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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
古
代
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
中
で
、

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』（
以
下Tim

.

と
略
す
（
が
い
か
に
重
視
さ
れ
て

き
た
か
を
概
観
し
た
う
え
で
、Tim

.

解
釈
史
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

と
し
て
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
の
中
で
も
歴
史
的
に
特
別
な
地
位

を
占
め
る
古
代
末
期
の
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
を
取
り
上
げ
、
彼
のTim

.

解
釈
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

さ
て
、
現
代
の
プ
ラ
ト
ン
研
究
者
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
主
著
は
何
か

と
尋
ね
た
ら
、
お
そ
ら
く
た
い
て
い
の
人
は
『
国
家
』
と
答
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
長
い
歴
史
か

ら
見
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
中
で
最
も
大
き
な
影
響
力
を

も
っ
た
著
作
はTim

.

で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
神
に
よ
る
宇

宙
の
製
作
と
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
学
的
理
論
が
論
じ
ら
れ
るTim

.

は
、

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
の
中
で
は
む
し
ろ
特
殊
な
も
の
だ
が
、
古
く
か

ら
プ
ラ
ト
ン
の
信
奉
者
た
ち
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、

紀
元
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
、
そ

れ
に
続
く
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
書
は
プ
ラ
ト
ン
の

著
作
の
中
で
も
特
権
的
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。
古
代
後
期
か
ら
中

世
を
通
じ
て
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
歴
史
は
、Tim

.

の
解
釈
史
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
伝
統
が
近
世
に
ま
で
及
ん
で

い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
有
名
な
壁
画
「
ア
テ
ネ
の
学

堂
」
の
中
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
手
に
し
て
い
る
書
物
がTim

.

で
あ
る

こ
と
に
も
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る（

1
（

。

　

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
歴
史
に
お
け
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
伝
統

土　
　

屋　
　

睦　
　

廣
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一　
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
宇
宙
論
の�

　
　

枠
組
み
と
問
題
点

　　

そ
れ
で
は
、Tim.

の
伝
統
を
概
観
す
る
に
先
立
っ
て
、Tim

.

の
宇

宙
論
の
枠
組
み
を
確
認
し
て
お
こ
う
。Tim

.

に
お
い
て
は
、「
存
在

す
る
も
の
」
と
「
生
成
す
る
も
の
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
イ
デ
ア
論

の
図
式
に
、
宇
宙
論
的
な
「
知
性
（
ヌ
ー
ス
（」
と
「
必
然
（
ア
ナ

ン
ケ
ー
（」
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
こ
の
対
立
す
る
二
項
の
図
式
が
一

貫
し
た
議
論
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
（cf. 27d
-28b, 47e -48a

（。

そ
こ
に
、
宇
宙
の
製
作
者
と
い
う
、
い
わ
ば
両
者
を
仲
介
す
る
も
の

と
し
て
の
神
が
登
場
す
る
。

　

Tim.

で
は
、
宇
宙
論
全
体
の
序
論
に
お
い
て
、
最
初
に
考
察
す
べ

き
こ
と
と
し
て
、「
宇
宙
は
、
い
か
な
る
生
成
の
始
ま
り
も
な
く
、

常
に
あ
っ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
始
ま
り
か
ら
始
ま
っ

て
、
生
成
し
た
も
の
な
の
か
」（28b6 -7

（
と
い
う
問
題
が
提
起
さ

れ
、
即
座
に
「
生
成
し
た
も
の
だ
」
と
い
う
回
答
が
与
え
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
宇
宙
は
感
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
さ
れ
る
も

の
は
生
成
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
と
語
ら
れ
る
。
続
い
て
、
生
成
し
た

も
の
は
何
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
生
成
す
る
こ
と
が
必
然
だ
と
言
わ

