
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

ベ
ル
グ

ソ

ン
哲
学

に
お
け
る
持

続
と
直
観

平

井

にナ

男

は

じ

め

に

我

々
は
前
稿

「
哲
学
、
科
学
、
形
而
上
学
」

(
大
手
前
女
子
大
学
論
集
第

9
号
)

に
お
い
て
、
哲
学
と
科
学

の
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
科
学
が
論

　

　

　

　

　

理
整
合
性
と
検
証
理
論
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

哲
学
は
所
謂

「
検
証
理
論
」

を
は
み
出
る
も
の
、

即
ち
価
値

の
問
題
を
取
り
扱
う

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
現
代
分
析
哲
学
は
、
事
実
と
価
値
、
認
識
と
価
値
判
断
を
鋭
く
分
離
す
る
。

言

い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間

の
心
理
過
程
の
中

で
、

知
覚

(℃
臼
8
9

0
コ
)
と
感
情

(h①①
一ぎ
σq
い
o
ヨ
9
0
コ
)

を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
分
離
す
る
だ
け
な
ら
ま
だ
よ
い
で
あ
ろ
う
。

現
代
分
析
哲
学
は
、

こ
う
し
て
知
覚
と
感
情
を
分
離
し
た

　

上
で
、
感
情
の
問
題
は
学
に
は
な
り
得
な
い
と
切
り
捨
て
る
の
で
あ

る
。
学
は
事
実

の
み
を
取
り
扱
う
。
価
値
の
問
題
は
結
局
感
情
の
問
題
で
あ
り
、
感
情

の
問
題
は
好

　

み
や
趣
味
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
は
議
論

の
対
象
、
即
ち
学

に
は
な
り
得
な
い
と
彼
ら
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
我

々
は
前
稿
に
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
現
代
分
析
哲
学

　

の
見
解
を
批
判
し
、
価
値
の
問
題
を
学

一
般
か
ら
し
め
出
す
の
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
人
間
の
行
動
を
理
解
す
る
際
、
我

々
は
知
覚
や
認
識
と
同
時
に
入
間

の
感
情
を
無
視
し
得
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
。
価
値
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
感
情
と
理
性
と
は
、

フ
ロ
イ
ト
が
言
う
所
の
快
楽
原
則

と
現
実
原
則
の
よ
う
に
、
互
い
に
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
矛
盾
葛
藤
し
な
が
ら
、
我

々
の
行
為
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

我

々
は
以
上

こ
の
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
今
回
は
科
学
と
哲
学
に

つ
い
て
独
自
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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コ

　

ベ
ル
グ

ソ
ン
は
哲
学
と
科
学

の
関
係
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
哲
学
と
科
学
と
は
そ
の
扱
う
対
象
に
お
い
て
も
、
ま
た
方
法
に
お
い
て
も
異
る

二
つ
の
学



問

分
野

で
あ

る
。
哲
学

と
科
学

と
を

混
同
す

る

こ
と

な
く

、
戴

然

と
区
別

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

ベ

ル
グ

ソ

ン
は
哲
学

と
科
学

を
俊

別
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
両

者

を

両

立

せ
し

め
よ

う
と

し
た

の
で
あ

る
。

こ
の
主
張

の
中

に

は

ベ

ル
グ

ソ

ニ
ス

ム
の

二
元
論

的
性
格

が
集
約

的

に
表
わ

れ
て

い
る
。

　

　

　

　

　

　

ま
ず
、
哲

学

と
科
学

の
対
象

の
相

違
と

は
何

か
。

そ

れ

は
彼

の
存
在
論

に
根

拠
を
持

っ
て
い
る
。

ベ

ル
グ

ソ

ン
は
言

う
。
哲
学

の
扱

う
対
象

は
、
自

我

で
あ
り
、

意
識

る

　

　

　

で
あ
り
、
生
命
で
あ
る
。
彼

の
用
語
を
用

い
れ
ば
、
哲
学

の
対
象
は
《
持
続
》

(含
み
①
)
で
あ
る
。

そ
し
て
科
学

の
対
象
は
生
命
な
き
物
質
、

彼
に
い
わ
す
れ
ば
、
歴

　

　

史
を
持
た
ず
、
持
続
も
し
な
い
、
単
に
反
復
を
繰
返
す
《
物
質
》

(

　ノ

H=
曽
ご
①「
①
)

で
あ
る
。

哲
学
と
科
学
は
《
持
続
》
と
《
物
質
》
と
い
う
取
り
扱
う

べ
き
対
象
に
よ

っ

て
異
な
る
。
《
持
続
》
と
《
物
質
》
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
存
在
論
に
お
け
る
相
対
肱
す
る
二
実
在

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

　

　

　

さ

て
、
対

象

の
相
違

は
そ

の
扱

う
方

法

の
相

違
を

も
た

ら

す
。

彼

は

い
う
。

持
続

を
把
握

す

べ
き
哲
学

は
、
《
直

観
》

(
凶コ
ε
三
〇
=
)

を
そ

の
方
法

と
す

る
。

ま

た
、

　

　

物
質
を
研
究
す
る
科
学
は
、
方
法
と
し

て
《
知
性
》

(
一三
Φ
=
ひq
Ω
目
①
)
を
用
い
る
。

哲
学
と
科
学
は
《
直
観
》
と
《
知
性
》
と
い
う
用

い
る

べ
き
認
識
能
力

に
お
い
て
も

異
な
る
の
で
あ
る
。
《
直
観
》
と
は
何

で
あ
り
、
《
知
性
》
と
は
何

で
あ
る
か
。

こ
の
事
に

つ
い
て
は
後

に
く
わ
し
く
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
し
当
り
、
我

々
は

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
反
主
知
主
義
的
傾
向
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
哲
学
の
固
有

の
領
域
と
し
て
、
人
間
の
心
理
的
現
象
、
さ
ら
に
は
生
命
現
象

一
般
を
措
定
す
る
。
そ
う
し
て
、

こ
れ
ら
の
現
象
を
把
握
す
る
に
は
《
直

観
》
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
心
理
現
象
や
生
命
現
象
を
扱
う
個
別
科
学
と
し
て
は
、

心
理
学
や
生
物
学
、
医
学
、
生
理
学
等
々
の
諸
学
科

が
存

在
す
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
い
え
ど
も

こ
れ
ら

の
実
証
科
学

の
成
果
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、

意
識
や
生
命
は
哲
学

の

　

コ

　

　

　

固

有

の
対
象

で
あ
る
と
主
張

す

る

の
で
あ
る
。
彼

の
説
く

所

に
よ

る
と
、
哲
学

は
意

識
、
生
命

に
関

し

て

は

「
経
験

の
領
域

に
侵

入

し
」

(国
お

一)°
ド
㊤
㊤
)

原

理
問

題
だ

け

で
な
く

、
事
実
問

題

に

つ
い
て
も
発
言

し
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
は

一
体

何
故

な

の
か

?

そ

れ
は
、

科
学

の
用

い
る
知
性

が
意
識

や
生
命

現
象

を

と
ら

え
る

こ
と
が

で
き
な

い
と
彼

が
考

え

て
い

た
か
ら

で
あ

る
。

彼
は
言

っ
て
い
る
。

「
科
学

は
純
粋

知
性

の

す

る
わ
ざ

で
あ

る
。
」

(国
・O

O
」
㊤
①
)

そ
し

て
、

知
性

と

は
行

動

の
道
具

で
あ

る
。

知

性
は
事
物

に
対

す

る
我

々
の
行
動
を
準

備
し
、

未
来

を
予

見
す

る

こ
と
を
目

的

と

す
る
。

「
科

学

の
役
割

り

は
予
見

す
る

こ
と
な

の

で
あ

る
。
」

(勺
・ζ

P

ω
)

と

こ
ろ

で
、

我

々
の
行

動
が
最

も
都
合

よ
く

及

ぶ

の
は

固

定
し

た
、
動

か
な

い
点

に
対

し

て
で
あ

る
。

そ
れ

故
、

知
性

は
行

動

の
必

要
上
、
常

に
固

定
点

、
不

動
を
求

め
る
。

現
実

世
界

の
ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク
な

生
成

、
流

転
、
変

化
、

運
動

の
中

に
知
性

は
固

定

す
る
点
を

求

め

る
。

そ
し

て
変

化

や
運

動
を

分
解

し
、

不
動

な
状
態

と
状
態

の

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

一29



ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

並
置
に
環
元
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
始
め
て
知
性
は
現
実
に
働
き
か
け
る
支
点
を
手

に
入
れ
る
の
だ
。

「
知
性
が
無
機
の
物
質
を
前
に
す
る
時
、
と
く
に
気
楽

に
感

じ
る
」

(国
・0
,
H
8
)

と
い
わ
れ
る
の
は
、
無
機
物
質
の
運
動
が
予
見
可
能

で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
行
動
の
手
掛
か
り
を
容
易
に
与
え
て
く
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

