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Adam TAKAHASHI
“The Immortality of the Human Soul, 3: Plotinus’s Enneads”

論文要旨

　紀元後三世紀の哲学者プロティノスは、プラトンの影響のもとに「魂の不
死」の教説を自身の著作『エネアデス』のなかで展開した。時間的な現世と
それとは切り離された不変的な叡知界の存在、そして後者の世界へと回帰し
た魂の不死性の肯定にかんして、プロティノスはプラトンの教説を忠実に踏
襲している。プロティノス固有の議論がうかがえるのは、むしろそのよう
な神的世界を本来の住処とするはずの魂がなぜこの世界へと降下し、さらに
個々の人間の魂へと受肉してしまったのかという〈下降面〉の議論において
であった。魂の降下の理由を「翼の喪失」という受動的事態に帰したプラト
ンと異なり、プロティノスは魂自身の自発的な「欲求」あるいは「向こう見
ず」な「自由な意志」こそがその原因だととらえた。こうして現れるのは、
善と悪の双方へと向かいうる精神の自由な「力」を現実的なものとみなす哲
学の姿である。さらに、彼は「永遠と時間」という二項の対立を前提とした
上で、永遠から時間が成立することを魂の降下と連動する事態として語った。
プロティノスの思想を通して、人間に不合理な力がやどっていること、そし
て人間の存在が本質的に時間的性格を有することが、はじめて形而上学的に
明確な輪郭を与えられたのである。
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魂
の
不
死
の
哲
学 ［
第
三
回
］　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』

�

ア
ダ
ム
・
タ
カ
ハ
シ

「
人
々
の
魂
は
、
い
わ
ば
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
鏡
に
写
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
影
を
見
て
、

あ
の
上
方
の
世
界
か
ら
飛
び
降
り
、
影
の
世
界
へ
と
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。」　　
　
　

 

『
エ
ネ
ア
デ
ス
』（IV.3, 12

）

紀
元
後
三
世
紀
の
哲
学
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、「
魂
の
本
当
の
目
覚
め
」
と
は
「
肉
体
を
伴
っ
て
起
き
あ
が
る
こ
と
」
で
は
な
く
、

「
本
当
に
肉
体
か
ら
出
て
起
き
あ
が
る
こ
と
」
だ
と
い
う
（III.6, 6
）。
ひ
と
が
朝
に
迎
え
る
目
覚
め
は
、
た
ん
に
「
一
つ
の
眠
り
か
ら
別
の
眠

り
へ
」
あ
る
い
は
「
一
つ
の
寝
床
か
ら
別
の
寝
床
へ
」
の
移
り
か
わ
り
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
当
の
目
覚
め
は
「
肉
体
か
ら
完
全

に
離
れ
て
起
き
あ
が
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
肉
体
そ
の
も
の
か
ら
魂
が
離
脱
す
る
こ
と
だ
と
彼
は
言
う
の
だ
。

魂
と
は
、
そ
の
基
礎
的
な
意
味
と
し
て
は
、
生
き
て
い
る
も
の
に
宿
る
生
命
の
原
理
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
に
生
命
活
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動
の
源
以
上
の
意
味
を
あ
た
え
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
魂
こ
そ
が
或
る
特
定
の
人
物
の
自
己
自
身
あ
る
い
は
本
質
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
肉
体
的

な
も
の

―
そ
こ
に
は
感
覚
的
な
も
の
や
情
念
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
だ
ろ
う

―
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
自
己
自
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
魂
に
専
心

的
に
配
慮
す
る
こ
と
で
善
き
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
は
自
ら
を
情
念
的
な
も
の
か
ら
解
き
放
ち
、
清
浄
な
魂
と
な
っ
て
真
な
る
実
在

を
観
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
、
少
な
く
と
も
『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
主
張
さ
れ
て
い
た
。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
、
魂
の
肉
体
か
ら
の
離
脱
を
説
く
か
ぎ
り
で
、
魂
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
人
間
存
在
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
思

想
の
枠
内
で
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
師
か
ら
そ
の
不
死
性
の
教
説
を
受
け
つ
ぎ
つ
つ
も
、
単
に
人
間

の
魂
の
本
性
を
語
っ
て
終
え
る
の
で
は
な
く
、「
理
性
に
も
と
づ
く
魂
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
人
間
が
果
た
す
べ
き
生
の
姿
を
語
る
こ
と
へ
と

向
か
っ
た
よ
う
に
、
後
続
の
哲
学
者
た
ち
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
提
示
し
た
考
え
は
議
論
の
始
点
で
あ
っ
て
も
終
点
で
は
な
か
っ
た
。
当
初

の
説
と
は
微
妙
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
不
死
性
の
教
説
は
別
の
形
態
を
も
つ
思
想
を

生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
で
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
魂
の
不
死
性
の
教
説
を
起
点
と
し
て
、
い
か
な
る
思
想
を
生
み
出
し
た
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。「
魂
の
不
死
」
と
は
い
っ
け
ん
真
逆
の
印
象
を
あ
た
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
教
説
を
敷
衍
す
る
こ
と
で
彼
が
注
視
し
た
の

は
、
永
遠
か
つ
不
死
な
る
世
界
か
ら
魂
が
こ
の
世
界
へ
と
降
下
し
た
と
い
う
事
態
と
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
魂
が
「
翼
」
を
喪
失

す
る
こ
と
で
落
下
し
た
と
い
う
説
明
を
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』（246c2
）
の
な
か
で
す
で
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
喪
失
に
よ
る
降
下
は
、

魂
に
と
っ
て
は
避
け
よ
う
が
な
い
受
動
的
な
出
来
事
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
後
段
で
見
る
よ
う
に
、
魂
が
自

ら
の
欲
求
あ
る
い
は
意
志
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
へ
と
降
下
し
た
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
こ
の
降
下
の
主
題
と
関
連
付
け
な
が
ら

