は
自
由
の
観
念
を
も
つ
、
と
い
う
の
が
フ
イ
エ
の
反
論
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
を
私
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
の
決
断
の
意
識
的

21  Fouillée, La liberté et le déterm
inism

e,8

22  Ibid., 8.



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

二
四

な
理
由
に
対
す
る
無
知
で
は
な
く
、
様
々
な
意
識
的
な
理
由
の
間
で
、
私
に
そ

の
よ
う
な
決
断
を
さ
せ
る
原
因
に
対
す
る
無
知
な
の
で
あ
る
。

23

　

つ
ま
り
、
互
い
に
矛
盾
す
る
帰
結
を
導
く
よ
う
な
意
識
的
な
理
由
と
い
う
の
は
同

時
に
い
く
つ
も
あ
り
え
て
、
そ
れ
ら
が
様
々
な
原
因
（
性
格
や
習
慣
な
ど
）
に
よ
っ

て
調
整
し
あ
い
、
混
ざ
り
合
い
な
が
ら
、
結
果
的
に
あ
る
決
断
が
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
ま
さ
に
そ
の
理
由
の
あ
い
だ
で
の
選
別
の
原
因
を
知

ら
な
い
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
意
識
さ
れ
た
理
由
＝
理
性
は
意
志
あ
る
い
は
決
断
を
も

た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、「
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
合

成
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
分
析
意
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う

な
深
刻
な
状
況
下
で
何
を
望
む
か
を
自
分
自
身
で
計
算
し
た
り
予
測
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」 

24 

。
こ
の
決
断
の
原
因
に
た
い
す
る
無
知
、
す
な
わ
ち
自
分
の
こ

と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
め
の
予
測
か
ら
逃
れ
た
自
由
意
志
こ
そ
が
自
由
の

観
念
を
与
え
る
と
い
う
の
が
フ
イ
エ
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無
意
識
的
決
定

の
根
幹
に
あ
る
の
が
、「
欲
求 appetit

」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

欲
求
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
生
み
出
し
、
活
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
生
命

そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
欲
求
の
法
則
は
、
現
実
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
表

面
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
最
大
の
善
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
楽
し

み
と
幸
福
を
も
た
ら
す
傾
き
を
も
つ
。

25

23  Ibid., 9.

24  Ibid., 10.

25  Ibid., 255.

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
こ
の
「
欲
求
」
は
、
そ
れ
で
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
」

と
は
言
わ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
し
ま
う
可
能
性
を
す
で

に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
イ
エ
の
議
論
と
リ
ボ
ー
的
な
自
然
主
義
的
決

定
論
と
の
違
い
は
、
単
純
か
つ
客
観
的
決
定
論
で
は
な
く
、
そ
の
根
幹
に
生
命
そ
の

も
の
の
非
決
定
性
を
含
む
表
面
上
の
（
し
か
し
認
識
論
的
に
は
不
可
避
な
）
決
定
論

（
と
い
う
よ
り
も
、
合
理
的
理
由
の
あ
い
だ
で
の
決
断
の
原
因
の
無
知
）
と
い
う
点

に
あ
る
。
ま
た
、
リ
ボ
ー
と
の
立
場
と
の
違
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
フ
イ

エ
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
単
に
下
か
ら
の
決
定
論
で
は
な
く
、
上
か
ら
の
観
念
に

よ
る
反
省
作
用
と
の
複
合
的
な
原
因
の
調
整
に
よ
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
最
終
的
な
傾

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、「
欲
求
」
と
い
う
原
初
的
な
生
の

事
実
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。言
い
か
え
れ
ば
、ブ
ラ
ン
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ク
に
お
い
て
「
判
断
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て

は
「
一
般
観
念
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
）
次
元
の
半
ば
自
律
し
た
精
神
（
フ
イ
エ
に

お
い
て
は
「
観
念
」）
の
働
き
に
注
目
す
る
と
い
う
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る 

26 

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、こ
の
よ
う
な
フ
イ
エ
流
の
「
生
」
概
念
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
、