「
知

性
は
物
質
に
調
子
を
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(国
・O

b
°
ド
零
)

さ
て
、
知
性
の
以
上
の
よ
う
な
性
格
は
、

ベ
ル
グ

ソ
ン
の
立
場
か
ら
は
否
定
的
な
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
彼
に
と

っ
て
真
の
実
在
と
は
不

動
で
は
な
く
て
、
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
知
性
は
こ
の
運
動
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
性
は
意
識
や
生
命
を
前

に
し
て
は
無
力
で
あ
る
。
意
識
や
生
命
は
彼
が

《
持
続
》
と
い
う
言
葉
で
呼

ぶ
と
こ
ろ
の
運
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
知
性
は
こ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
性
を
重
視
し
て
き
た
従
来

の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
明
は

い
ま
や
行
き
詰

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
知
性
と
い
う
も
の
が
真
の
実
在
を
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
付
か
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
真

の
実
在
は
《
持
続
》

で
あ
る
。
こ

れ
を
と
ら
え
る
に
は
知
性
を
越
え
た
別
の
能
力
、
即
ち
直
観
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
。

哲
学
と
科
学
の
こ
の
戴
然
た
る
二
分
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
我

々
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
存
在
論
と
認
識
論
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
持
続
と
直
観
に
光
を

あ
て
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

2

さ
て
、
我
々
は
ベ
ル
グ

ソ
ン
哲
学

の
中
心
概
念
で
あ
る
《
持
続
》
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
ょ
う
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
が
真

の
実
在
と
言
い
、
哲
学

の
固
有

の
対
象
だ
と
い
う

《
持
続
》
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。

ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
《
持
続
》

の
観
念
が
得
ら
れ
た
の
は
、
我

々
の
直
接
的
な
内
的
意
識
の
研
究
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

ベ
ル
グ

ソ
ン
哲

　

　

学

の
出
発
点
は
自
我

の
探
求

で
あ

っ
た
。
自
己
と
は
何
か
?

と
い
う
問
い
が
ベ
ル
グ

ソ
ン
哲
学

の
導
き
の
糸

で
あ
る
。
《
持
続
》

の
観
念
が
こ
の
問

い
の
彼
な
り
の
答

と
し
て
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

我
々
の
内
的
意
識
は
時
間
と
と
も

に
変
化
し
、

流
動
し
な
が
ら
、

し
か
も
全
体
と
し
て
み
れ
ば

一
人
の
人
格
と
し
て
統

一
さ
れ
、

自
己
同

一
性
を
保
持
し
て
い
る
。

《
持
続
》
と
い
う
の
は
こ
の

「
変
化
」
と

「
自
己
同

一
性
」
と
い
う
相
矛
盾
す
る
性
格
の
両
立
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
己
と
は
何
か
?
と
問
う
て
、
自
己
と

は
《
持
続
》

で
あ
る
。
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
答
え
る
。

「
こ
の
持
続
は
、
科
学
が
そ
れ
を
除
去
し
、
思
惟
す
る

こ
と
も
、
表
現
す
る
こ
と
も
困
難

で
あ
る
が
、
我

々
は
そ
れ

一30一



を
感

じ
、

そ
れ
を
生

き
る

の
で
あ

る
」

(勺
・ζ

p

戯
)
哲

学

は

こ
の
思
惟

も
表

現
も
困
難

な
持

続

を
、
直

観

の
努
力

に

よ

っ
て
体

得
し
、

つ
か

み
な

お
す

こ
と

で
あ
る
。

　

じ

ロ

コ

さ

て
、
我

々
に
最
も

「
直
接
的

に
与

え
ら

れ
た
も

の
」
即

ち
、
我

々
の
自
我

と
は
何

か
?

普

通
、
我

々
は
時
間

の
経

過

と
共
に
様

々
な

意
識
状

態
を

通
過

す
る

と

い
わ

れ

る
。

我

々
は
時
と

共
に
、
笑

っ
た
り
、

話
し

た
り
、
食

べ
た
り
、
歩

い
た
り

、
悲

し
ん

だ
り

す
る
。

こ
れ

を
心
理
学

者
は
、

笑
う
状

態
↓

話
す
状

態

…
↓

悲
し
む
状

態

と

い
う
風

に
、

我

々
の
意
識

を
多
様

な
諸
状

態

の
集
合

と

す

る
。

そ
し

て
、

そ

の
際

の
状
態

そ

れ
自
体

を

不

動
な
も

の
と
考

え
る
。
も

し
、

そ

の
状

態

が
変
化

す
る

な
ら

ば
、

そ
れ
を

さ
ら

に
細

分
し
、

遂

に
は
不
動

と
考

え
ら
れ

る
も

の
に
行

き

つ
く
。

そ

れ
が
、
科

学

の
や
り
方

で
あ

り
、

知
性

の
方
法

で
あ

る
、
と

ベ

ル
グ

ソ

ン
は
言
う

の

で
あ

る
。

い
ず

れ

に
し
て
も
、

心

理
学

は
意

識
を

不
動

と

見
な

さ
れ

る
最

小
単

位

の
集
合

に
環

元
せ
ざ

る

を
得

な

い
。

そ
し

て

ベ

ル
グ

ソ

ン
は

こ
の
よ

う
な
意

識

の
原

子

　

　

論
的

見
方

に
異
議

を
申

し
立

て
る

の
だ
。
彼

に

い
わ
す
れ

ば

、
意
識

の
状

態
と

い
う
も

の

は
あ
り
得

な

い
。

我

々
の
意
識

は
、

そ
れ

が
感
覚

、
感
情

、
意

欲
、
表

象
等

の

ゆ

　

い
ず

れ

で
あ

っ
て
も
、

そ
れ
自

体

が

一
瞬
ご

と

に
変

化
す

る
。

そ

こ
に
不
動
と

い
う
も

の

は
存
在

し
な

い
。

心
理

学
者

が
、
意
識

の
状

態

と
呼

ぶ
も

の

は
、

社
会

生
活

の

便
宜

上
、
言
語

の
習
慣

に
従

っ
て
作

っ
た

人
エ
的

な
観
点

に
す
ぎ

な

い
。

そ
れ

は
動
体

に
対

す

る
い
わ
ば

ス
ナ

ッ
プ

写
真

の

よ
う
な
も

の

に
す
ぎ
な

い
。

「
真
相

は
、

人

は
休

み
な
く
変

っ
て
お
り

、
状

態

そ
の
も

の
が
も

と
も
と

変
化

な
の

で
あ

る
。
」

(国
・O

戸

卜。
)

変

化

は
連
続

的

で
あ
り
、

不
可
分

で
あ

る
。

持

続

と

は
ま
ず
第

一
に
、

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

決
し

て
分
割
さ

れ
な

い
連
続

的
変

化

を
意
味

す
る
。

持
続

は
不
可
分

な
流

動

で
あ

り
、
決

し

て
途
切

れ

な

い

の
だ

か
ら
、

そ

の
限

り

に
お

い
て
、

一
っ
の
も

の
で
あ

る
。

　

　

　

　

　

即
ち
、
持

続
は

一
性
お

よ
び
自

己
同

一
性
を
も

つ
の
で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

他
方
、

意
識

は
時

と
共

に
変
化

す

る

の
で
あ

る
か

ら
、

そ
の
意
味

で
多
様

性
を
も

つ
と
も

い
わ
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。
意
識

は

一
で
あ

る

と
同

時

に
多

で
あ

る
と

い
わ

ね
ば

な
ら

な

い
Q

即
ち
、
持

続

と
は
変

動
性

(ヨ
o
げ
津
ひ
)

と

同

一
性

(
匡
①
コ
葺

σ
)
、

多

様
性

(ヨ
三
α
o
膏

ま

)
と
統

一
性

(二
三
み
)
、

異
質

性

(ゴ
警
吟
。
幕

葺

か
)

と
連

　

　

　

続
性

(8
コ
辞凶コ
=
羅

)

を
同
時

に
表
現

す

る
独

特

の
観

念

な

の
で
あ

る
。

さ
て
、

こ

こ
で
注
意

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
の
は
、
意

識
が
多
様

で
あ

る
と

い
う

と
き
、

そ
れ
は
時

間

的

な
意
味

で

の
多
様

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
多

様
性

と

い
う

観

念

に
は

二
つ
の
意
味

が
あ

る
。
空

間

的
な
変
様

性

と
時
間

的
な
多
様

性
。

我

々
は

こ
の
両
者

を
混

同
し

て
使

っ
て
お
り
、

そ

こ
か
ら
哲
学

上

の
様

々
な

ア
ポ

リ

ア
が
現

出

す

る
、
と

ベ

ル
グ

ソ
ン
は
い
う

の

で
あ

る
。

「
時
間

と
空

間

を
混
同

す

る

こ
と

な
く

、

き

っ
ぱ

り

と
俊

別

せ

よ
」

と

い
う

の
が

ベ

ル
グ

ソ

ン
哲
学

の
標

語

で
あ

る
。

意
識

　

　

　

　

ロ

は
時
間
の
範
疇
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
空
間
的
に
考
え
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ

る
。
意
識

の
多
様
と
は
質
的
な
多
様

で
あ
る
が
、

こ
の
質
的
な
多
様
性
は
相
互
に
浸

　

　

　

　

　

　

透
し
合

い
、

一
つ
に
統

一
さ
れ
て
あ
る
多
様
で
あ

る
。
時
間
的
な
多
様
と
空
間
的
多
様
の
相
違
点
は
質
と
量

の
相
違
で

あ
る
が
、

そ
の

メ
ル
ク

マ
ー

ル
は

《
相
互
浸
透

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観
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ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

性
》

(
巨

①「
幕
幕
窪
筈

凶洋
ひ
)

の
有
無

に
あ

る
。

空
間

と

は
何

か
?