れ
、
そ
の
原
因
者
と
し
て
「
こ
の
万
有
の
作
り
手
に
し
て
父
」

（28c3 -4

（
が
い
く
ぶ
ん
唐
突
に
導
入
さ
れ
、
そ
れ
は
以
下
の
箇
所

で
「
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」（29a3

（、「
神
」（30a2

（
と
言
い
換
え

ら
れ
て
い
く
。
こ
の
箇
所
は
、
宇
宙
は
過
去
の
あ
る
一
時
点
に
お
い

て
生
じ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
永
遠
に
存
在
す
る
も
の
な
の

か
、
換
言
す
れ
ば
、
神
に
よ
る
宇
宙
の
製
作
は
歴
史
的
事
実
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
説
明
の
た
め
の
虚
構
な
の
か
を
め
ぐ
り
、
古

代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
解
釈
者
た
ち
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
ま
た
、

先
の
二
項
の
図
式
に
当
て
は
め
れ
ば
、
当
然
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス

は
、
イ
デ
ア
と
ヌ
ー
ス
の
側
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
イ
デ
ア
と
ヌ
ー
ス
と
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
明
確
な
こ
と
はTim.

に
お
い
て
何

も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
神
は
宇
宙
の
身
体
の
製
作
に
先
立
っ
て
、「
宇
宙
の
魂
」

を
作
る
が
（34b

-37c

（、
こ
れ
も
ま
た
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
同
じ

く
、
そ
の
正
体
と
宇
宙
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
後
世
に
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば

魂
は
永
遠
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。『
パ
イ
ド
ロ
ス
』（245c -246a

（
や
『
法
律
』
第
十
巻

（893b
-896c

（
で
は
、
自
己
運
動
者
と
し
て
の
魂
が
唯
一
の
運
動
の

原
因
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、Tim.

で
は
、
宇
宙
の
生
成
以
前
、
つ
ま

り
宇
宙
の
魂
が
作
ら
れ
る
以
前
に
、
物
体
が
無
秩
序
に
動
い
て
い
た

と
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
運
動
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問

題
も
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
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さ
ら
に
は
、
物
体
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
生
成
す
る
も
の
」
の

受
容
器
と
し
て
の
「
場
（
コ
ー
ラ
ー
（」
が
導
入
さ
れ
る
（48e - 

52d
（。
こ
れ
もTim.

に
の
み
登
場
す
る
概
念
で
、
イ
デ
ア
と
生
成

す
る
も
の
と
「
場
」
と
い
う
三
者
の
関
係
も
、
イ
デ
ア
論
解
釈
の
上

で
難
し
い
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
。

　

Tim.

に
は
こ
れ
ら
の
他
に
も
解
釈
上
の
問
題
が
無
数
に
あ
る
の
だ

が
、
後
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
時
代
の
要
請
と
自

ら
の
関
心
に
応
じ
てTim.
を
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。二　

古
代
に
お
け
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
伝
統

（
一
）
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　

Tim.

は
、
す
で
に
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
時
代
か
ら
議
論
や
解
釈

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
か
ら
窺
わ
れ

る
。
プ
ラ
ト
ン
の
後
を
次
い
で
学
頭
と
な
っ
た
ス
ペ
ウ
シ
ッ
ポ
ス

は
、『
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
書
の
中
で
宇

宙
の
作
り
手
で
あ
る
神
と
宇
宙
の
範
型
（παράδειγμα

（
に
つ
い
て

論
じ
て
い
た（

2
（

。
彼
と
同
時
代
の
オ
プ
ス
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
、Tim.

に

触
発
さ
れ
て
『
エ
ピ
ノ
ミ
ス
』
を
著
し
、
こ
の
書
は
長
ら
く
プ
ラ
ト

ン
の
著
作
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
提
唱
さ
れ
た
天
体
へ
の

崇
拝
は
、
後
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
思
想
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を

与
え
た
。
ス
ペ
ウ
シ
ッ
ポ
ス
の
後
を
次
い
で
学
頭
と
な
っ
た
ク
セ
ノ

ク
ラ
テ
ス
は
、Tim.