表
面
上
の
フ
イ
エ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
批
判
の
解
釈
の
困
難
と
な
る
が
、
さ
し
あ
た
り

こ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
、
先
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

　
　

実
証
主
義
の
文
脈
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
末
路

 

　
　
　̶

̶
 

ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
』（
一
八
九
三
年
）

　

テ
ー
ヌ
か
ら
リ
ボ
ー
へ
と
続
く
自
然
主
義
の
主
流
派
の
流
れ
を
受
け
な
が
ら
、
そ

26  

し
か
し
、
こ
の
点
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
経
験
論
的
な
観
念
論
に
た
い
し
て
、
悟
性
の

自
律
し
た
働
き
を
強
調
す
る
カ
ン
ト
的
認
識
論
の
関
係
の
反
復
を
み
る
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。



一
八
九
二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 

―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』
に
至
る
、

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

二
五

れ
を
人
間
集
団
、
つ
ま
り
社
会
の
次
元
で
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
流
れ
が
あ

る
。
こ
の
文
脈
を
よ
り
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
と
同
時
に
、
あ
る
意
味
で
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
と
の
学
問
政
治
に
負
け
た
こ
と
で
、
そ
の
終
止
符
を
も
印
づ
け
る
こ
と
に
な
っ

た
の
が
、
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
（R

ené W
orm

s, 1869-1926

）
の
一
八
九
二
年
の
著

作
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 ̶

̶
 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検

討
』
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
社
会
思
想
は
も
っ
ぱ
ら
実
証
主

義
を
ベ
ー
ス
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
社
会
学
の
根
本
構
想
で
あ
る
と
こ
ろ

の
「
社
会
有
機
体
論
」 

27 

も
、
こ
の
実
証
主
義
と
社
会
学
の
創
始
者
で
あ
る
コ
ン
ト

か
ら
ル
ナ
ン
へ
、
あ
る
い
は
リ
ト
レ
か
ら
エ
ス
ピ
ナ
ス
へ
と
続
く
実
証
主
義
の
文
脈

か
ら
導
か
れ
、
発
展
し
た
も
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る 

28 

。
こ
の
社
会
有
機
体

論
と
自
然
主
義
の
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
関
係
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
八
九
六

年
に
公
刊
さ
れ
る
『
有
機
体
と
社
会
』
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
ム
ス
は
、
社
会
有
機
体
論

の
コ
ン
ト
以
後
の
先
行
理
論
家
と
し
て
、先
に
述
べ
た
フ
イ
エ
の
『
現
代
社
会
科
学
』

（
一
八
八
〇
年
）
と
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
社
会
学
原
論
』（
全
四
巻
、
第

一
巻
は
一
八
七
四
年
、
仏
語
訳
が
一
八
七
六
年
）
を
エ
ス
ピ
ナ
ス
ら
の
著
作
と
共
に

あ
げ
て
お
り
、
特
に
ス
ペ
ン
サ
ー
に
つ
い
て
は
同
著
に
お
い
て
多
く
の
参
照
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
』
の
第
二
五
章
「
一
九
世
紀
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
」
で
は
、
主
に
ス
ペ
ン
サ
ー
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
（
し
か
し
、
こ
の
奇
妙
さ
は
、
同
年
に
出
版
さ
れ
る
デ
ル
ボ
ス
の
『
道
徳
問
題
』

27  R
ené W

orm
s, O

rganism
e et société, V. G

iard et E. B
riére, 1896.

28  cf., R
oger G

eiger, M
arie-France Essyad, Philippe B

esnard, « R
ené W

orm
s, 

l'organicism
e et l'organisation de la sociologie », Revue française de sociologie, 

1981, 22-3.  Sociologies françaises au tournant du siécle. Les concurrents du 
groupe durkheim

ien. Etudes réunies par Philippe B
esnard. pp. 345-360.