そ
れ

は
、

ベ

ル
グ

ソ
ン
に

い
わ
す

れ
ば

《

等
質
的

境
域
》

(巳

冨

=
げ
oヨ
o
ひq
曾
①
)

で
あ

る
。

空

間
的
多
様

と
は

こ
の
等
質
的

境
域

に
隔

て
ら

れ

た
個

々
の
物
体

が
、

明
確

な
輪
廓

を
保

ち

つ
つ
、
相

互

に
浸

透
す

る

こ
と

な
く
、

互

い
に
独

立
し

て
並
在

し

て
い
る
と

い
う
意
味

で
あ

る
。

そ

の
多
様

性

に
は
時

間
的
多

様

性

の
よ
う
な
《

持
続
》

が

な

い
。
空

間
は
個

々
の
物
体

を

へ
だ

て
る
。

そ

こ
に
は
《

相

互
浸

透
性

》

は
存

在

し
な

い
。

ベ

ル
グ

ソ

ン
は
言

っ
て

い
る
。

「
空
間

と

は
、

幾

つ
か

の
同

一
か

つ
同
時

の
感

覚
を
互

い
に
区
別

す
る

よ
う

に
す

る
も

の
な

の
だ
。

だ
か

ら
、

そ
れ
は
、
質

的

区
別

の
原
理
以
外

の
区
別
原

理

で
あ

り
、
従

っ
て
そ
れ
は

性

質

の
な

い

一
つ
の
実
在
な

の
で
あ

る
。
」

(H
)・H
O
°
刈
O
～
刈
H
)

他
方
、

意
識

が
多

様
だ
と

い
う
場
合

、

こ
れ
と
は
事
情

が

異

る
。
意

識

の
多
様

性

の
中
に
、
我

々
は
質

的

に
異

っ
た
諸
状
態

を
認
め

る
。

我

々
は
笑

っ
た
り
、
話

し
た

り
、

悲
し

ん
だ
り
す

る
。

し

か
し
、

こ
れ
ら
意

識

の
状
態

と

い
わ

れ
る
も

の
は
何

に
よ

っ
て
隔

て
ら

れ

て

い
る

の
か
?

い
ま
、
私

の
前

に
あ

る
イ

ン
ク
壷

と

ペ

ン
が

互

　

　

　

　

い
に

へ
だ

た

っ
て

い
る
と

い
う
時
、
事

は
明
白

で
あ
る
。

即

ち
、

イ

ン
ク
壷
と

ペ

ン
は

そ
の
場
所

に

よ

っ
て
、
言

い
換

え
れ
ば

、
空
間

に
よ

っ
て

へ
だ

て
ら
れ

て
い

る
。

　

　

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
我
々
の
自
我
の
展
開
で
あ
る
、
笑
う
状
態
と
悲
し
む
状
態
は

「
時
間

に
よ

っ
て
」
区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?

一
応
そ
う
言
え
る
か
も
知

　

　

れ
な
い
。
し
か
し
、
意
識
に
は
記
憶
が
存
在
す
る
。
笑

っ
た
後
に
悲
し
ん
だ
場
合
、
そ
の
悲
し
み
の
中
に
は
先
の
笑
い
の
記
憶
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
の
意
味

で

時
間
的
多
様
性
は
相
互
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ど
の
よ
う
な
意
識
状
態
に
し
ろ
、
そ
の
状
態

の
中
に
は
過
去
の
記
憶
が
す

べ
て
反
映
し
て
い
る
。
《
持
続
》

の
観

念

の
中
核
を
な
す
の
は
《
記
憶
》

(

　

　

∋
①
ヨ
O
只
①
)

に
よ
る
意
識
の
相
互
浸
透
性
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
い

っ
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
心
理
状
態
は
、
そ
れ
が

一
人
の

人
間
に
属
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
も
、
自
我
の
全
体
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
疑

い
得
な
い
。
ど
ん
な
に
単
純
な
感
情

で
も
そ
れ
を
体
験
す
る
入
の
過
去
と
現

在
を
潜
在
的
に
含
ま
な
い
も
の
は
な

い
。

そ
の
人
か
ら
離
れ
て

一
つ
の
《
状
態
》
を
構
成
す
る
の
は
、
抽
象
も
し
く
は
分
析
の
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。
」
(勺
・ζ

p
ド
㊤
O
)

我
々
の
意
識
は
持
続
す
る
。

そ
れ
は
、
各
瞬
間
の
意
識
状
態
に
過
去
の
体
験
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
純
粋
持
続
を
《
状
態
》
の
並
置

に
す
る
こ
と
は
、
時
間
の
本
質
を
空
間
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
屈
折
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
純
粋
持
続
を
純
粋
持
続
と
し
て
直
接
的

に
把
握
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
《
直
観
》

(一コ
ゴ
ヒ
ロ
O
コ
)
す
る
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
普
通
、
言
語
を
介
し
て
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
事
物
を
空
間
的
に
認
知
す
る
こ
と
に
慣
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
自
我

の
探
求
に
お

い
て

も
、
自
我
を
空
間
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
、
自
我
を

二
つ
の
相
に
分
け
て
い
る
。
表
面
的
自
我

(汀

∋
〇
一
ωε

興
h同o
邑
)
或
は
社
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会

的
自
我

(
一①
『昌
〇
一
〇〇〇
〇凶餌
一)
と

い
わ
れ

る
も

の
と
、
実
在

的
自
我

(一①
ヨ
o
同
み
9

ー
具
体

的
自
我

(
δ

ヨ
o
凶
8
嵩
q
象
)

目
根

本
的

自
我

(汀

ヨ
〇
一
♂
己

餌
ヨ
①
三
四
一)

と
呼
ば

れ

る
も

の
の

二
相

に

で
あ

る
。

こ
れ
は

、

フ

ロ
イ

ト

の
意
識

と
無
意

識

の
区
別

に
当

た
る

で
あ

ろ

う
。

我

々
は
通
常
、

自

我
だ
と
考

え

て

い
る

の
は
表

面
的
自
我

で
あ

る
、

と

ベ

ル
グ

ソ

ン
は

い
う
。

そ

れ
は

、
自
我

を
空
間
的

に
表
象

す

る

こ
と
か

ら
現
出

し

て
来

る
。
観

念
連
合

論
者
ら

が
云

々
す
る
自
我

が

そ
れ

で
あ

る
。

し
か
し

、

そ
れ

は
単

な

る
自
我

の
表
面

的

な
観

方

に

す
ぎ

な

い
。

こ
の
表

面
的

自
我

の
背

後

に
は
、
真

の
自

我
、
即

ち
、
純

粋
持
続

と
し

て

の
根
本

的
自
我

が

存
在

す

る
。
哲
学

と

は
、

こ
の
純
粋

持
続

を
と
ら

え
る

こ
と

で
あ

る
、

と
彼

は
い
う
。

《

純
粋

持
続
》

(島
8
①
℃
霞
①
)

と
は
、

絶
え

ず
新
し

い

も

の

の
創

造
を
目

指
す

「
一
つ
の
衝
動
」

(
⊆
コ
①
}∋
℃
巳
。゚ぢ
コ
)

コ

つ
の
飛
躍
L

(二
=
色
塁

)
「
一
つ
の
努

力
」

(二
=

σR
o辱
)

だ
と

い
わ

れ

る
。

我

々
が

直
観

の
努

力

に
よ

っ
て

こ
の
純
粋

持
続

を
把

握

し
、

そ

こ
か

ら
発

し

て
行
為

す

る
時

、

そ

の
行

為
が

「
自

由
な

行
為
」

だ

と

い
わ

れ
る
。

そ
れ
は
、

そ
の
行

為

に

は
自
我

の
深

み
か

ら
出

た
内

的
欲

求
が
す

べ
て
込

め
ら
れ

て
い

る
が
故

に

で
あ
る
。

ベ

ル
グ

ソ

ン
的

見
地

か
ら
す

る
な

ら
ば
、

自
由

と
は
根
本

的
自

我
、
即

ち
純
粋

持
続

の
発

現

で
あ

る
。

「
自
由

な
決
意

が
発
す

る

の
は
心

の
全

体
か

ら

で
あ

る
。

そ
し

て
、
行
為

は

そ
の
結
び

つ
く
動

的
系

列
が
根

本

的
自

我
と

】
致

す

る
傾
向

の
増
す

に
従

っ
て
、

そ
れ
だ

け

一
層
自

由

で
あ

ろ
う
。」

([
)●H
O

°
]-N
α
～
P
bの
①
)