に
お
け
る
神
の
宇
宙
製
作
を
説
明
の
た
め
の
方

便
（διδασκαλίας χάριν

（
と
解
釈
し
た（

3
（

。
こ
の
解
釈
は
後
の
多
く

の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
に
受
け
継
が
れ
た
。
プ
ロ
ク
ロ
ス
か
ら
「
プ
ラ
ト

ン
の
最
初
の
解
釈
者
（ὁ πρῶ

τος τοῦ Π
λάτω

νος ἐξηγητής

（（
4
（

」
と

呼
ば
れ
た
ク
ラ
ン
ト
ル
は
、
し
ば
し
ばTim.

の
注
解
書
を
最
初
に

著
し
た
人
物
と
さ
れ
る
。
彼
は
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
物
語
を
史
実
と
み

な
し
、
宇
宙
が
「
生
成
し
た
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
一
時
点
に

お
い
て
生
じ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
原
因
を
他
者
に
負
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈
し
た（

5
（

。
ま
た
、
宇
宙
の
魂
の
構
成
に
つ
い

て
も
独
自
の
解
釈
を
提
唱
し
た（

6
（

。

　

し
か
し
、
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
後
のTim.

解
釈
史
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
現
存
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
中

で
の
プ
ラ
ト
ン
へ
の
言
及
は
、Tim.

に
関
す
る
も
の
が
一
番
多
い（

7
（

。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のTim.

解
釈
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
と
く
に
重
要

な
も
の
と
し
て
、
次
の
四
点
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
。

　

①
宇
宙
が
「
生
成
し
た
」
と
い
う
記
述
を
、
他
の
初
期
ア
カ
デ
メ

イ
ア
派
と
異
な
り
、
字
義
通
り
に
、
す
な
わ
ち
過
去
の
一
時
点
に
お

い
て
生
じ
た
と
解
釈
し
た
こ
と（

8
（

。
こ
の
立
場
は
後
に
プ
ル
タ
ル
コ
ス

や
ア
ッ
テ
ィ
コ
ス
ら
に
継
承
さ
れ
る
。

　

②
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
の
存
在
を
無
視
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
形
相
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因
と
質
料
因
し
か
認
め
な
か
っ
た
こ
と（

9
（

。

　

③
数
学
的
に
構
成
さ
れ
た
四
元
素
説
を
批
判
し
、
さ
ら
に
天
の
元

素
と
し
て
ア
イ
テ
ー
ル
を
導
入
し
た
こ
と（

（1
（

。

　

④Tim.
に
お
け
る
「
場
（χώ

ρα

（」
を
自
ら
の
物
質
概
念
で
あ
る

質
料
（ὕλη
（
と
同
一
視
し
た
こ
と（

（（
（

。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のTim.

解
釈
は
、
後
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち

に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。　

（
二
）
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代

　

紀
元
前
四
世
紀
末
か
ら
一
世
紀
末
に
か
け
て
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代

に
は
、
社
会
の
激
変
に
と
も
な
い
哲
学
に
も
大
き
な
変
化
が
起
こ

る
。
こ
の
時
代
に
は
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
は
薄
く
、

新
た
な
学
派
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
初
期
に

生
ま
れ
、
以
後
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
最
も
栄
え
た
学
派
は
ス
ト
ア
派

で
あ
っ
た
。
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
は
懐
疑
主
義
に
染
ま
り
、
ス
ト
ア
派

と
の
論
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
一
般
的
に
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
は
ス
ト

ア
派
を
目
の
敵
の
よ
う
に
批
判
す
る
も
の
だ
が
、
ス
ト
ア
哲
学
の
形

成
に
プ
ラ
ト
ン
哲
学
が
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
、
ス
ト
ア
派
と
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
相
互
関
係
は
近
年
盛
ん
に
論
じ

ら
れ
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
と
にTim.