〈
永
遠
〉
か
ら
〈
時
間
〉
が
生
み
出
さ
れ
た
と
も
述
べ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
小
文
で
は
、
魂
の
不
死
性
の
教
説
を
受
け
つ
い
だ
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
、
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そ
れ
と
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
魂
の
下
降
の
局
面
を
描
く
こ
と
で
、
人
間
の
精
神
に
も
宿
る
不
合
理
な
力
と
人
間
存
在
の
時
間
的
な
性
格
に
光

を
当
て
た
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
の
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
の
う
ち
、
ま
ず
「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」（IV.7

）
を
検
討
す
る
こ

と
か
ら
は
じ
め
、
次
に
「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」（IV.8

）
お
よ
び
「
三
つ
の
原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
」（V.1

）
を
見
る
こ
と
で
、

魂
の
こ
の
世
界
へ
の
降
下
お
よ
び
受
肉
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
魂
の
降
下
と
い
う
主
題
と
時
間
論
と

の
関
係
を
「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」（III.7

）
を
も
と
に
考
え
た
い
。
本
稿
で
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
中
央
公
論
社
版
の

『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』
か
ら
で
あ
り
、
引
用
の
際
に
は
そ
の
論
攷
番
号
と
章
番
号
の
み
を
記
す
（
例
え
ば
、
本
稿
中
で
（III.7, 2

）
と
あ
れ

ば
、『
エ
ネ
ア
デ
ス
』（III.7

）「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」
の
第
二
章
を
意
味
す
る
）。

「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」（IV.7

）

論
攷
「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
を
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
わ
れ
わ
れ
各
人
は
不
死
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
跡
形
も
な
く
死
滅
し
て
し
ま

う
」
の
か
と
問
う
こ
と
か
ら
始
め
る
（IV.7, 1

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
人
間
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
本
性
を

も
っ
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
も
し
人
間
が
単
な
る
物
体
的
な
も
の
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
可
視

的
な
死
と
と
も
に
す
べ
て
が
消
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ひ
と
が
物
体
的
な
も
の
と
は
「
別
の
種
族
に
属
す
る
」（IV.7, 2

）

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
理
的
な
死
滅
を
超
え
て
存
続
す
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。

そ
こ
で
「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
で
は
、
魂
を
物
体
的
な
も
の
だ
と
説
く
論
者
た
ち
へ
の
批
判
が
ま
ず
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
魂
は
「
原

子
」（
ア
ト
ム
）
の
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
説
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
空
気
や
気
息
と
同
一
視
す
る
立
場
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
へ
の
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反
論
の
あ
と
に
、
彼
は
「
魂
が
物
体
と
は
異
な
る
本
性
の
も
の
で
あ
る
」（IV.7, 8

）
と
改
め
て
記
し
た
う
え
で
、
そ
の
本
性
を
さ
ら
に
探
っ

て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
魂
を
物
体
的
な
も
の
そ
れ
自
体
と
は
考
え
な
い
が
、
物
体
的
な
元
素
の
「
調
和
」
か
ら
成
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
考

え
や
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
魂
を
身
体
の
或
る
は
た
ら
き

―
そ
れ
は
「
現
実
態
」（
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
と
称
さ
れ
る

―
と
同
一

視
す
る
見
解
も
批
判
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
魂
を
物
体
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
或
る
種
の
は
た
ら
き
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
立
場
に
批
判
を
加
え
た
あ
と
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
彼
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
魂
と
は
「
第
一
義
的
な
意
味
で
生
命
活
動
を
営
ん
で
い
る
原
理
的
な
も
の
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
他
の
も
の
に
と
っ
て
の
「
生
命
の
源
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
身
が
生
命
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
「
不
滅

で
あ
り
不
死
で
あ
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（IV.7, 9

）。
こ
の
よ
う
な
魂
が
そ
れ
自
体
運
動
を
有
す
る
生
命
で
あ
り
、
か
つ
そ

れ
が
不
死
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
等
で
述
べ
た
見
解
を
忠
実
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
人
間
の
魂
が

不
死
で
あ
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
的
な
見
解
に
つ
い
て
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
同
意
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
魂
は
自
ら
が
叡
知
的

な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
真
実
在
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
魂
が
「
ど
こ
か
外
を
走
り
回
っ
て

節
制
や
正
義
を
観
る
の
で
は
な
く
、
自
己
自
身
が
自
己
自
身
と
そ
の
以
前
の
状
態
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
の
と
こ
ろ
で
（
そ
れ
ら

真
の
知
識
を
）
観
る
」（IV.7, 10

）
と
も
述
べ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

単
な
る
プ
ラ
ト
ン
の
教
説
の
反
復
を
超
え
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
固
有
の
議
論
が
は
じ
ま
る
の
は
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
魂
の
基
礎
的
な
定

義
、
あ
る
い
は
そ
の
不
死
性
の
肯
定
が
い
っ
た
ん
お
わ
っ
た
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
肉
体
と
異
な
り
「
そ
れ
自
体
で
生
き
て
い
る
も
の
」
で

あ
り
、「
そ
れ
自
体
で
有
る
も
の
」
と
し
て
の
魂
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
、
ど
こ
へ
と
消
え
て
い
く
の
か
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
叡

知
的
な
世
界
を
住
処
と
し
て
い
た
は
ず
の
魂
が
、
こ
の
世
界
へ
と
、
そ
し
て
個
々
の
肉
体
へ
と
降
り
た
つ
に
至
っ
た
事
態
を
正
視
す
る
。
た
し

― 333 ―



か
に
プ
ラ
ト
ン
も
「
翼
の
喪
失
」（『
パ
イ
ド
ロ
ス
』246c2

）
が
、
魂
の
こ
の
世
界
へ
の
降
下
の
原
因
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
だ
が
、
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
は
、
そ
の
降
下
の
理
由
を
解
か
れ
る
べ
き
〈
問
題
〉
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。

「
で
は
、
知
性
的
な
も
の
が
肉
体
か
ら
分
離
し
て
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
、
ど
う
し
て
肉
体
へ
と