こ
こ
で
、
純
粋

持
続

の
拡

が
り

に
注
意

し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。
純

粋
持
続

は
最
初

、
我

々

の
内
的

意

識

、
即

ち
自
我

で
あ

っ
た
。

次
に

ベ

ル
グ

ソ

ン
の
言
葉

を
借
り

れ
ば

「
人
間

意
識

は
相
互
浸

透
性

が
可
能

で
あ
り

」

「
心

理
的

交
流

の
現
象

が
存
在

す

る
」

(℃
・ζ

O
』

c。
)

の
で
持
続

は
私

の
意
識

か
ら
他
者

の
意
識

へ
と
進

ん

で
ゆ

く
。

さ
ら
に
、

「
生
命

は
心

理
的
な
も

の

で
あ
る
」

(
甲

0

戸

雪

)

と

い
う
彼

の
所

謂
生
命

の
哲
学

の
基

本

ラ
ー

ゼ
か
ら

、
持
続

の
範
囲

は
人
間

意
識

か
ら
、

生
命
全

体

に
お

よ
ぶ
。

最
後

に
無
機

物
質

は
生
命

の
上

行
運

動
に
対

し

て
下
向

運

動
と

い
う
位
置

付
け
を
与

え
ら

れ

、
宇

宙
全
体

が
持

続

の
観

点

か
ら
眺

め
ら
れ

る
。

そ
し

て

「
宇

宙

は
持
続

す

る
」

(国
.∩

P

旨
)

と
断
言

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

即
ち

、

純

粋
持

続

の
観
念
は
、

自

我
↓

人
間
意

識

(
人
類
)

↓
生
命

↓
宇

宙

へ
と
拡
大

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

純
粋
持

続
は
単

に
我

々
の
意
識

の
内

在

的
統

一
力

で
あ

る
は

か
り

で
は
な
く

、

そ
れ
は
生
命

界

の
、

い
や
宇

宙

の
根

源

的
な
統

一
力

と
さ
れ

る
。

そ
れ
故
、

我

々
が

自
我

の
内
奥

に
あ

る
純
粋
持

続

か
ら
行
為

す

る
と

い
う

こ
と

は
、
自
我

の
奥

に
あ

る
宇
宙

の
根

源
的

統

一
力

か
ら

、

愉
声

み

(色
鋤
5
)

を
も

ら

っ
て
行

為

す

る
こ
と

に
他

　

　

ゆ

な
ら

な

い
。

そ
し

て
、

そ
の
行
為

が
自
由

で
あ

る

と
い
う

こ

と
は
、
根

底

に
あ

る
は
ず

み
そ

の
も

の
が
自

由

を
目

指

し

て
い
る
か
ら

に
他

な
ら
な

い
。

宇
宙

の
展

開

の
根

源
的
力

で
あ

る

エ
ラ

ン

・
ヴ

ィ
タ

ル

(ひ
一餌
コ

く
同辞9
一)

は
自

由

な
る
力

な

の
で
あ

る
。

自
己

の
中

に

こ
の

愉
声

み
を

見
出
す

こ
と

こ
そ
が
、

ベ

ル
グ

ソ

ン
流

に
解

し
た
哲

学
す

る

こ
と
な

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
の
自
我

と
宇

宙

の
根

源

に
お

け
る

一
致
の
中

に
、

ベ

ル
グ

ソ

ニ
ス

ム
の
所

謂
神
秘

主
義
が

成
立

す
る

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
東
洋

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観
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ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

的

に
解

せ
ば
、

ア
ー

ト

マ
ン
と
ブ

ラ
ー

フ

マ
ン
の

一
致

で
あ

ろ
う
。

西
田
幾
多
郎

が

ベ

ル
グ

ソ

ン
哲

学

に
魅

せ
ら
れ
た

の
も

故

な
し
と
は

し
な

い
で
あ

ろ
う
。

　

　

コ

さ

て
、

こ
の
根

源
的

な
は
ず

み
は

一
体
ど

こ
か
ら
来

る

の

で
あ

ろ
う

か
?

ベ

ル
グ

ソ

ン
は

こ

こ
で
言

葉

を
曖
昧

に
し
て

い
る
。

そ
れ

は

「
人
間

と

い
お
う
か
、
超

人

と
い
お
う

か
、
と

に
か
く

そ
う
し

た
あ
る
不
定

な
、

ふ
わ
り

と

し
た
存
在
」

(国
・O

o
』
①
①
～
N
①
刈
)

か
ら

来

る

の
で
あ
る
。

こ
の
曖

昧

な
表

現
が
何

を

示
し
て

い
る
か

　

　

　

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
思
想
の
伝
統
を
支
え
る
《
神
》

の
概
念
で
あ
る
。
は
ず
み
は
神
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ベ
ル
グ

ソ
ン
の
思
想
は
、
例
え
ば

ス
ピ
ノ
ガ
や

へ
ー
ゲ

ル
に
意
外
と
近

い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ま
は
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
ま

い
。
我
々
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
中
心
観
念

で
あ
る
《
持
続
》

の
意
味
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
次
に
そ
の
持
続
を
と
ら
え
る

べ
き
《
直
観
》

に
つ
い
て
み
よ
う
。

3

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
哲
学

の
方
法
論
と
し
て
《
直
観
》
を
提
起
し
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
彼

の
存
在
論
に
お
け
る
《
持
続
》
の
観
念
と
知
性
の
能
力
に
対
す
る
彼
の
抜
き
差

し
な
ら
な
い
不
信

の
念
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
彼
が
、
《
直
観
》

に
つ
い
て
述

べ
た
の
は

一
九
〇

三
年
の

「
形
而
上
学
入
門
」

(ヨ
茸
。身

2
δ
口
巴

①
ヨ
ひ
$
o
ξ

ω
5
器
)

が
最
初
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
《
持
続
》

に
関
す
る
見
解
が
確
立
し
て
い
た
。
持
続
は
数
量
に
は
還
元
さ
れ
得
な
い
、
質
的
変
化

の
連
続
体
で
あ
り
、
知
性

で
は
こ
の
持
続
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
哲
学
は
知
性
以
外
の
方
法
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
知
性
以
上
の
能
力
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
知
性
を
越
え
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
我

々
は
、
純
粋
知
性
を
越
え
る
努
力
を
す
る
に
従

っ
て
、
も
と
の
事
象
の
中
に
ま
す
ま
す
完
全
に
身
を
置
き
な

お
す

の
で
あ
る
。
」

(国
・O

o
』
O
O
～
卜。O
ド
)
《
直
観
》
は
か
か
る
知
性
を
越
え
る
能
力
と
し
て
措
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
《
直
観
》
と
は
何
か
?

「
形
而
上
学
入
門
」
の
冒
頭
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
哲
学

の
定
義
と
絶
対
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
す
る

と
、

哲
学
者
の
間
に

一
見
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

物
を
知
る
の
に
非
常

に
違

っ
た

二
つ
の
見
方
を

区
別
す
る
点

で
は
ぴ

っ
た
り

一
致
し
て
い
る
こ
と
に
気
付

く
。
第

一
の
知
り
方
は
、
そ
の
物
の
周
り
を
廻
る
こ
と
で
あ
り
、
第

二
の
知
り
方
は
、
そ
の
物
の
中

に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
の
知
り
方
は
入
の
立

つ
視
点
と
表
現
の

際

に
用

い
る
記
号

に
依
存
す
る
。
第
二
の
知
り
方
は
視
点
に
は
関
わ
り
な
く
、
記
号

に
も
依
ら
な

い
。
第

一
の
認
識
は
相
対
的
な
も

の
に
止
ま
り
、
第

二
の
認
識
は
そ
れ

が
可
能
な
場
合
に
は
絶
対

に
達
す
る
と
い
え
る
。
」

(勺
●ζ

O
°
H
刈
刈
～
H
刈
QQ
)
こ
こ
で
い
わ
れ
る
第

一
の
知
り
方
が
、
知
性
的
方
法
で
あ
り
、
第

二
の
知
り
方
が
直
観
で
あ

る
。
直
観
は

「
物

の
周
り
を
廻
る
」
知
性
と
は
逆
に
、

「
物
の
中
に
入
り
」
、
事
実
を
内
部
か
ら
知
る
方
法

で
あ
る
。
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の

　

　

　

　

　