の
影
響
は
甚
大
で

あ
る
。
こ
れ
も
要
点
の
み
を
指
摘
す
れ
ば
、
能
動
原
理
と
し
て
の
ロ

ゴ
ス
と
受
動
原
理
と
し
て
の
物
体
、
宇
宙
を
支
配
す
る
ロ
ゴ
ス
と
人

間
の
理
性
の
共
通
性
、
マ
ク
ロ
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
照
応
と

い
っ
た
ス
ト
ア
派
の
基
本
思
想
に
、Tim.

の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と

は
容
易
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、Festugière

がreligion cosm
ique

と
呼
ぶ
ス
ト
ア
派
の
神
学
的
宇
宙
論（

（1
（

に
は
、Tim.

の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル

ゴ
ス
と
し
て
の
神
や
宇
宙
の
魂
の
観
念
が
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。（

三
）
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
時
代

　

ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
が
懐
疑
主
義
を
脱
し
た
紀
元
前
一
世
紀
頃
か

ら
、
紀
元
後
三
世
紀
半
ば
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
が
登
場
す
る
ま
で
の

間
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
は
、
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ

は
便
宜
上
の
呼
び
名
で
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
や
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
よ

う
な
、
特
定
の
学
校
や
学
派
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
代

に
は
、
書
物
の
普
及
も
相
ま
っ
て
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
だ
け
で
は
な

く
、
地
中
海
世
界
各
地
で
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
が
読
ま
れ
、
研
究
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
で
も
こ
の
時
代
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
に
は
、
か
な

り
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
著

作
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
教
説
を
読
み
取
っ
て
、
体
系
的

な
哲
学
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
近
年
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ

て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
モ
チ
ー
フ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
時
代
に
出

揃
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の

中
で
もTim.
が
特
権
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
実
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は
こ
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
新
た
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
一
世
紀
後
半
に
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
で
活
動
し
た
エ
ウ
ド
ロ
ス
に
注
目
し
た
い
。
彼
は
ピ
ュ
タ
ゴ

ラ
ス
主
義
者
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
教
説
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
一
致
す
る

と
考
え
た
。
彼
が
人
生
の
目
的
を
「
神
に
似
る
こ
と
（ὁμοίω

σις 

θεῷ

（（
（1
（

」
と
し
た
こ
と
は
、
後
の
多
く
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
た
ち
に
受

け
継
が
れ
た
。
し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
思
想
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス

が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
が
そ
れ
を
継
承
し
た

と
さ
れ
る（

（1
（

。Tim.

に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
解
釈
が
伝
わ
っ
て
お

り
、
注
解
も
し
く
は
何
ら
か
の
著
作
を
書
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

Tim.

篇
の
語
り
手
で
あ
る
ロ
ク
ロ
イ
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
が
書
い
た
と

さ
れ
る
書
『
宇
宙
と
魂
の
本
性
に
つ
い
て
』
は
、
後
一
世
紀
頃
に
書

か
れ
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
よ
るTim.

の
翻
案
と
言
え
る
も
の
だ

が
、
こ
の
書
は
エ
ウ
ド
ロ
ス
の
著
作
を
再
構
成
し
た
も
の
だ
と
い
う

説
が
提
起
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

こ
の
時
代
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
多
く
の
注
解
書
が
書
か
れ
た

が
、
最
も
多
く
注
解
さ
れ
た
の
はTim.

で
あ
っ
た（

（1
（

。
も
っ
と
も
こ

れ
ら
は
す
べ
て
現
存
し
な
い
の
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
でὑπομνήματα

と
かἐξήγησις

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
著
作
で
あ
っ
た

の
か
定
か
で
は
な
い
（
現
存
す
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
は
古
代

末
期
の
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
と
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
も
の
だ
け
（。
現
存
す

る
当
時
のTim.

関
係
の
著
作
と
し
て
は
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
『「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
」
に
お
け
る
魂
の
生
成
に
つ
い
て
』
と
『
プ
ラ
ト
ン
哲
学

に
関
す
る
諸
問
題
』（
十
問
の
う
ち
五
問
がTim.