向
か
う
の
で
あ
ろ
う
か
」（IV.7, 13

）

本
来
的
に
不
死
な
る
魂
で
あ
れ
ば
、
叡
知
的
な
世
界
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
り
つ
づ
け
れ
ば
良
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
世
界
へ

と
わ
ざ
わ
ざ
降
下
し
て
く
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
か
し
ら
の
理
由
が
必
要
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
降
下
の
原
因
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
ど
の

よ
う
に
説
明
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
魂
は
「
欲
求
」（
オ
レ
ク
シ
ス
）
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
で
「
は
る
か
下
方
の
世
界
へ

と
進
ん
で
行
っ
て
、
知
性
界
で
見
た
も
の
に
し
た
が
っ
て
（
感
性
界
を
）
秩
序
づ
け
よ
う
と
し
、
い
わ
ば
知
性
界
の
諸
真
実
在
に
よ
っ
て
孕
め

る
者
と
な
っ
て
生
み
の
苦
し
み
に
と
ら
わ
れ
、
制
作
し
創
造
し
よ
う
と
熱
望
す
る
」
と
い
う
（IV.7, 13

）。
魂
の
こ
の
世
界
へ
の
降
下
は
、
単

に
そ
の
「
翼
の
喪
失
」
と
い
う
事
故
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
魂
自
ら
の
自
発
的
な
「
欲
求
」
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
語
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
提
起
さ
れ
た
問
い
は
解
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
叡
知
的
世
界
を
住
処
と
し
て
い
た
も
の
が
、
ど
う
し
て
下
方
の
世
界
を

目
指
す
「
欲
求
」
を
も
つ
に
至
っ
た
の
か
。
た
だ
し
、
議
論
を
先
に
進
め
る
ま
え
に
、
現
世
あ
る
い
は
そ
れ
に
内
属
す
る
肉
体
が
、
魂
の
存
在

に
と
っ
て
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
思
想
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
示
さ
れ
た
立
場
で
あ
る
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
宇
宙
論
的
著
作
で
は
、
現
実
の
世
界
自
体
が
「
祝
福
さ
れ
た
神
」
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（34b

）
と
形
容
さ
れ
、「
魂
は
こ
の
宇
宙
が
知
性
を
そ
な
え
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
善
き
制
作
者
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
」（29a

）
と
も
語
ら
れ

る
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
魂
は
現
世
を
叡
知
的
な
世
界
に
似
た
も
の
と
す
る
た
め
に
、
宇
宙
の
制
作
者
で
あ
る
知
性
（
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
）
に

よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
か
ら
は
、
魂
と
現
世
と
の
肯
定
的
な
つ
な
が
り
の
論
理
が
導
か
れ
る
だ

ろ
う
。

だ
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
魂
の
降
下
す
る
動
き
に
見
た
の
は
、
単
に
よ
り
上
位
の
知
性
体
に
よ
っ
て
魂
が
現
世
へ
と
派
遣
さ
れ
た
と
い
う
受

動
的
事
態
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
魂
自
身
の
自
発
的
な
「
欲
求
」
と
し
て
現
世
へ
の
降
下
と
世
界
創
造
に
た
い
す
る
「
生
み
の
苦
し
み
」
を

唱
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
を
確
認
し
て
も
な
お
、
な
ぜ
魂
が
叡
知
的
な
世
界
に
安
住
す
る
道
を
選
ば
ず
に
、
こ
の

世
界
へ
と
降
下
し
た
の
か
と
い
う
不
合
理
性
が
謎
と
し
て
残
り
つ
づ
け
る
。
と
は
い
え
、「
魂
の
不
死
性
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
は
、
そ
の

「
欲
求
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
魂
の
降
下
に
言
及
し
て
い
る
別
の
論
攷
、
す
な
わ
ち
「
魂
の
肉
体

へ
の
降
下
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
三
つ
の
原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
」
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
論
点
に
か
ん
す
る
彼
の
思
考
を
さ
ら
に
追

う
こ
と
に
し
よ
う
。

「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」（IV.8

）・「
三
つ
の
原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
」（V.1

）

タ
イ
ト
ル
か
ら
魂
の
降
下
の
謎
を
解
き
あ
か
す
も
の
と
期
待
さ
れ
る
の
が
、
論
攷
「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭

の
文
章
か
ら
は
、『
パ
イ
ド
ン
』
や
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
、
魂
の
肉
体
と
の
交
わ
り
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
立
場
と
、

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
「
祝
福
さ
れ
た
神
」
と
し
て
の
現
世
の
肯
定
の
立
場
と
の
背
反
性
を
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
も
明
確
に
意
識
し

て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
二
つ
の
教
説
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
彼
は
「
魂
の
肉
体
と
の
交
わ
り
は
も
と
も
と
ど
の
よ
う
に
し
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て
行
わ
れ
る
の
か
」（IV.8, 2

）
と
い
う
問
い
を
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
見
解
を
踏
ま
え
て
「
こ
の
宇
宙
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
ね
ば

な
ら
な
い
か
」（
同
右
）
と
い
う
問
い
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
魂
の
降
下
を
主
題
と
す
る
は
ず
の
論
攷
「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」
で
あ
る
が
、
そ
の
降
下
の
原
因
と
し
て
語
ら
れ

る
話
自
体
は
、
先
の
「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
論
述
の
範
囲
を
大
幅
に
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
表
現
上
の
相

違
は
見
ら
れ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
「
魂
は
神
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
上
方
の
世
界
か
ら
降
下
し
て
肉
体
に
宿
る
の
で
あ
り
、

（
知
性
界
の
末
端
に
位
置
を
占
め
る
）
下
位
の
神
で
あ
る
か
ら
自
己
自
身
の
自
由
な
意
志
で
下
に
傾
き
、
自
己
自
身
の
力
ゆ
え
に
自
分
の
後
に