「
物
の
中
に
入

る
」
と
は
、
ま
ず
対
象
の
中
に
内
面
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
事
象
を
心
理
的
に
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
。
直
観
の
対
象
た
る
持
続
と

　

　

は
、
第

一
に
自
我

で
あ

っ
た

こ
と
を
我

々
は
想

起
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
「
我

々
は
誰

で
も

内
部

か
ら

、

単

な

る
分
析

に

よ
ら
ず

、

直
観

に
よ

っ
て
把

握

す

る
事

象

が

少

な
く

と
も

一
つ
あ
る
。

そ
れ

は
時
間

を
通

じ

て
流

れ

て
行

く
我

々
自
身

で
あ

る
。

持
続

す
る
我

々

の
自

我

で
あ

る
。

我

々
は

そ
の
他

の
如

何

な
る
も

の
と
も
、

知
性

的

に
と
い
う

よ
り

は

む
し

ろ
精
神
的

に
共
感

す

る

こ
と
が

で

き

な
い
。

し
か

し
、

我

々
は
確
か

に
我

々
自

身

と
は
共
感

す

る
。
」

(勺
・ζ

℃
°
H
°。
b。
)

直
観

の
観

念

は
自
我

の

　

　

　

　

　

　

　

　

自
己
自
身
に
よ
る
自
覚
と
い
う

こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
直
観
と
は
対
象
と
情
緒
的
、
心
理
的
に
同
感
し
、
共
鳴
す
る

こ
と
で
あ
る
。
直
観
と
は
情

動

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

我

々
は

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

と
芸
術
の
関
係
に

つ
い
て

一
言
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

ベ

ル
グ
ソ
ン
が
直
観
を

「
対
象
の
内
部

に
身
を
移
す
共
感
」

(勺
・ζ

o
°
H
。。
ド
)
と
い
う
時
、
そ
の
具
体
的
な
姿

と
し
て
芸
術

を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
。
芸
術

の
与
え
る
情
動
、

或
は
感
動
と

い
う
も
の
を
彼
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

例
え

ば
、
我
々
が
音
楽
を
聞
き
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
、
共
感
し
、

一
種
の
感
動
を
得
た
と
す
る
。
そ
の
時
、
我

々
は
そ
の
音
楽
を
最
も
よ
く
理
解
し
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
体

験
さ
れ
た
情
動
に
比
較
す
れ
ば
、

そ
の
音
楽
に
対
す
る
様
々
な
る
解
説
な
ど
は
単
な
る
添
え
も
の
に
し
か
す
ぎ
ま
い
。

こ
れ
が
、
い
わ
ば
直
観
と
知
性
の
関
係
で
あ
る
。

直
観
と
は
芸
術
的
な
感
動
と
同

一
の
種
類
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

芸
術
的
感
動
に
お
い
て

我
々
は

作
者
と
内
的
に

つ
な
が
り
、

い
わ
ば
作
者

の
人
格

と
共
鳴
し
て
い

る
。
そ
の
つ
な
が
り
は
直
接
的
で
あ
る
。
芸
術
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
い
わ
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
自
体
、
人

々
を
情
動
的
、
共
感
的
な
境
地
に
導
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
直
観
と
知
性

の
相
対
立
す
る
拮
抗
関
係
で
あ
る
。
直
観
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
我

々
は
知
性

の
能
力
を
弱

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
性
は
以
前
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
行
動

の
道
具

で
あ
る
。
我

々
は
、
日
頃
生
き
て
行
動
す
る
た
め
に
知
性
の
能
力
を
駆
使
し
て
い
る
。
と

い

う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
直
観
の
能
力
を
抑
圧
し
、
事
物
を
共
感
的
に
認
識
す
る

こ
と
を
お
さ
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
実
践
の
た
め
に
は
知
性
的
、
分
析
的
見
方
が

優
先
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、

人
間
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
本
能
的
な
直
観

の
能
力
は
他

の
生
物

に
く
ら
べ
て
き
わ
め
て
弱

い
。
そ
の
か
わ
り
に
知

　

　

　

　

性

と

い
う
も

の
が

与
え

ら
れ

て

い
る
の
だ
、

と

ベ

ル
グ

ソ

ン
は
言
う

。
芸
術

の
目
的
は
、

こ
の
日
常

的

、

習
慣

的

な
見
方

を
逆
転

す
る

こ
と

に
あ
る
。

知
性

的
、

分
析

的

な
見
方

を
排

し

て
、
本
能

の
能

力
、
即

ち
直

観

の
能

力
を

回

復
さ

せ
る

こ
と

に
あ
る
。

そ

の
た

め
に
、

芸

術

は
き
ま

っ
た
手

続

き
を
と

る
。

そ
れ
は

、
ま
ず

人

々
に

一
種

の
催
眠
状
態

を
現

出

さ
せ
、

「
表

現

さ
れ

た
感

情

と
共
感

す

る
完
全

に
従
順

な
状
態

に
我

々
を
導
く

。
」

(∪
・H
戸

H
H
)

こ
の
よ
う
な
従

順

な
状
態

に
導

か

れ

れ
ば

、

直

観
的
能
力

は
日
頃

の
抑

圧
か
ら
解

放
さ
れ
、

そ

の
力

を
回

復

さ
せ
る

の
で
あ

る
。

こ
の
時
、
作

者
は
聴

衆

に
悲
し

み

の
感

情
を

引
き
起

こ
す

た
め

に
、
ち

ょ

っ
と
し

た
暗

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観
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ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

示
を
与
え
る
だ
け
で
よ
い
。
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
が
高
く
悲
し
い
音
を
奏
で
る
だ
け
で
、
直
観

の
能
力
を
回
復
し
た
聴
衆
は
、
そ
の
悲
し
み
に
同
化
す
る
。

こ
う
し
て
、
人
は

日
常
生
活
か
ら
解
き
放
た
れ
て
ヵ
タ

ル
シ
ス
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
芸
術
と
は
直
観
の
能
力
の
回
復
の
場
で
あ
る
。
芸
術
は
知
性
と
直
観
の
役
割
を
逆
転
さ
せ
る
。

ベ
ル
グ

ソ
ン
に
と

っ
て
は
、
哲
学
す
る
こ
と
も
芸
術
と
同
様
、
日
頃
の
知
性
と
直
観
と
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
直
観
能
力
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
哲
学
す
る
こ
と
は
思
弁

(°。幕
。
巳
①
「)

す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。

こ
の
思
弁
と
は
行
動
と
対
立
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

行
動
に
お
い

の

　

　

　

　

　

　

　

の

　

の

て
は
自
己
の
利
害
が
優
先
す
る
。
し
か
し
、
哲
学
す
る
こ
と
は
利
害
に
無
関
心
な
認
識
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
を
超
越
し
た
、
客
観
的
な
認
識
を
持
つ
こ
と
で
あ

る
。
直
観
は
我

々
に
そ
の
よ
う
な
知
識
を
も
た
ら
す
、

と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。

直
観
は
実
践
的
関
心
を
含
ま
ず
、

利
害
に
は
無
関
心
で
あ
る
。

反
対
に
知
性
は
行
動

の
必
要
か
ら
生
れ
る
認
識
で
あ
る
。
哲
学
は
知
性
で
行

っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

「
哲
学
す
る
こ
と
は
思
考

の
仕
事
の
習
慣
的
な
方
向
を
逆
転
す
る

こ
と
な
の
で
あ

る
。」

(
　℃
●]1h
O
。
い
目
蔭
)

以
上
の
意
味
に
お
け
る
、

直
観
と
知
性
の
関
係
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
上
で
は
、

進
化
論
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

以
下
そ
の
点
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
よ

う
。
直
観
は
生
物
学
的
に
は
本
能
と
い
わ
れ
る
も
の
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
能

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
彼

の
直
観
の
概
念
は
年
と
と
も
に
若
干

の
ず
れ
が
見
ら

　

　

　

れ
る
の
だ
が
、
直
観
、
本
能
、
知
性
の
三
者
の
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
進
化
論
の
特
徴
は
、
進
化
が
発
散
的

(島
く
①
お
①
三
)
に
行
わ
れ
る

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

彼
は
進
化
の
様
子
を
破
裂
す
る
榴
弾
や
、

花
火
の
火
矢

の
比
喩
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。

生
命
は

起
源
に
お
い
て
は

一
つ
の
も
の
で
あ

っ
た

が
、
そ
れ
が
進
化
の
途
上
で
次
々
に
分
裂
し
、
多
様
な
形
態
に
分
化
し
た
。
こ
の
よ
う
に
末
広
が
り
に
拡
大
散
発
し
て
い
く
の
が
ベ
ル
グ
リ
ン
の
進
化
論
で
あ
る
。
そ
の

コ

　

中

で
三

つ
の
主
要

な
方
向
が
現

わ
れ
た
。

一
つ
は
植
物

で
あ

る
。

こ
れ
は
運
動
能

力
が
麻
痺

(8
壱
①
霞
)