で
、
お
そ
ら
く
は
ヴ
ォ
ル
ム
ス
を
読
む
こ
と
な
し
に
批
判
さ
れ
、
こ
の
通
説
の
出
ど

こ
ろ
と
し
て
後
に
注
39
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
記
述
を
引
用
し
な
が

ら
、
事
実
無
根
と
し
て
批
判
し
て
い
る 

29 

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
や

は
り
決
定
論
と
し
て
の
自
然
主
義
の
文
脈
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

  『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
』
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
ム
ス
が
論
じ
て
い
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
〈
像
〉

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
が
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
っ
て
評
価

さ
れ
受
賞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、（
そ
の
学
術
政
治
的
背
景
を
い
っ
た
ん
括
弧

に
入
れ
る
な
ら
）
コ
ン
ト
以
来
の
実
証
主
義
哲
学
の
文
脈
に
あ
っ
て
（W

orm
s1892 

:314-315

）、
テ
ー
ヌ
以
来
の
「
必
然
性
」
の
哲
学
（W

orm
s1892 :315

）
と
し
て
の

ス
ピ
ノ
ザ
と
い
う
像
を
一
貫
し
て
提
示
し
、
そ
の
範
囲
で
論
題
で
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の

道
徳
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
明
快
に
（
つ
ま
り
は
評
者
の
期
待
通
り
に
）
答
え
た
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
は
「
道
徳 m

oral

」
と
「
倫
理 ethique

」
の
あ

い
だ
に
明
確
な
区
別
を
せ
ず
に
、
そ
の
あ
い
だ
で
断
り
な
し
に
概
念
を
横
滑
ら
せ
て

い
る
こ
と
に
、
ま
ず
は
そ
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る 

30 

。
そ
の
う
え
で
ヴ
ォ

ル
ム
ス
は
、「
道
徳m

oral

」
を
無
前
提
的
に
「
実
践
」
の
知
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
を
引
用
し
な
が
ら
、
道
徳
と
は
す
な
わ
ち
人
間
の
「
精
神l

’ âm
e

の
完
全

化
の
学
」 

31 

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
著
『
エ

チ
カ
』
の
第
三
部
か
ら
第
五
部
に
か
け
て
の
内
容
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
道
徳

問
題
の
探
求
」 

32 

こ
そ
が
『
エ
チ
カ
』
後
半
部
分
に
お
け
る
中
心
的
な
内
容
で
あ
っ

た
の
だ
と
彼
は
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

29  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
39
を
参
照
さ
れ
た
い
。

30  W
orm

s, La m
orale de Spinoza, 27.

31  Ibid., 29.

32  Ibid., 26.
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ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
解
釈
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
道
徳
と
形
而
上
学
と
自
然
科
学
と
い

う
三
つ
の
「
科
学Sciences

」
の
あ
い
だ
の
連
続
的
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
形
而
上
学

と
道
徳
の
あ
い
だ
に
は
重
要
な
循
環
的
関
係
が
措
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
形
而

上
学
は
道
徳
を
そ
の
科
学
と
し
て
の
「
目
的
」
と
す
る
一
方
で
、
道
徳
は
形
而
上
学

な
し
に
は
構
築
さ
れ
え
な
い
と
彼
は
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
道
徳

に
た
い
し
て
は
副
次
的
と
さ
れ
る
そ
の
他
の
諸
科
学
は
、
道
徳
に
「
方
法
」
を
課
す

と
い
う
仕
方
で
道
徳
を
支
え
る
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
以
外
の
多
く

の
哲
学
者
は
、
自
然
学
と
論
理
学
と
道
徳
を
方
法
論
的
に
も
領
域
的
に
も
区
別
す
る

の
だ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
ら
を
全
く
区
別
し
な
い
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ

れ
る
。

33 ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
概
念
可
能
な
も
の
は
す
べ
て
実
在
で
あ
る
。
実
在
で
あ

る
も
の
す
べ
て
は
そ
れ
が
実
在
す
る
限
り
に
お
い
て
完
全
で
あ
る
。
物
理
学
は

論
理
学
に
差
し
戻
さ
れ
る
。
そ
し
て
道
徳
は
物
理
学
に
差
し
戻
さ
れ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
を
媒
介
し
て
論
理
学
に
も
差
し
戻
さ
れ
る
。
魂
の
完
全
化
の
学
つ
ま