の
問
題
（
が
あ
る
。

ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
テ
オ
ン
（
二
世
紀
（
の
『
プ
ラ
ト
ン
を
読
む
の
に
役

に
立
つ
数
学
的
事
柄
の
解
説
』
と
い
う
書
もTim.

を
読
む
た
め
の

解
説
書
と
言
え
る
。
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
全
般
の
解
説
書
で
あ
る

ア
ル
キ
ノ
オ
ス
『
デ
ィ
ダ
ス
カ
リ
コ
ス
』（
お
そ
ら
く
二
世
紀
（
は
、

中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
を
今
日
に
伝
え
る
代
表
作
と

言
え
る
が
、
全
体
の
四
割
近
く
がTim.

に
基
づ
く
記
述
に
な
っ
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、
シ
リ
ア
の
ア
パ
メ
イ
ア
出
身
の
ヌ
メ
ニ
オ
ス
（
二
世
紀

後
半
（
も
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
中
で
重
要
な
人
物
で
あ
る
。

彼
は
徹
底
し
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
信
奉
者
だ
が
、
そ
の
哲
学
の
実
質

は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
再
解
釈
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
も

Tim.

が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ

ト
ン
も
完
全
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
者
に
さ
れ
て
し
ま
う（

（1
（

。
さ
ら
に

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
こ
と
を
「
ア
ッ
テ
ィ
カ
語
を
話
す
モ
ー
セ
」
と
呼

ん
だ
の
も
彼
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
教
説
は
東
方
の
諸
民
族
（
イ
ン
ド
、

ユ
ダ
ヤ
、
ペ
ル
シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
（
の
古
来
の
宗
教

思
想
と
も
一
致
す
る
と
主
張
し
た（

（1
（

。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
者
に
し
て

東
方
の
宗
教
の
奥
義
に
も
精
通
し
て
い
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
後
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
も
受
け
継
が
れ
、
古
代
末
期
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か
ら
近
世
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
プ

ラ
ト
ン
観
が
確
立
さ
れ
る
初
期
の
段
階
で
、
ヌ
メ
ニ
オ
ス
は
極
め
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

後
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
は
ち
ょ
う
ど
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
が
新
た

な
脚
光
を
浴
び
た
時
代
で
、
い
わ
ゆ
る
新
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
と
呼
ば

れ
る
人
た
ち
は
、
お
お
む
ね
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
を
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
主

義
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
た
。
例
え
ば
、
ガ
デ
ス
の
モ
デ
ラ
ト
ス
（
一

世
紀
後
半
（
が
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
第
二
部
の
解
釈
か
ら
導
き
出
し

た
階
層
的
な
諸
原
理
は
、
後
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
形
成
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

こ
の
時
期
に
、Tim.

に
注
目
し
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ピ
ロ
ン

（
フ
ィ
ロ
ン
（
は
、
聖
書
解
釈
を
通
じ
て
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
と
ギ
リ
シ

ア
哲
学
の
融
合
・
調
和
を
試
み
た
。『
創
世
記
』
に
記
さ
れ
た
神
の

世
界
創
造
の
問
題
を
い
か
に
合
理
的
に
解
釈
す
る
か
が
彼
の
テ
ー
マ

で
、
そ
の
さ
い
彼
が
援
用
し
た
の
がTim

.

で
あ
っ
た
。
彼
の
思
想

は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
「
ロ
ゴ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
論
」
の
形
成
に
大
き

く
寄
与
す
る
と
同
時
に
、
後
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
与
え
た
。

　

さ
ら
に
は
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
た
ち
に
もTim

.

は
考

察
の
対
象
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

（
四
）
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
時
代

　

三
世
紀
半
ば
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
の
流
れ
を
総
合
し
、
さ
ら
に
深
く
内
面
化
し
、
体
系
化
す
る
こ
と

で
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
歴
史
に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
後
に

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
名
づ
け
ら
れ
る
哲
学
の
誕
生
で
あ
る
。
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
に
お
け
るTim.

の
問
題
も
、
そ
れ
自
体
大
き
な
テ
ー
マ

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
重
要
な
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど

め
る
。

　

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
い
て
も
、Tim

.