し
、

も

っ
ぱ

ら

エ
ネ

ル
ギ

ー

の
蓄

積

に

向
う

方
向
で
あ
る
。

　

　

一
つ
は
昆

虫
、
特

に

ア
リ

や
ミ

ツ
バ
チ

に
見

ら
れ
る
方
向

で

あ
る
。

こ
こ
で
は
本
能

(一コ
ooロ
コ
∩
け)

が
発
達

し
た

の
で
あ
る
。

最
後

は
、

人
間

の
方
向

で
あ

る
。

こ
こ
で

　

　

は

知
性

(一三
①
=
戯
2
8
)
が

進
化
し
た
。
生
命

は

こ
の
三
方

向

に
分
裂
し

て
進
化

し
て
き
た

の
で
あ

る
、

と

ベ

ル
グ

ソ

ン
は

い
う
。
彼

は

ア
リ

ス
ト
テ

レ

ス
の
説

と
自

己

　

　

　

の
説

を
比
較

し
て
、
大
事

な

の
は
三
方

向
に
分
裂

し
た
と

い

う

こ
と
だ
、

と
強
張
し

て
い
る
。

そ
れ
は
進

化

の
三
段
階

で
は
な

い
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
以
来
広
く

受
け
入

　

　

れ
ら
れ
て
き
た
説

で
は
、
植
物
生
活
↓
本
能
生
活
↓
理
性
的
生
活
と
い
う
よ
う
に
、
段
階
を

へ
て
人
間
に
至
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
い
わ
す
れ
ば

こ
れ

は
誤
ま
り
で
あ
る
。

三
つ
の
方
向
は
段
階
で
は
な
く
て
、

生
命
が
分
裂
し
て
進
行
す
る
方
向
な
の
で
あ
る
。
生
命
は
分
裂
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
進
化
す
る
の
で
あ
る
。

べ

　

　

　

　

コ

ル
グ
ソ
ン
は
こ
の
こ
と
を

二
分
の
法
則
と
呼
ん
で
い
る
。
生
命
は
、
植
物
、
本
能
、
知
性
の
三
大
幹
線

に
分
か
れ
て
進
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
生
命
の
い
わ
ば
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分
業
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
生
命
と
は

そ
も
そ
も

一
体
何
で
あ
る
の
か
?

こ
の
問

い
に
対
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
生
命
を
定
義
し
て
い
る
。

「
有
機
体
に
よ

っ
て
現
わ
れ
る

　

　

生
命

は
、
な

ま

の
物
質

か

ら
あ

る
種

の
も

の
を

獲
得
し

よ

う
と

す
る
あ

る
種

の
努

力

で
あ

る
。
」

(円
・O

P

目
ω
刈
)

こ
の
努

力

の
達
成

の
た
め

に
、

生
命

は
徐

々
に

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
た

く
わ

え
、

そ
れ
を

一
気

に
選

択

さ
れ
た
方
向

へ
爆

発
さ

せ
る
。

生
命

は
全
体

と
し

て
み
た

場
合

、

エ
ネ

ル
ギ

ー

の
徐

々
の
蓄

積

と
そ

の

一
気

の
爆
発

だ
と

い

え

る
。

植

物

は
、
も

っ
ぱ

ら

太
陽

エ
ネ

ル
ギ

ー

の
方
向

に

向

っ
た
。

そ

の
た

め
に

土
地

に
固

定

し
、

運

動
性

を
失

い
、

意
識
を

麻
痺

さ
せ
て

し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。

動
物

は
結

局

、

こ
の
よ
う

に
し

て
蓄

積

さ
れ

た

エ
ネ

ル
ギ
ー

を
利

用

し

て
生

き

て

い
る

の
で
あ
る

。

本
能

と
知
性

は
動

物
進

化

の

二
大
幹

線

で
あ

る
。
両

者

は
生

命

の
努

力
が
も

っ
と
も

よ
く

顕
現
す

る

と

こ
ろ

の

「
無
生

の
物
質

に
対

す
る
異

っ
た

二
通
り

の
働

き
か
け

か
た
」

(円
お

O
°
日
ω
刈
)

と

い
わ

れ
る
。

「
本
能

と
知
性

と

は

た

っ
た

一
つ
の
同

じ
問
題

の
方
向
は

ち
が

い
な
が

ら
、

ど
ち

ら
も

す

っ
き

り
と

し
た

二
通
り

の
解

を
示
し

て

い
る
。
」

(国
・O

℃
°
ド
置
)

ど

こ
が
、

ど

の
よ
う

に
違

の
か
?

知
性

は
人

間
に
お

い

て
全

面
的

に
開
花

し
、

人
間
を

他

の
動

物
か

ら
区
別

す
る
特

徴

で
あ

る
。

し
か

し
、

人
間

が
人
間

と

な

っ
た

の
は
、
道

具

を
製

作

し
、

そ

れ
を
用

い
て
生
活

す

る
よ
う

に
な

っ
た
時
か

ら

で
あ

る
。

ベ

ル
グ

ソ
ン
は
人
間

を

ホ

モ

・
サ
ピ

エ
ン

ス
と
い
う

よ
り

む

し
ろ

ホ

モ

・
フ

ァ
ベ

ル
と
と
ら

え

て

い
る
。

そ
し

て
、

こ

の

こ
と

か
ら
知
性

の
特
性

が
導

き
出

さ
れ

る

の
だ
。

即

ち

「
知
性

は

そ

の
本
来

の
歩

き

ぶ
り

ら

し
い
も

の
か
ら
見

れ
ば

、
人

工
物
、

な
か

ん
つ

く

道
具

を
製
作

し
、

そ
し

て
そ
の
製
作

に
は

て
し

な
く
変

化
を

こ
ら

す
能
力

で
あ

る

。」
(国
・O

O
°
置
O
)

そ
れ

で
は
本
能

の
方

は
ど

う

か
?

本

能

は
昆
虫

の
膜

捌
類

に
そ

の
頂

点

を
も

つ
と

い
う
。

本
能

は

如
何

な
る
能
力

で
あ

る
の
か
?

彼

に

よ
れ
ば

、

生
物

の
外

界

に

よ
る
適
応

の
仕
方

に
は

二
種

類

あ

る
。

一
つ
は
生

理
的

適
応

(℃
ξ

ω巨

o
αq
冨
巴

巴

巷

樽讐
}8

)

で
あ

り
、
他

は
環

境
的
適

応

(①
瞬乙

『8

ヨ
①
三
巴

巴

①
三
9
辞δ
コ
)

で
あ

る
。
例

え
ば

、
寒

さ

に
適
応

す
る

た

め

に
生
物

は
毛
皮

を
身

に
ま
と
う
。

こ
れ
が

生
理
的

適
応

で

あ
る
。

ま

た
、
寒

さ
に
適

応
す

る
た

め
環
境

に
働
き

か
け
、

火

を
燃

や
し
た

り
し

て
環
境
を

変
化

さ
せ
な

が

ら
適

応
す

る
。

こ
れ
が
環

境
的
適

応

で
あ

る
。
本

能

と
は

こ

の
生

理
的
適

応

に
当

た
る

能
力

で
あ

る
。

知
性

が
環
境

的
適

応

の
能

力

で
あ

る

こ
と

は

い
う

ま

で
も

あ
る

ま

い
。
彼

は

い
う
。

「
本
能

は
大
抵

は
有
機

組
織
化

の
仕
事

そ

の
も

の

の
延

長

で
あ
り

、
も

っ
と

適
切

に

い
え
ば

そ
の
完

成

で
あ

る
。
」

(国
・O

戸

置

O
)
知

性
が
無

機

の
物

質

を
組

立

て
、

使
用

す
る
能

力
だ

と
す

れ
ば
本

能
は

「
有

機

的
な

道
具

を
利

用

し
、

か

つ
組

立

て
さ
え
す

る
能
力

で
あ

る
。
」

(国
・O

戸

戸
自

)

　

　

　

　

認
識

の
面

か
ら

み

て
、

本
能

と
知

性

の
本

質

的
な
相
違

は

、
両

者

の
向

う
対

象

が
異

っ
て

い
る

こ
と

で

あ

る
。

本
能

は
特

定

の
事
物

(∩プ
o
oQ①
)
を
対

象

と
す

る
。

自
己

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観
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ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観

　

　

　

　

　

　

が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
、
言

い
換
え
れ
ば
自
己
に
利
害
の
あ
る
定
ま

っ
た
物
に
し
か
本
能
は
働
か
な
い
。

し
か
し
、

そ
の
物

に

つ
い
て
は

あ
た
か
も
す
べ
て
を

　

　

　

　

　

　

内
部
か
ら
知

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
適
確
に
働
く
。
さ
て
、
知
性
の
対
象
は
何
で
あ
る
か
?