り
道
徳
は
、
魂
の
存
在
の
学
つ
ま
り
心
理
学
と
は
何
ら
異
な
る
本
性
に
は
属
し

て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
心
理
学
は
、
今
度
は
物
理
学
の
本
質
と
同
じ
も
の
に
属

す
る
。
そ
し
て
物
理
学
は
も
は
や
そ
れ
ら
の
論
理
的
存
在
の
学
つ
ま
り
幾
何
学

と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
か
く
し
て
漸
次
的
に
、
道
徳
の
方
法
は
幾
何

学
の
方
法
に
差
し
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
ス
ピ
ノ
ザ
が『
エ
チ
カ
』

の
な
か
の
有
名
な
一
節
に
よ
っ
て
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。〔
以

下
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
序
文
か
ら
の
引
用
〕

34

33  Ibid., 28.

34  Ibid., 29.

　

以
上
の
引
用
か
ら
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
解
釈
の
文
脈
が
、
必
ず
し
も
ス

ピ
ノ
ザ
哲
学
そ
れ
自
体
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
実
証
主
義
哲
学
に
共
通
す
る
哲
学
観

に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
彼
の
主
張
は
一
貫
し
て
お
り
、
か
つ
簡
潔

で
あ
る
。「
ス
ピ
ノ
ザ
は
道
徳
の
な
か
に
科
学
を
、
た
だ
し
他
の
ど
の
科
学
よ
り
も

よ
り
高
次
の
、
し
か
し
同
じ
本
質
と
同
じ
方
法
に
属
す
る
科
学
を
認
め
る
の
み
で
あ

る
」

35 

。  

こ
の
主
張
こ
そ
、
ま
さ
に
道
徳
と
形
而
上
学
と
科
学
を
実
証
主
義
の
立

場
か
ら
統
一
せ
ん
と
す
る
文
脈
に
根
差
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
典
型
を
示
す
文
言
で

あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳
』

で
も
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
社
会
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
ス
ペ
ン
サ
ー
が
再
三

触
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ

は
次
の
よ
う
な
文
言
と
し
て
現
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
こ
の
自
由
と
い
う
観
念
の
発
生
と
、

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
が
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
道
徳
的
な
善
と
い
う

観
念
の
発
生
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
類
比
的
関
係
に
注
意
せ
よ
。

36 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
い
う
若
干
科
学
性
に
欠
け

る
奇
妙
だ
が
冒
険
的
な
先
駆
け
は
、
あ
る
意
味
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
静
的
」
汎

神
論
と
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
動
的
」
汎
神
論
の
あ
い
だ
の
移
行
を

形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
を
想
起
さ
せ
る
に
は
、
ス
ピ
ノ

35  Ibid., 31.

36  Ibid., 45.
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二
年
の
ル
ネ
・
ヴ
ォ
ル
ム
ス
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
道
徳 

―
― 

そ
の
原
理
と
そ
れ
が
現
代
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
の
検
討
』
に
至
る
、

実
証
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
の
歴
史
的
概
観

二
七

ザ
の
こ
と
を
ス
ペ
ン
サ
ー
は
よ
く
知
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら

の
学
説
の
あ
い
だ
に
あ
る
類
比
的
関
係
は
、
彼
ら
が
負
っ
て
い
る
も
の
の
結
果

と
い
う
よ
り
も
、
出
会
い
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

37 

ス
ペ
ン
サ
ー
氏
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
様
に
真
の
汎
神
論
者
で
あ
り
、
単
な
る
自

然
主
義
者
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、彼
が
「
認
識
可
能
な
」
事
実
の
裏
に
は
、

「
認
識
不
可
能
な
」
実
体substance

が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
だ
。

38 

　

こ
れ
ら
の
決
定
的
な
引
用
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
が
何
で
も
っ
て

ス
ピ
ノ
ザ
を
読
も
う
と
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
当
時

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
絶
大
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
実
証
主
義
的
哲

学
で
も
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
を
読
も
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
で
も
っ
て
ス
ペ