あ
る
も
の
を
秩
序
づ
け
る
べ
く
、
肉
体
へ
と
降
下
し
も
す
る
」（IV.8, 5

）
と
い
う
。
先
程
は
魂
の
「
欲
求
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、

今
度
は
魂
自
身
の
「
自
由
な
意
志
」
あ
る
い
は
「
自
己
自
身
の
力
」
に
よ
る
も
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
魂
の
降
下
の
原
因
に
つ
い
て
は
、「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
哲
学
へ
の
入
門
書
的
性
格
」
を
も
っ
て
い
る
と
も
評
さ
れ
る
論
攷
「
三
つ
の

原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
も
若
干
の
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
三
つ
の
「
原
理
的
な
も
の
」（
ヒ
ュ

ポ
ス
タ
シ
ス
）
と
は
、「
魂
」、「
知
性
」、
そ
し
て
「
一
者
」
の
三
者
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
か
ん
す
る
教
科
書
的
な
叙
述
で
も
頻
繁
に
紹

介
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
彼
は
私
た
ち
の
肉
体
に
も
宿
っ
て
い
る
生
命
の
原
理
と
し
て
の
魂
と
、
そ
れ
を
生
み
出
す
理
念
的
な
存
在
者
で
あ
り
、

上
方
の
世
界
に
不
変
的
に
存
在
す
る
神
的
な
「
知
性
」（
ヌ
ー
ス
）
に
加
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
知
性
を
超
え
た
地
点
に
「
一
者
」（
ト
・
ヘ
ン
）

と
呼
ば
れ
る
超
越
者
を
置
く
思
想
を
展
開
し
た
。
そ
の
「
一
者
」
は
「
善
」
そ
の
も
の
と
も
称
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
超
越
的
な
一

者
を
、
こ
の
世
界
の
究
極
的
な
始
原
と
み
る
こ
と
自
体
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
に
忠
実
に
従
う
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
後
者

自
身
が
『
国
家
』（509b

）
の
な
か
で
、
知
性
界
の
彼
方
に
そ
れ
自
体
は
可
知
的
で
は
な
い
善
が
存
在
す
る
と
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
三
者
の
形
而
上
学
的
な
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
上
さ
ら
な
る
論
究
は
控
え
た
い
。
あ
く
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ま
で
焦
点
を
当
て
た
い
の
は
、
魂
が
叡
知
的
な
世
界
か
ら
な
ぜ
降
下
し
た
の
か
と
い
う
問
い
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
回
答
で
あ
る
。

論
攷
「
三
つ
の
原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
」
は
全
体
と
し
て
は
、
邦
訳
版
の
全
集
の
解
説
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
魂
が
叡
知
界
を
本
来
の
住

処
と
し
て
い
た
と
い
う
出
自
と
、
そ
の
源
泉
へ
の
還
帰
の
必
然
性
を
論
じ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
知
性
が
「
魂
の
父
親
」
と
し
て
語
ら
れ

（V.1, 3

）、
魂
は
叡
知
界
と
い
う
「
も
っ
と
真
実
在
の
多
い
世
界
へ
と
昇
っ
て
行
っ
て
」（V.1, 4

）、
そ
こ
に
て
真
実
在
を
観
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
段
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
知
性
」
の
さ
ら
に
彼
方
に
「
一
者
」
が
存
在
す
る
こ
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ

ら
の
説
の
根
拠
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
召
喚
さ
れ
、「
プ
ラ
ト
ン
は
善
か
ら
知
性
が
出
、
知
性
か
ら
魂
が
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
と

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
告
げ
る
（V.1, 8
）。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
構
造
、
三
つ
の
原
理
的
な
実
体
に
つ
い
て
の
見
解
が
前
提
と
さ
れ
た
上
で
、
私
た
ち
が
着
目
し
て
い
る
問
い
に

は
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
ど
う
し
て
一
者
が
自
分
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
多
が
流
れ
で
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」（V.1, 6

）
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
も
問
う
。
そ
の
問
い
を
、
魂
の
場
合
に
置
き
か
え
る
と
、
魂
が
本
来
の
場
所
で

あ
る
不
変
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
世
に
お
い
て
個
々
の
魂
を
生
み
だ
す
に
至
っ
た
こ
と
が
謎
と
し
て
前
景
化
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
魂
、

知
性
、
そ
し
て
一
者
と
い
う
原
理
的
な
三
者
が
論
じ
ら
れ
る
、
こ
の
論
攷
の
は
じ
め
に
置
か
れ
て
い
た
問
い
も
、
実
は
こ
の
魂
の
降
下
に
つ
い

て
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
は
た
し
て
い
っ
た
い
何
も
の
が
、
魂
に
父
な
る
神
（
＝
知
性
）
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
こ
の
自
分
勝
手
に
ふ

る
ま
い
う
る
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
と
い
う
も
の
は
、
一
度
魂
が
こ
れ
を
お
ぼ
え
た
と
見
え
て
か
ら
、
そ
の
自
己
主
動
性
の
濫
用
と
い
う
も
の

は
す
で
に
は
な
は
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
魂
は
逆
の
一
途
を
急
転
し
て
、
非
常
に
遠
く
ま
で
離
反
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。」
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（V.1, 1

）

「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
で
は
「
欲
求
」
と
し
て
、
ま
た
「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」
で
は
「
自
己
自
身
の
自
由
な
意
志
」
と
し
て

語
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
こ
こ
で
は
魂
の
「
自
分
勝
手
」
な
振
る
ま
い
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
魂
は
自
ら
の
欲
求
に
導
か
れ
て
善
な
る
世
界

か
ら
離
脱
し
、
急
転
直
下
で
こ
の
世
界
へ
と
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
あ
る
面
で
は
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
示
さ
れ
た
こ
の
世
界
の
創
造
と
秩

序
付
け
と
い
う
摂
理
的
な
配
慮
と
も
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
魂
の
本
性
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
「
自
分
勝
手
」
な
欲
求
で

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
形
而
上
学
と
い
う
と
、
超
越
的
な
一
者
か
ら
の
一
切
の
流
出
と
そ
こ
へ
の
還
帰
と
い
う
垂
直
方
向
の
往
復
に
か
ん
す
る
思