ベ
ル
グ

ソ
ン
は
そ
れ
を
関
係

(惹
薯
o
δ

だ
と
い
う
。

「
こ
れ
と
あ
れ
の

等
価
の
関
係
、
内
容
と
容
器
の
関
係
、
原
因
と
結
果

の
関
係
等

々
、
主
語
、

述
語
、

動
詞
を
持

つ
す
べ
て
の
句
に
示
さ
れ
る
関
係
」

(】円
●()
b
°
戸膳
Oo
～
H
膳
O
)
が
知
性

の

対
象
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
認
識
論
に

つ
い
て
は
生
得
論
者
で
あ
る
。
彼
は
、
本
能
も
知
性
も
共
に
生
得
的
な
認
識
能
力
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
本
能
は
生
れ

つ

き
、
何

の
学
習
も
し
な
い
の
に
あ
る
特
定
の
事
物
に

つ
い
て
は
正
確
に
知

っ
て
い
る
。

こ
れ
と
同
様
に
、
知
性
も
何
ら
の
学
習
を
せ
ず
に
、
生
得
的
に
或
る
種

の
知
識
を

も

っ
て
い
る
、
と
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
我

々
の
思
考
を
根
本

の
所
で
規
定
し
て
い
る

「
一
つ
な
い
し
は
数
個

の

一
般
的
な
枠
組
」

(国
・O

o
レ
お
)
が
あ
る
。

そ

れ
を
知
性
は
生
得
的
に
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
本
能
と
知
性
を
前
に
お
い
て
そ
こ
に
含
ま
れ
た
生
得
的
な
認
識
を
正
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
得
的
認
識
は
、
本
能

の

　

　

　

で
は
事

物

に
、
知
性

で
は
関
係

に
か
か

わ
り
あ

い
を
も

つ
こ

と
が
知

ら

れ
る
。
」

(]円
●∩
い
℃
°
ド
心
㊤
)

本

能

と
知
性

の
対
象
が
、
事
物

と
関
係

で
あ

る
と

い
う

こ

と
は
、

伝
統

的
な

認
識

論

の
用
語

で

い
え
ば

、

そ
の
対

象
が
質

料

(

ロノ

8
①
ロ
①
脱
①)

と
形
相

(ho
「筥
①
)

だ
と

い

う
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
ベ

ル
グ

ソ

ン
は
次

の
よ

う

に
言

っ
て
い
る
。

「
質

料

と
は
な

ま

の
状

態
に
あ

る
と
き

の
知
覚

能
力

に
よ

っ
て
与

え
ら
れ
た
も

の
を

い

う
。

こ
れ
ら

の
質

料
の
間

に
関

係
が

つ
き
、

一
っ
の
認
識
体

系

が
組

立

つ
と
、

こ
の
関
係

の
総
体

が
形
相

で
あ
る

。
」

(国
90

0
°
H
癖
㊤
)

我

々
は
個

々

の
事
物

に

つ
い
て

知

ら
な
く

と
も
、

そ
れ
ら

の
間
に
何

ら
か

の
関
係

の
あ

る

こ

と
を
知
ら

な
く
と
も

、
そ

れ
ら

の
問

に
何
ら

か

の
関
係

の
あ
る

こ
と
を

知
る

こ
と
が

で
き

る
。
ま

た
逆

に
、

個

と
個

の
関
係

は
わ
か
ら

な
く
と
も

、
各

個
物

に

つ
い
て
知

る

こ
と
が

で
き
る
。

質
料

と
形
相

の
認
識

は

別
個

に
行

い
う
る

の
で
あ

る
。

結
論

と

し
て

ベ

ル
グ

ソ

ン
は
言

　

　

　

　

う
。

「
知

性
は

そ

の
生
得

的
な
と

こ
ろ
に

つ
い
て
言

え
ば
、

形
相

の
認
識

で
あ
り
、

本
能

に
は
質

料

に

つ
い
て

の
認
識
が
含

ま

れ
る
。
」

(南
・
O

戸

H
お
～
嵩

O
)

　

　

　

　

　

　

　

さ

て
、
以

上

の
こ
と

を
論
理
的

な
命
題

の
形
式

に
あ

て
は

め

て
言

え
ば
、
本

能
は
所

謂
定

壬.口命

題

(b
「O
b
O
ω
同口
O
コ

〇
四
酢①
隔四〇
戦
}ρ
=
①
)

の
形

で

認
識

し
、
知
性

は
仮
言
命

　題

(只
8
0
ω
三
〇
コ

ξ

ロ
o
昏
簿
一ε

①
)

の
形

で
認
識

を
表

わ

す
。

つ
ま

り
、

本
能

は
特
定

の
対
象

の
限

ら

れ
た
部
分

に
し
か
適

用
さ

れ
な

い
が

、

そ

の
対

象
に

つ
い
て
は

「
直
接

的

に
質

料

そ
の
も

の
の
中

に
到
達
」

(]円
二
〇

〇
°
H
α
O
)
し
、

「
内

的

で
中

味

の

つ
ま

っ
た

認
識
」

(国
・O

写

嶺
O
)

を
も

つ
。

即

ち
、
本

能
は

「
こ
こ
に
は

こ
ん

な
も

の
が
あ

る
」

と
い
う
。
或

は

「
a
は

P

で
あ

る
」

と

い
う
。
定

言
的
な
個

別
命

題
を
与

え
る

の

で
あ

る
。
他

方
、
知
性

は
特
定

の
対
象

を
も

た
な

い
。

「
そ
れ
は
事

物
を
事

物

に
、
部

分
を
部

分
に
、

位
相

を
位
相

に
む

す
び

つ

け
る
能

力
、

つ
ま
り
、

前

提
を
有

す

る
と
き

に
結
論

を
引
出

し
、

既
知

か
ら

未

知

に
す

す
む

能
力

に
す
ぎ

な

い
。」

(国
・O

℃
°
ド
α
O
)

知
性
は

本
能

の
よ
う

に

「
こ
ん

な
も

の
が

あ
る
」

と
は

言
わ

な

い
。

そ
れ
は

「
も
し
条
件

が

こ
う

で
あ

れ
ば

結
論

は

こ
う

で
あ
る
」

と

い
う

一38



。

「
P
な

ら
ば

q
で
あ

る
」

と

い
う
。

　

　

　

　

以

上

の

こ
と
は
次

の
よ
う

に
言

い
換

え
る

こ
と
も

で
き

る
。

即

ち
、
本
能

は
対
象

の
内
包

(8
ヨ
嘆
①ゴ
①
コ
。・一8

)
に
関
し

て
は
申

し
分
な

い
が
、

そ
の
外
廷

(
①
×
δ①
昌
日菖
。
一一)

　

　

に
関

し

て
は
制
限
が
あ

る
。

本
能

は
内
味

の

つ
ま

っ
た

認

識
を
す

る
が
、

そ

の
外

廷
は

二
、

三
の
特
定

の

対
象

で
し
か

な

い
。
反
対

に
、
知

性
は

そ
の
外

廷

に
は

限
界

が

な

い
が
、

そ
れ
は
質
料
抜

き

の
た
だ

の
形

式
の

認
識

で
あ

る
。

知
性

は
全

て

の
も

の
を
対
象

に
す
る
。

そ

れ
は

「
枠

を

一
つ
も

っ
て
来

れ
ば

そ

こ
に
無

数

の
事
物

が
か

わ

る
が

わ
る

入
り

こ
め
る

と
い
う
長

所
を
も

つ
。
」

(国
・
〇

一)°
嵩
O
)
。

即
ち
、

知
性

は

「
も

と
も
と
外

的

で
無

内
容

な
認
識

し
か
も

た
な

い
」

(国
.O

,

H
α
O
)

点

に
そ

の
弱

み
も
強

み
も

あ

っ
た

の

で
あ

る
。

　

　

さ
て
・
我

々
は
本
能

と
知
性

の
相
違

に

つ
い
て
見

て
き

た
わ
け

だ
が
、

こ
の
両
者

と
直
観

と

は
ど

の
よ

う
な
関

係
が
あ

る

の
だ

ろ
う
か
?