は
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
第

二
部
と
並
ん
で
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
中
で
特
権
的
な
地
位
を
占
め
て

い
た
。Tim.

は
た
ん
な
る
自
然
学
の
書
で
は
な
く
、
形
而
上
学
、
神

学
の
奥
義
が
記
さ
れ
た
書
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
書
へ
本
格
的
な
注
解
を
著
す
伝
統
も
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
弟
子
で
『
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
』
を
編
纂
し
た
ポ
ル
ピ
ュ

リ
オ
ス
に
始
ま
る
。
彼
が
著
し
た
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
は
古
代

末
期
に
か
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
た
。

　

次
の
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
に
お
い
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
新
た
な

展
開
を
迎
え
る
。
彼
は
シ
リ
ア
の
カ
ル
キ
ス
の
生
れ
で
、
二
八
〇
年

代
に
ロ
ー
マ
で
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
に
師
事
す
る
が
、
二
九
〇
年
代
の

う
ち
に
師
の
も
と
を
去
っ
て
シ
リ
ア
に
帰
り
、
自
ら
の
学
校
を
開

く
。
彼
が
行
な
っ
た
こ
と
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
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主
義
と
魔
術
思
想
を
大
々
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
い

く
つ
も
の
点
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
を
も
批
判
し
、

プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
遡
ら
せ
、
神
と
の
合
一
の
た
め

の
技
法
と
し
て
、『
カ
ル
デ
ア
の
神
託
』
で
提
起
さ
れ
た
神
働
術

（
テ
ウ
ー
ル
ギ
ア
ー
（
を
重
視
し
、
そ
れ
を
哲
学
の
上
位
に
置
く
こ

と
ま
で
し
た
。
そ
の
後
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
流
れ
を
決
定
づ
け
、

彼
以
降
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
後
期
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ

る
。
彼
の
思
想
は
時
代
の
要
請
に
も
合
っ
て
い
た
と
見
え
て
、
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
が
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
る
の
も
彼
の
時
代
か
ら
で
あ

る
。

　

ギ
リ
シ
ア
哲
学
最
後
の
光
輝
と
言
わ
れ
る
プ
ロ
ク
ロ
ス
の
哲
学

も
、
こ
の
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
の
流
れ
を
継
承
し
た
も
の
だ
っ
た
。
彼

の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
は
、
現
存
す
る
古
代
に
著
さ
れ
た
プ
ラ

ト
ン
の
注
解
書
の
中
で
も
最
も
浩
瀚
な
も
の
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
魔
術
・
オ
カ
ル
ト
思
想
と
の
結
び
つ
き
は
歴
史

的
に
も
非
常
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
後
一
～
二
世
紀
に
エ

ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
を
中
心
に
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
東
方

の
宗
教
思
想
と
の
混
交
か
ら
、
ヘ
ル
メ
ス
思
想
や
錬
金
術
と
い
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
オ
カ
ル
ト
思
想
が
誕
生
し
、
流
行
し
た
。
こ
れ
ら
が
古

代
末
期
に
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
権
威

と
と
も
に
、
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
な
く
ア
ラ
ビ
ア
・
イ
ス
ラ
ム

圏
に
も
継
承
さ
れ
て
行
く
。
も
と
も
と
ヘ
ル
メ
ス
思
想
や
錬
金
術
に

は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
と
混
交
す
る
こ
と
で
、Tim.

は
こ
れ
ら
オ
カ
ル
ト
思
想

の
奥
義
を
記
し
た
書
物
だ
と
い
う
観
念
が
生
れ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期

に
復
活
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
魔
術
的
な
後
期
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

で
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
は
オ
カ
ル
ト
思
想
と
一
体
と
な
っ
て
一
五
～

一
六
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
流
行
し
た
。
一
七
世
紀
に
お
け
る
近

代
科
学
と
近
代
哲
学
の
成
立
も
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
を
無
視

し
て
は
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
古
代
か
ら
中
世
へ

　

さ
て
次
に
は
、Tim

.