想
を
ひ
と
は
想
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
の
議
論
の
固
有
さ
は
む
し
ろ
魂
の
降
下
と
い
う
不
可
解
な
出
来
事
を
強
調
す
る
点
に
現
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
私
は
そ
う
述
べ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
私
だ
け
が
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
後
段
で
取
り
あ
げ

る
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
も
そ
う
だ
が
、
本
邦
で
も
井
筒
俊
彦
は
魂
の
降
下
を
め
ぐ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
問
い
、
あ
る
い
は
そ
の
議
論
か
ら
帰
結
し

た
彼
の
思
想
の
独
自
性
に
注
意
を
促
し
て
い
た
。『
神
秘
哲
学
』
の
中
で
、「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」
の
一
節
を
「
抑
々
い
か
に
し
て

私
は
か
く
の
如
く
下
降
し
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
井
筒
は
訳
し
つ
つ
、
こ
の
魂
の
下
降
の
局
面
を
形
而
上
学
的
に
思
考
し
た
こ
と
は
「
ギ

リ
シ
ア
哲
学
史
上
実
に
空
前
の
試
み
」
で
あ
っ
た
と
記
す
（『
神
秘
哲
学
』、
二
七
八
頁
）。
さ
ら
に
、
井
筒
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「「
一
者
」
か
ら
分
裂
し
て
絶
対
無
の
境
域
を
離
れ
次
第
に
現
実
性
の
意
識
を
取
り
も
ど
し
つ
つ
、
謂
わ
ば
肉
体
の
裡
に
息
を
吹
き
か
え
し

て
来
る
、
そ
の
体
験
的
下
降
自
体
に
異
常
な
る
哲
学
的
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（『
神
秘
哲
学
』、
二
八
〇
頁
）
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魂
の
不
死
性
、
あ
る
い
は
魂
が
由
来
す
る
叡
知
界
の
さ
ら
に
上
方
に
位
置
す
る
「
一
者
」
の
思
想
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に

見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
プ
ラ
ト
ン
的
な
語
彙
を
摂
取
し
た
上
で
構
造
的
に
組
み
か
え
た
も
の
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
叡

知
界
か
ら
の
魂
の
離
脱
、
本
来
神
的
な
真
実
在
に
合
一
し
た
ま
ま
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
魂
の
現
世
へ
の
落
下
、
そ
の
不
合
理
な
欲
求
を
形
而

上
学
的
に
思
考
し
た
と
こ
ろ
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
史
に
占
め
る
独
自
性
が
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
か
ら
三
つ
の
論
攷
を
見
る
こ
と
で
、
プ
ラ
ト
ン
で
は
魂
の
肉
体
か
ら
の
離
脱
を
説
く
思
想
で
あ
っ
た
も
の
が
、

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
は
魂
が
不
合
理
な
か
た
ち
で
下
降
し
て
く
る
と
い
う
逆
の
局
面
に
「
異
常
な
る
哲
学
的
意
義
」
が
置
か
れ
る
思
想
と
し
て
変

奏
さ
れ
た
こ
と
を
見
た
。
降
下
の
理
由
は
魂
の
「
欲
求
」
で
あ
り
、「
自
由
な
意
志
」
で
あ
り
、「
自
分
勝
手
な
振
る
舞
い
」
で
あ
り
、
そ
の
理

由
を
さ
ら
に
因
果
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
不
合
理
な
欲
求
の
さ
ら
に
奥
に
あ
る
理
由
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
井
筒
の
よ

う
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
個
人
の
神
と
の
合
一
と
そ
こ
か
ら
の
回
帰
と
い
う
「
体
験
」
を
引
き
合
い
に
出
す
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
因
果
的
な
説
明
を
拒
む
事
柄
ゆ
え
に
、
魂
の
降
下
の
欲
求
が
さ
ら
に
い
っ
た
い
何
に
起
因
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
か
ん
す
る

議
論
は
、
い
っ
た
ん
こ
こ
で
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
魂
の
降
下
の
論
点
と
か
か
わ
る
別
の
思
想
的
局
面
に
読
者
の
注

意
を
促
す
こ
と
に
し
よ
う
。
も
し
魂
の
降
下
が
形
而
上
学
的
に
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
の
話
は
一
つ
の
寓
話
の
域
を
出
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
魂
の
降
下
の
問
題
は
、
も
う
一
つ
別
の
問
題
系
へ
接
続
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で

の
哲
学
と
は
異
な
る
思
想
的
な
風
景
を
生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
永
遠
と
時
間
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」（III.7

）

論
攷
「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」
を
、「
魂
の
降
下
」
の
問
題
の
観
点
か
ら
読
み
と
く
こ
と
は
、
す
で
に
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
が
『
グ
ノ
ー
シ

ス
と
古
代
末
期
の
精
神
』
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
私
の
議
論
は
、
ヨ
ナ
ス
の
「
古
代
末
期
」
の
思
想
を
め
ぐ
る
壮
大
な
議
論
の
粗

雑
な
反
復
で
し
か
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
注
記
し
た
い
。

そ
も
そ
も
「
永
遠
と
時
間
」
と
い
う
二
項
の
問
題
設
定
自
体
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』（37d

）
に
て
「
時
間
は
永
遠
の
動
く
似
姿
と
し
て
作
ら
れ
た
」
と
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
永
遠
と
時
間
と
の
関
係
を
、
永
遠
的
な
「
生
命
」
と
時
間
的
な
「
魂
」
と
の
関
係
か
ら
説
明
す
る
こ
と
で
、
結
果

的
に
プ
ラ
ト
ン
と
は
異
な
る
立
場
を
示
す
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
で
「
永
遠
（
ア
イ
オ
ー
ン
）
と
は
な
ん
で
あ
る
」
の
か
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
問
う
（III.7, 2

）。
彼
に

と
っ
て
「
永
遠
」
と
は
、
純
粋
な
る
「
現
在
」
と
し
て
ま
ず
定
義
さ
れ
る
。

「
か
つ
て
過
ぎ
去
り
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
今
後
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
な
く
て
、
ま
さ
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
に
あ
る
の
だ