ま
ず

、

ベ

ル
グ

ソ

ン
の
言

う
所

を
聞

い
て
み
よ
う
。
彼

は
言

っ
て
い
る
。

「
直

観
は

、

私
は

そ
れ
を
、
利
害

に
無

関
心

に
な
り
、

自

己
自
身

を
意
識
し

、
自

己

の
対
象

に

つ
い
て
反
省

す
る

こ
と

が

　

　

で
き
、

そ
し

て
そ
れ
を
無
限

に
拡

大

で
き

る
よ

う
に
な

っ
た
本
能
、

と
い

い
た
い
。
」

(国
・O

℃
・
嵩
○。
)

こ
の
言
葉
か

ら
察

す
る
と
、

直
観

は
基
本

的

に
は
本
能

の
力

で

あ
る
・

た
だ

、
注
意
し

な
け
れ
ば

な
ら

な

い
の

は
、
我

々

人
間
は

知
性
を
持

つ
も

の
で
あ

っ
て
、
本
能

を

も

つ
の
で
は

な
い
、
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

ベ

ル
グ

ソ

ン
の
進

化
論

の
発
散

性
に
注
意
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

し
か

し
、

元

々
生
命
は

一
つ
の
も

の

で
あ

っ
た

の
だ
か

ら
、
我

々
の
中

に
も
本
能

の
名

残

り
は
あ

る
。

人
間

に
お

い
て

は
、
本

能
は

、

知
性

の

「
明

る

い
核
」

の
周
り

に

「
お
ぼ

ろ
な
曇

り
」

を
作

っ
て
か
す

か
に
残

っ
て

い

る

の
で
あ
る
。

(両
●(Q

O
°
ド
刈
Oo
)

直
観

は

こ
の

「
お
ぼ

ろ
な
曇

り
」

と
し

て
残

っ
て
い
る
本
能

を
利

用

し

て
、

知
性

を
越

え
よ
う

と
す

る

の
で
あ

る
。

先

の
直
観

の
定

義
を
も

う
少
し

く
わ

し
く

分
析

し

て
み

よ
う
。

も

と

の
本

能
は
次

の

よ
う

な
不
備

を
も

っ
て
い
た
。

ω

元
来

の
本
能

は
、

自
己

に
利

害
関

係
を
も

つ
も

の
し

か
対
象

で
な
か

っ
た
。

②
自

己
自
身

に

つ
い

て
は
無

意
識

で
あ

っ
た
。

㈹
対
象

に
対
し

て
も
没

入
的

で
あ
り

、

い
わ
ば

夢
ご

こ
ち

の
よ
う

に

「
演
ず

る
」
認

識

で
あ

っ
た
。

ω
対

象
は

二
、

三
の
特
定

の
事

物

で
し

か
な
か

っ
た
。

以
上

の
よ
う
な
不
備

は

ど
の
よ
う

に
し

て
矯

正

さ
れ
、
直
観

に
ま

で
高

め
ら

れ
る

の
か
?

そ
れ

に
は
知
性

が
役

立

つ
の
で
あ
る
。

ベ

ル
グ

ソ

ン
の

い
う
直

観
は
、

人
間

に
お

い
て
わ
ず

か
し

か
残

っ
て

い
な
い
本
能

を
知
性

で
補
強

し

て
形
成

さ
れ

る
新
し

い
認
識
能

力
な

の
で
あ

る
。
直

観
は

本
能

と
知
性

の
止
揚

さ
れ

た
形
態

な

の
で
あ

る
。

彼

は

い
う
。

「
知
性

が

な
け

れ
ば
、

直
観

は

い

つ
ま

で
も
本

能

の
形

で
い
て
、
自

分
に
実

践
上
利

害

の
あ

る
特

殊
な
事

物
に
釘
づ

け
さ
れ
、

そ
の
事

に
よ

っ
て
多

面

化

さ
れ

た
ま
ま
場

所
運
動

を

つ
づ

け
る

で
あ

ろ

う
。
」

(閏
∵
O

O
°
H
刈
㊤
)

知
性
も

ま

た
重
大

な
役
割
り

を
果

す

の
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
持
続
と
直
観
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ソ
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と
直
観

さ

て
、

こ
こ
で

一
っ
の
疑

問
が
生
ず

る
。

即
ち
、

果
し

て

そ

の
よ
う

な
超
知
性

的
、

超
本

能
的

な
第

三

の
認

識
能
力
、

直
観
が

可
能
か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

無

論

、

ベ

ル
グ

ソ
ン
は
可
能

だ
と
答
え

る
。
彼

は

そ
の
証
拠

と

し

て
芸
術

を
持

ち
出

す
。
彼

は

い
う
。

「
こ

の
種

の
努
力
」

(直
観
)

が
不
可
能

で
な

い
こ
と
は
人
間

の
中

　

り

　

　

　

　

に
、
正
常
な

知
覚

の
他

に
美

的
能
力

(細
8

ま

①
ω昏
盆

ρ
=
①
)
が
あ
る

こ
と
か
ら

す

で
に
示

さ
れ

て

い
る

L

(国
・O

b
°
嵩

。゚
)

と
。

芸
術

に
お
い

て
駆
使
し

て

い
る
美
的

コ

　

能
力
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
直
観
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
芸
術
に
お
い
て
は
、
日
頃
生
活
の
た
め
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
直
観
的
能
力
が
回
復
さ
れ
る
。
芸
術
家
の
意
図
は

生
活
的
見
地
か
ら
は
な
れ
、
利
害
に
無
関
心
な
態
度
で
生
命
の
意
図
を
も
と
ど
お
り
に
把
握
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
芸
術
家
は
共
感
に
よ

っ
て
対
象
の
内
部
に
自
分
を

置
き
な
お
し
、
自
分
と
対
象
と
の
聞
に
空
白
が

つ
く

っ
た
障
壁
を
直
観
の
働
き
で
壊
し
、

低
め
な
が
ら
目
的
を
果
す
。」

(国
・O

,
嵩
。。
)
従

っ
て
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
流
に

解
し
た
哲
学
は
、
芸
術

の
よ
う
に
事
を
は
こ
ば
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

お

わ

り

に

ベ

ル
グ

ソ

ン
哲
学

の
本
質
は
、
彼
自
身

認

め
る
よ
う

に
、

一
言

で
い
え
ば

、
神

秘
主
義

で
あ
る
。
神

秘

主
義

と
は
自

己
と
自
然

の

一
致
、
或

は
自
己

と
神

の
合

一
を
最

高

の
境
地

と
考

え

る
と

こ
ろ

の
哲
学

で
あ

る
。

我

々
は

、

持
続

の
観
念

の
所

で
見

た
よ
う

に
、

我

々
の
内

奥

に
あ

る
純
粋
持

続
は
、

ま
た
宇
宙

の
根
源
的
原

理
で
あ

っ

た
。
自
己

の
純
粋
持
続

を
把
握
す
る

こ
と
は
、
と
り
も

な

お

さ
ず

、
自

己
と
宇
宙

と
が

一
体

に
な

る

こ
と

に
他

な
ら

な
い
。

こ
の
よ
う
な
神
秘

主
義
的
哲
学

は
東
洋

に

お

い
て
は
、

さ
ほ
ど
珍

し

い
も

の
で
は

な

い
。

ウ
パ

ニ
シ
ア

ッ
ド

の
ア
ー

ト

マ
ン
と
ブ

ラ

ー

フ

マ
ン
の

一
致

、

さ
ら

に
は
老
荘

の
哲
学

に
は
随
所

に

そ
の
よ
う
な
記
述
が
見

ら
れ

る
。

　

　

た
だ
そ
の
境
地
に
至
る
過
程
が
異
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
直
観
と
い

っ
た
。
芸
術
に
よ

っ
て
養
わ
れ
る
直
観
の
努
力
に
よ

っ
て
そ
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

　

ロ

え
た

の
で
あ
る
。
即

ち
、
直
観

と
は
努

力
な

の
で
あ

る
。

こ
の
点
が
、
例

え
ば
老

荘

の
哲
学

は
異

な
る
。

老

子
や
荘

子
に
お

い
て
は
、

そ
の
境

地

に
至

る
た
め
に
は
、

心

を
虚

に
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

い

っ
さ

い
の
人
為

的

な
努

力
を
排
し

て
、
た
だ

ひ
た
す

ら
虚

に
徹
す

る
。

そ
し

て
、

そ
こ
で
ゃ
む
を
得
ざ

る
力

11
自
然

に
動
か
さ
れ

て

は
じ

め
て
動
く

の

で
あ
る
。

西
洋

の
陽

に
対

し
、
東
洋

の
陰

、
動

に
対

し

て
静

で
あ

る
。

例

え
ば

、
荘

子

は
人
間

の
心

の
あ

り
方
を
鏡

に
た
と
え

て
次

の
よ
う

に
言

っ
て

い
る
。

至
人
之
用

レ
心
若
レ
鏡
。
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不
レ
将

不
レ
迎
、
応

而
不

レ蔵
。

故
能

勝
レ
物

而
不

レ
傷
。

(荘

子
、

応
帝

王
篇
)

し
じ
ん

ご
と

お
く

む
か

お
う

ぞ
う

よ

た

ぎ
ず

至
人
の
心
を
用
ふ
る
は
鏡
の
若
し
。
将
ら
ず
迎

へ
ず
、
応
じ
て
蔵
せ
ず
。
故
に
能
く
物
に
勝
え
て
傷

つ
か
ず
。

こ
の
西
洋
と
東
洋

の
違

い
に

つ
い
て
は
、
別
に
稿
を
改
た
め
て
研
究
す
る

つ
も
り
で
あ
る
。

(
ド
㊤
♂

°

㊤
゜

α
)

〔
注
〕

ベ
ル
グ

ソ
ン
の
書
名
は
次
の
略
号
を
用

い
た
。

U
・
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冨
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口
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