ン
サ
ー
の
哲
学
を
、
ひ
い
て
は
実
証
主
義
そ
れ
自
体
を
単
な
る
自
然
主
義
を
越
え
た

あ
る
形
而
上
学
的
な
汎
神
論
に
ま
で
格
上
げ
し
よ
う
と
い
う
壮
大
な
試
み
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
観
点
は 

39 

、
あ
る
意
味
で
は
、

37  Ibid., 260.

38  Ibid., 306.

39  

こ
の
よ
う
な
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
「
ス
ペ
ン
サ
ー
＝
ス
ピ
ノ
ザ
」
と
い
う
解
釈
は
、
お
そ
ら

く
彼
の
独
創
で
は
な
い
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
論
点
は
、
堅
実
な
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
い
う

観
点
か
ら
は
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
デ
ル
ボ
ス
は
『
ス
ピ

ノ
ザ
の
道
徳
問
題
』
の
第
二
部
の
最
後
の
二
章
で
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
主

義
に
つ
い
て
論
じ
る
箇
所
で
言
及
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
お
い
て

問
題
に
な
る
の
は
、先
に
論
じ
た
フ
イ
エ
と
そ
の
義
子
で
あ
る
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
ー
・
ギ
ュ

イ
ヨ
ー
に
よ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
と
同
一
視
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
（
ス
ペ
ン
サ
ー
＝
ス
ピ

ノ
ザ
と
い
う
解
釈
が
さ
ら
に
ヴ
ォ
ル
ム
ス
に
お
い
て
、
し
か
し
フ
イ
エ
と
ギ
ュ
イ
ヨ
ー

フ
イ
エ
の
よ
う
に
、
機
械
論
的
自
然
主
義
を
ス
ピ
ノ
ザ
に
み
つ
つ 

、
そ
れ
を
越
え

る
観
念
の
審
級
に
哲
学
の
可
能
性
を
擁
護
す
る
と
い
う
試
み
に
た
い
す
る
、
実
証
主

義
の
側
か
ら
の
応
答
だ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
実
証
主
義
哲
学
の
源

泉
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
の
完
成
者
）
を
ス
ペ
ン
サ
ー
に
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

を
参
照
せ
ず
に
反
復
さ
れ
る
の
だ
が
、
デ
ル
ボ
ス
の
議
論
に
お
い
て
は
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の

著
作
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
）。
そ
こ
で
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
仕
方
で
ギ
ュ
イ

ヨ
ー
の
議
論
が
ま
と
め
ら
れ
、
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
は
一
種
の
実
証
主
義
者
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る

が
、
そ
の
違
い
は
、
存
在
の
永
続
性
の
原
理
を
深
め
、
そ
こ
か
ら
一
群
の
進
歩

の
原
理
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
」（Jean-M

arie G
uyau, La m

orale anglaise 

contem
poraine. M

orale de l'utilité et de

ｌ'évolution, 2
m

e édition, F. A
lcan, 

1885, p. 205

）、ス
ペ
ン
サ
ー
の
〈
認
識
さ
れ
な
い
も
の
〉
も
、ス
ピ
ノ
ザ
の
〈
実
体
〉

も
、
善
悪
の
相
対
的
で
純
粋
な
人
間
的
区
別
を
無
限
に
超
え
出
て
い
る
。
知
恵
は
、

ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
も
、
無
限
の
力
を
顕
在
化
さ
せ

る
秩
序
を
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
一
方
に
と
っ

て
も
、
他
方
に
と
っ
て
も
、
人
間
の
自
然
な
目
的
は
、
自
然
的
必
然
性
に
よ
っ
て

措
定
さ
れ
、
保
証
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
比
較
は
す
べ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に

お
い
て
何
が
主
要
で
支
配
的
な
要
素
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
軽
視
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。（D

elbos, Le problèm
e m

oral, p. 486

）

　
　

 

つ
ま
り
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
に
よ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
同
一
視
は
、
ス
ピ
ノ
ザ

哲
学
の
根
本
的
な
誤
解
に
基
づ
く
と
デ
ル
ボ
ス
は
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
著
作
で
は
、
フ
イ
エ
は
も
ち
ろ
ん
、
ギ
ュ
イ
ヨ
ー