か
ら
。」（III.7, 3

）

永
遠
に
お
い
て
は
、
何
一
つ
過
ぎ
去
る
こ
と
も
、
未
来
に
お
い
て
初
め
て
到
来
す
る
も
の
も
な
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
永
遠

を
こ
の
よ
う
な
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時
間
と
の
対
比
で
論
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
生
命
」（
ゾ
ー
エ
ー
）
と
し
て
も
描
き
出

し
て
い
く
。
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「
有
る
も
の
に
宿
る
（
生
命
）、「
あ
る
」
に
お
け
る
（
生
命
）、
全
体
が
一
緒
に
あ
り
、
充
実
し
て
い
て
、
い
か
な
る
方
向
へ
も
延
長
を
欠

く
生
命
、
こ
れ
こ
そ
が
我
々
の
求
め
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
永
遠
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（III.7, 3

）

永
遠
は
叡
知
的
な
世
界
に
お
け
る
「
生
命
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
永
遠
は
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
神
的
な
知
性
へ
と
補
足
的
に
加
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
存
在
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
永
遠
性
を
実
体
的
に
捉
え
る
と
、
そ
れ
は
生

命
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
永
遠
に
か
ん
す
る
よ
り
最
終
的
な
定
義
で
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
永
遠
と
は
す
で
に
全
体
的

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
無
限
の
生
」（III.7, 5

）
で
あ
り
、「
自
己
の
実
有
あ
る
い
は
生
に
よ
っ
て
あ
る
」（III.7, 6

）
も
の
だ
と
、
永
遠
と
生
命

と
の
同
一
性
に
繰
り
か
え
し
言
及
す
る
だ
ろ
う
。

重
要
な
こ
と
は
、
永
遠
が
一
つ
の
生
命
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
似
姿
と
し
て
生
ま
れ
る
時
間
も
一
つ
の
生
命
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
時
間
論
が
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
議
論
の
骨
格
を
受
け
つ
ぎ
つ
つ
も
、
よ
り
独
自
な
も
の
と
な
る
理
由
は
、
そ
れ
が
一
種
の
生
命
論

と
し
て
語
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
時
間
と
は
叡
知
界
そ
の
も
の
で
あ
る
永
遠
の
生
命
が
、
こ
の
感
性
的
な
世
界
へ
と
降
下
し
た
姿

で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
い
え
ば
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
永
遠
・
時
間
論
」
は
、
そ
の
ま
ま
叡
知
界
か
ら
の
魂
の
降
下
の

話
と
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
永
遠
を
定
義
し
た
あ
と
に
、
時
間
を
問
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
も
「
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
か
ら
時
間
の
探
求

と
時
間
と
へ
向
か
っ
て
降
り
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」（III.7, 7

）
と
、
ふ
た
た
び
「
降
下
」
の
局
面
に
わ
た
し
た
ち
の
注
意
を
促
す
の
で
あ

る
。プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
時
間
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
主
に
論
敵
と
す
る
の
は
、
時
間
を
「
動
き
」
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
で
あ
る
。
特
に
そ
こ
で
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想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
じ
た
よ
う
な
、
時
間
を
動
き
の
数
と
み
な
す
見
解
で
あ
る
。
だ
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
と
っ

て
、
時
間
は
も
は
や
運
動
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
天
球
の
運
動
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
時
間
を
も
の
の
動
き
あ

る
い
は
そ
の
数
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
世
界
が
存
在
し
、
そ
の
前
提
の
上
で
世
界
と
の
ア
ポ
ス
テ
オ
リ
な
経
験
の
上
か
ら
時
間
を
定
義

す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
彼
に
と
っ
て
の
時
間
と
は
、
む
し
ろ
世
界
の
成
立
に
先
立
つ
も
の
、
あ
る
い
は
世
界
そ
の
も
の
を
現
出
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、「
永
遠
」
か
ら
の
「
時
間
」
の
出
来
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
の
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

過
去
の
説
を
批
判
し
た
あ
と
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
時
間
が
何
で
あ
る
と
信
じ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
述
べ
る
」
と
宣
言
す
る
（III.7, 

10

）。
彼
の
時
間
論
で
最
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
時
間
を
生
み
出
す
の
は
、
永
遠
の
叡
知
界
か
ら
降
下
し
た
魂
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
永
遠
が
不
死
な
る
生
命
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
間
と
は
そ
の
生
命
体
が
降
下
し
た
魂
そ
の
も
の
な
の
だ
。
時
間
は
、
単
に
時
計
に

よ
っ
て
測
ら
れ
る
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
で
は
も
は
や
な
い
。
そ
れ
は
、
永
遠
な
る
世
界
を
本
来
の
住
処
と
す
る
魂
が
、
そ
の
自
ら
の
欲
求

に
し
た
が
っ
て
垂
直
的
に
落
下
す
る
過
程
で
生
み
出
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
魂
に
よ
る
時
間
の
創
出
を
最
も
端
的
に
示
す
の
は
、
魂
自
体
が
「
自
己
を
時
間
化
（
ク
ロ
ノ
オ
ー
）」（III.7, 11

）
す
る
こ
と

で
そ
れ
が
成
立
す
る
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
語
る
場
面
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
時
間
は
世
界
の
制
作
者
で
あ
る
知
性
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
永
遠
的
な
も
の
の
似
像
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
と
っ
て
は
、
時
間
は
単
に
永
遠
の
似
像
と
し
て
制
作
さ
れ
た
の
で
は

な
い
。
落
ち
着
き
の
な
い
魂
が
、
自
己
を
時
間
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
時
間
的
な
も
の
と
し
て
現
世
へ
と
生
み
だ
す
の
で
あ
る
。
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
は
、
魂
が
「
余
計
な
こ
と
の
好
き
な
本
性
」
と
し
て
あ
り
、「
現
に
あ
る
よ
り
も
も
っ
と
多
く
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
望
ん
」
だ