の
中
世
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
影
響
に
も
簡
単

に
触
れ
て
お
く
。
古
代
の
宇
宙
論
を
伝
え
る
典
拠
と
し
て
、
次
に
取

り
上
げ
る
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
と
並
ん
で
よ
く
読
ま
れ
た
重
要
な
も
の

に
、
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
（
四
〇
〇
年
頃
（
に
よ
る
キ
ケ
ロ
の
「
ス
キ
ピ

オ
の
夢
」
へ
の
注
解
書
が
あ
る
。「
ス
キ
ピ
オ
の
夢
」
は
、
本
来
キ

ケ
ロ
の
『
国
家
』
第
六
巻
第
八
章
に
相
当
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国

家
』
第
十
巻
の
「
エ
ル
の
ミ
ュ
ー
ト
ス
」
を
模
し
て
魂
の
死
後
の
運

命
を
論
じ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
マ
ク
ロ
ビ
ウ
ス
の
注
解

は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
に
よ
る
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
の
様
相

を
呈
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
中
世
に
伝
え
ら
れ
た
古
代
末
期
の
哲
学
的
著
作
は
お

お
む
ね
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響
下
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
著
作
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に
お
い
て
はTim

.

に
依
拠
し
た
記
述
が
し
ば
し
ば
重
要
な
部
分
を

占
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
世
を
通
じ
て
よ
く
読
ま
れ
た
ボ
エ
テ
ィ

ウ
ス
の
『
哲
学
の
慰
め
』
の
中
で
も
、
最
も
注
釈
と
議
論
の
対
象
と

な
っ
た
第
三
巻
第
九
詩
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に
解
釈
さ
れ
た

Tim
.

の
宇
宙
論
の
要
約
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、Tim.

は
直
接
的
に

も
間
接
的
に
も
、
中
世
前
期
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。

三　

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
場
合

（
一
）
人
物
と
著
作

　

さ
ら
に
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
歴
史
に
お
け
るTim.

の
重
要
性
は
、

中
世
に
お
い
て
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
十
二
世
紀
半
ば
に
ヘ
ン

リ
ク
ス
・
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
プ
ス
に
よ
る
『
メ
ノ
ン
』
と
『
パ
イ
ド

ン
』
の
ラ
テ
ン
語
訳
が
現
れ
る
ま
で
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る

Tim
.

の
ラ
テ
ン
語
訳
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
読
む
こ
と
が
で

き
た
プ
ラ
ト
ン
の
ほ
ぼ
唯
一
の
著
作
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。Tim

.
に

は
こ
れ
以
前
に
も
キ
ケ
ロ
に
よ
る
部
分
的
な
ラ
テ
ン
語
訳
（27d

か

ら47b

ま
で
で
所
々
省
略
さ
れ
て
い
る
（
が
あ
り
、
例
え
ば
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
れ
を
用
い
て
い
た
が
、
そ
れ
以
後
中
世
で
は
ほ

と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
、Tim

.

の
翻
訳
と
注
解

の
著
者
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
が
生
き

た
時
代
と
場
所
も
定
か
で
は
な
い
。
伝
統
的
に
は
四
世
紀
前
半
に
南

ス
ペ
イ
ン
の
コ
ル
ド
バ
で
活
動
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
カ
ル
キ

デ
ィ
ウ
ス
の
画
期
的
な
校
訂
版
を
編
纂
し
たW

aszink

は
、
五
世

紀
初
頭
北
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
で
活
動
し
た
と
い
う
説
を
提
起
し
て

い
る（

11
（

。
ま
た
、
一
般
に
は
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
がTim.