に
つ
い
て
も
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
ス
ピ
ノ
ザ
を
同
一
視
す
る
論
点
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て

い
な
い
（
こ
れ
と
は
異
な
る
論
点
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
度
ず
つ
参
照
さ
れ
て
い
る
の
で
、

読
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
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こ
に
単
な
る
機
械
論
的
自
然
主
義
に
と
ど
ま
ら
な
い
哲
学
の
可
能
性
そ
れ
自
体
を
位

置
付
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
の
参
照
項
が
、
自
然
主
義
に
お

い
て
参
照
さ
れ
て
き
た
ス
ピ
ノ
ザ
で
、
そ
の
ス
ピ
ノ
ザ
を
形
而
上
学
的
汎
神
論
と
し

て
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
そ
こ
で
い
う
汎
神
論
と
は
、
何
で
あ
り
、
そ
う
主
張
す
る
正
当
性
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
当
然
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
こ
で
ヴ
ォ

ル
ム
ス
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
テ
ー
ヌ
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
へ
と
続
く
、
実
証
主
義

の
な
か
で
実
証
主
義
そ
れ
自
体
を
越
え
て
形
而
上
学
へ
と
進
も
う
と
す
る
動
き
を
指

し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
が
本
当
に
ス
ピ
ノ
ザ
と
結
び

つ
く
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
こ
の
著
作
に
続
い
て
、
社
会
学
の
文
脈
の
な
か
で
の
（
む
し
ろ

社
会
学
者
に
よ
る
）
ス
ピ
ノ
ザ
と
い
う
薄
い
流
れ
が
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
、
エ

ミ
ー
ル
・
ラ
ス
バ
ク
ス
（Em

ile Lasbax

）
の
よ
う
な
社
会
学
者
が
、
そ
の
最
初
の

習
作
と
し
て 

40 

、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
を
扱
う
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
よ
う
に 

41 

（Em
ile Lasbax, La H

iérarchie dans l’univers chez Spinoza, Félix 

40  

ラ
ス
バ
ク
ス
の
こ
の
著
作
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』
で
と
く
に

新
プ
ラ
ト
ン
派
の
流
出
説
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
説
が
比
較
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
重
要
な

参
照
文
献
と
な
る
の
だ
が
、
ラ
ス
バ
ク
ス
自
身
は
哲
学
者
と
い
う
よ
り
も
社
会
学
者

で
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
が
創
刊
し
た
『
国
際
社
会
学
評
論
誌
』
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
ボ
ル

ド
ー
大
学
の
デ
ュ
ケ
ー
ム
の
ポ
ス
ト
の
後
継
だ
っ
た
ガ
ス
ト
ン
・
リ
シ
ャ
ー
ル G

aston 

R
ichard, 1860-1945

（
ラ
ス
バ
ク
ス
の
師
で
も
あ
る
）
の
後
継
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

41  

ラ
ス
バ
ク
ス
の
仕
事
は
、
根
本
的
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
へ
の
関
心
を
中
心
と
し
つ
つ
、

そ
れ
を
社
会
と
国
家
の
問
題
へ
と
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
の
著
作
が
あ

る
。

 『
悪
の
問
題
』Le Problèm

e du m
al, Paris, Librairie Félix A

lcan, 1919

。

A
lcain, 1919

、G
eorges Friedm

ann, Leibniz et Spinoza, G
allim

ard, 1946

な
ど
）、

し
ば
ら
く
の
間
、
し
か
し
弱
々
し
い
仕
方
で
は
あ
る
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

ス
ピ
ノ
ザ
の
影
響
と
い
う
水
脈
は
、
基
本
的
に
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
と
そ
の
一
派
の
台

頭
に
よ
っ
て
（
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
マ
ト
ゥ
ロ
ン
、
ゲ
ル
ー
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
ら
に
よ

る
第
二
次
ス
ピ
ノ
ザ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
い
た
る
ま
で
の
あ
い
だ
）、
マ
イ
ナ
ー
な
も

の
へ
と
退
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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