こ
と
で
、
時
間
も
こ
の
現
世
の
運
動
の
な
か
へ
と
生
み
落
と
さ
れ
た
と
い
う
（III.7, 11

）。
魂
に
は
「
落
ち
着
き
の
な
い
一
つ
の
能
力
」（
同

右
）
が
存
在
す
る
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
魂
が
自
ら
の
欲
求
、
力
に
よ
っ
て
叡
知
的
な
世
界
か
ら
離
脱
あ
る
い
は
降
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下
す
る
局
面
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
垂
直
的
な
降
下
の
過
程
で
、
魂
が
時
間
と
、
人
間
も
含
む
時
間
的
な
諸
存
在
を
生
み
出
す
こ
と
な
の
で
あ

る
。
プ
ラ
ト
ン
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
議
論
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
プ
ラ
ト
ン
で
は
、
時
間
は
合
理
的
な
意
図
…
…
で
あ
り
、
非
合
理
な
形
で
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に
あ
っ
た
空
間
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
空
間
に
規
則
正
し
い
運
動
を
与
え
て
、
存
在
の
合
理
性
に
与
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
は
、
時
間

は
そ
れ
自
体
が
非
合
理
的
な
起
源
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
落
ち
着
か
な
い
、
中
心
か
ら
の
離
脱
を
求
め
る
原
理
の
「
向
こ
う
見
ず
」

（
ト
ル
マ
）
が
生
み
出
す
産
物
で
あ
る
。」（『
グ
ノ
ー
シ
ス
と
古
代
末
期
の
精
神
（
第
二
部
）』、
三
八
四
頁
）

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
、
時
間
を
生
み
出
す
の
は
魂
の
落
ち
着
き
の
な
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
本
性
ゆ
え
に
多
様
な
も
の
を
不
断
に
生

み
出
し
て
い
く
。
ヨ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
時
間
論
の
決
定
的
な
転
回
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
無
限
の
一
連
の
変
化
に
向
か
っ
て
限
り
な
く

開
放
さ
れ
た
地
平
と
い
う
本
質
的
に
非
古
典
古
代
的
な
概
念
が
、
史
上
初
め
て
姿
を
示
し
始
め
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
近
代
の
非
合
理
的
な

時
間
と
力
の
概
念
に
他
な
ら
な
い
」（
同
上
）
と
も
彼
は
い
う
。
魂
は
、
一
者
に
由
来
す
る
叡
知
界
か
ら
出
来
し
、
そ
し
て
そ
こ
へ
と
回
帰
し

よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
魂
が
こ
の
世
へ
と
到
来
す
る
の
は
、
分
裂
的
な
欲
求
あ
る
い
は
意
志
の
結
果
で
し
か
な
い
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

は
、
こ
の
不
合
理
な
力
が
永
遠
的
な
現
在
か
ら
の
時
間
の
出
来
の
原
因
と
も
語
っ
た
。
こ
う
し
て
時
間
論
、
生
命
論
、
そ
し
て
そ
れ
を
貫
く

「
力
」
の
観
念
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
体
系
の
中
で
は
一
つ
の
枠
組
み
で
論
じ
ら
れ
る
の
だ
。

『
パ
イ
ド
ン
』
や
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
お
け
る
魂
の
肉
体
か
ら
の
離
脱
の
肯
定
と
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
け
る
現
世
あ
る
い
は
そ
こ
に
内
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在
す
る
こ
と
の
肯
定
、
こ
の
二
つ
の
肯
定
は
明
ら
か
に
真
逆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
。
そ
の
二
つ
を
受
け
取
っ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思

想
に
は
、
形
式
上
の
骨
格
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
超
越
的
な
始
原
か
ら
の
流
出
と
そ
こ
へ
の
回
帰
と
い
う
二
つ
の
逆
の
ベ
ク
ト
ル
の
運
動

が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
骨
格
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
界
の
成
立
の
端
緒
を
彼
が
繰
り
か
え
し

問
題
と
し
た
こ
と
の
意
味
を
見
逃
し
て
し
て
し
ま
う
。
魂
が
現
世
へ
と
降
下
し
て
く
る
、
そ
の
理
由
は
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
「
翼
の
喪
失
」

と
い
う
単
な
る
事
故
で
し
か
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
る
派
遣
と
い
う
摂
理
的
な
配
慮
の
帰
結
で
し
か
な
っ
た
。
い
ず
れ
に

し
ろ
、
降
下
し
て
く
る
魂
に
と
っ
て
は
受
動
的
な
事
態
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
そ
の
降
下
を
一
つ
の
〈
問
題
〉
と
し
て

受
け
と
め
た
う
え
で
、
そ
の
理
由
を
魂
の
自
発
的
な
欲
求
に
求
め
た
。

人
間
は
な
ぜ
善
な
る
世
界
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
、
す
な
わ
ち
悪
の
方
向
へ
の
抗
い
難
い
欲
求
、
意
志
を
も
っ
て
し

ま
う
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
は
決
し
て
提
起
さ
れ
な
い
類
の
問
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
欲
求
の
存
在
は
、
私
た
ち
の
精
神
を

―
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
を
用
い
れ
ば

―
常
に
「
不
安
」（inquietum

）
な
状

態
へ
と
堕
と
し
込
む
だ
ろ
う
。
不
死
な
る
魂
の
教
説
を
受
け
取
っ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
そ
れ
を
起
点
と
し
つ
つ
も
結
果
的
に
は
私
た
ち
の
魂

に
備
わ
る
不
合
理
な
力
、
そ
し
て
魂
の
不
安
さ
に
た
い
し
て
、
お
そ
ら
く
哲
学
史
上
は
じ
め
て
、
明
確
な
形
而
上
学
的
輪
郭
を
与
え
た
の
で
あ

る
。※ 

本
稿
は
、『
白
山
哲
学
（
東
洋
大
学
哲
学
科
紀
要
）』（
二
〇
一
九
・
二
〇
二
〇
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
論
文
の
続
編
に
あ
た
る
。
ま

た
、
今
年
度
の
同
紀
要
に
は
「
第
四
回
」
と
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
か
ん
す
る
同
種
の
論
考
が
掲
載
予
定
で
あ
る
。
本
稿
を
書
き
あ

げ
る
段
階
で
、
何
名
か
の
専
門
家
の
方
か
ら
ご
教
示
を
受
け
た
。
内
容
の
稚
拙
さ
ゆ
え
に
、
そ
の
方
々
の
お
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
差
し
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控
え
る
が
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

主
な
引
用
・
参
考
文
献

 

・ 『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
（
全
四
巻
・
別
巻
一
）（
田
中
美
知
太
郎
監
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
〜
八
八
年
）﹇
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
の
全
邦

訳
。
各
論
攷
の
は
じ
め
に
詳
細
な
要
約
お
よ
び
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。﹈

 

・Plotinus, The Enneads, ed. Lloyd P. G
erson (C

am
bridge, 2018).

﹇
今
後
定
番
に
な
る
だ
ろ
う
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
全
編
の
最
新
英
語
訳
﹈

 

・ 『
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
水
地
宗
明
・
山
口
義
久
・
堀
江
聡
（
編
）、
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
四
年
）。﹇
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
起
点
と
す
る

「
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
の
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
思
想
的
展
開
を
総
覧
す
る
、
教
育
的
で
あ
り
な
が
ら
も
意
欲
的
な
論
集
﹈

 

・ A
. G

. Long (ed.), Im
m

ortality in Ancient Philosophy (C
am

bridge, 2021).

﹇
古
代
の
主
要
な
哲
学
者
に
お
け
る
魂
の
不
死
性
の
議
論
を
扱
っ
た
論
集
。

G
erson

に
よ
る
論
文
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
：
不
死
性
と
人
格
的
同
一
性
の
問
題
」（Plotinus on Im

m
ortality and the Problem

 of Personal Identity

）
を
含

む
。﹈

 

・D
om

inic J. O
’M

eara, Plotinus: An Introduction to the Enneads (O
xford, 1993).

﹇
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
の
全
体
像
に
か
ん
す
る
簡
潔
な
入
門
書
﹈

 

・ 

西
村
洋
平
『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
魂
論
の
構
造
と
諸
問
題
』（
慶
應
義
塾
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
四
年
）。﹇
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
魂
論
を
包
括
的
に
論
じ
た
博

士
論
文
。
今
回
の
拙
稿
の
出
発
点
と
な
っ
た
。
書
籍
化
が
待
た
れ
る
。﹈

 

・ 

堀
江
聡
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
第
六
論
攷
「
魂
の
肉
体
へ
の
降
下
に
つ
い
て
」」（『
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
研
究
』
第
十
一
号
、
二
〇
一
二
年
）。﹇
本
稿
で
取
り
上
げ

た
論
攷
の
新
た
な
邦
訳
と
、
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。﹈

 

・ 

ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
『
グ
ノ
ー
シ
ス
と
古
代
末
期
の
精
神
（
全
二
部
）』（
大
貫
隆
訳
、
ぷ
ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
五
年
）。﹇
特
に
そ
の
第
二
部
第
六
章
か
ら
は
、

今
回
の
論
考
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
最
も
啓
発
を
受
け
た
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
力
」
の
哲
学
の
先
駆
者
と
し
て
も
描
い
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。﹈
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・ 

井
筒
俊
彦
『
神
秘
哲
学
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）。﹇
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
延
長
上
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
神
秘
哲
学
」
が
置
か

れ
る
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
魂
の
「
下
降
面
」
を
形
而
上
学
化
し
た
こ
と
で
、
前
二
者
と
は
異
な
る
境
地
を
示
す
に
至
っ
た
こ
と
を
、
井
筒
は
的
確
に
指

摘
し
て
い
る
。﹈

 

・ 

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』（
西
谷
修
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。﹇
非
人
称
の
「
あ
る
」
か
ら
「
実
存
者
」
が
生
ま
れ
る
事
態

を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
実
詞
化
」（
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
）
と
呼
ん
だ
。
こ
の
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
ヒ
ュ
ポ
ス
タ
シ
ス
」
に
由
来
す
る
。
こ

の
言
葉
の
使
用
か
ら
も
、
訳
注
（
二
◯
四
頁
以
下
）
で
西
谷
が
述
べ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
。
西
谷
は
本
稿
で
も
取
り
上

げ
た
「
三
つ
の
原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
」
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
が
、
む
し
ろ
「
永
遠
と
時
間
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
魂
の
降
下
と
時
間
化
の
話
の
方

が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
と
よ
り
密
接
な
連
関
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。﹈

 

・
檜
垣
立
哉
『
西
田
幾
多
郎
の
生
命
哲
学
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）。

 

・ 

檜
垣
立
哉
『
日
本
哲
学
原
論
序
説　

拡
散
す
る
京
都
学
派
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
五
年
）。﹇
生
命
と
時
間
、
そ
の
二
つ
と
形
而
上
学
的
思
考
と
の
結
び
つ

き
を
、
檜
垣
は
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
注
視
し
て
き
た
。
西
田
哲
学
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
、「
西
田
が
論
じ
た
い
の
は
、「
永
遠
」
と
い
う
、
そ
れ

自
身
は
「
絶
対
無
」
的
な
領
域
に
む
す
び
つ
く
位
相
を
、「
い
ま
・
こ
こ
」
と
い
う
水
平
的
な
位
相
の
中
に
「
非
連
続
の
連
続
」
と
し
て
く
み
こ
み
、
そ
こ

で
自
覚
的
な
自
己
限
定
の
働
き
を
解
明
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
﹈（
二
十
二
頁
）
と
彼
は
記
す
。
西
田
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
は
、
永
遠
の
時
間
的
な
縮
減
と

そ
れ
を
担
う
主
体
を
め
ぐ
っ
て
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。﹈
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