を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
た
経
緯
は
、
写

本
に
付
さ
れ
た
書
簡
か
ら
知
る
こ
と
が
で
る
。
彼
は
オ
シ
ウ
ス
と
い

う
人
物
か
ら
翻
訳
を
依
頼
さ
れ
、
翻
訳
だ
け
で
は
理
解
し
難
い
と
考

え
て
、
注
解
も
付
け
加
え
た
と
い
う
。
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
自
身
は
全

訳
と
全
篇
へ
の
注
解
の
執
筆
を
意
図
し
て
い
た
が
、
現
存
す
る
翻
訳

と
注
解
は
、
全
体
の
半
分
弱
（53c

（
ま
で
で
あ
る
。
カ
ル
キ
デ
ィ

ウ
ス
の
注
解
は
、
古
代
末
期
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
様
相
を
伝
え
る
貴

重
な
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
数
論
・
音
階
理
論
・
天
文
の
基
礎
知

識
と
、
古
代
の
哲
学
的
議
論
を
中
世
前
期
に
伝
え
た
数
少
な
い
文
献

の
一
つ
と
し
て
も
重
要
で
あ
る（

1（
（

。
例
え
ば
、
十
二
世
紀
に
興
隆
す
る

シ
ャ
ル
ト
ル
学
派
と
呼
ば
れ
る
思
想
家
た
ち
の
自
然
哲
学
も
、
カ
ル

キ
デ
ィ
ウ
ス
の
翻
訳
と
注
解
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
注
解
は
、
学
派
に
属
す
る
者
が
同
学
の
者
た

ち
に
向
け
て
書
い
た
書
物
で
は
な
い
。
想
定
す
る
読
者
は
、
直
接
の
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依
頼
人
を
始
め
と
す
る
一
般
の
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
も
そ
れ
を
意
識
し
て
い

た
。
当
時
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
周
囲
で
は
、
か
つ
て
は
一
般
教
養
で

あ
っ
た
数
学
的
諸
学
の
素
養
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
知
識
人
の
多
く

が
ギ
リ
シ
ア
語
を
解
せ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
何
よ
り
彼
の
著

作
自
体
が
証
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
典
の
教
養
が
衰
退
し
て
い

く
時
代
に
あ
っ
て
、
彼
はTim.

の
テ
ク
ス
ト
を
機
縁
と
し
て
、
自

ら
が
心
酔
す
る
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
頂
点
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学

と
、
古
典
の
学
問
の
伝
統
を
、
同
時
代
の
知
識
人
に
、
さ
ら
に
は
後

世
の
人
々
に
も
伝
え
よ
う
と
し
て
、
こ
の
注
解
を
著
わ
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
に
か
け
て

多
く
の
古
典
文
献
が
失
わ
れ
て
い
く
な
か
で
、
幸
運
に
も
生
き
残
っ

た
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
著
作
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
期
待
し
て
い
た
以

上
の
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
解
釈

　

そ
れ
で
は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
が
彼
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』

（
以
下
『
注
解
』
と
略
す
（
に
お
い
て
、Tim

.

の
議
論
の
枠
組
み
と

な
る
主
要
な
概
念
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、Tim

.

解
釈
史
の
中
で
も
、
お
そ
ら
く
最
も
よ
く
知
ら
れ
た

問
題
、
先
に
も
言
及
し
た
「
宇
宙
は
生
成
し
た
」（28b

（
と
語
ら

れ
る
箇
所
に
対
す
る
解
釈
か
ら
始
め
よ
う
。
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
、

宇
宙
の
永
遠
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
論
じ
た
『
注
解
』
第
二
三
節
と
、

魂
の
永
遠
性
を
め
ぐ
る
問
題
を
論
じ
た
第
二
六
節
で
、
こ
の
問
題
に

対
す
る
自
ら
の
立
場
を
、
か
な
り
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。

　

第
二
三
節
で
は
、
神
の
作
品
、
自
然
の
作
品
、
自
然
を
模
倣
す
る

人
間
の
作
品
と
い
う
三
分
法
か
ら
議
論
が
始
ま
り
、
続
い
て
、
自
然

の
作
品
と
神
の
作
品
が
対
比
的
に
語
ら
れ
る
。
自
然
の
作
品
は
時
間

の
中
に
そ
の
起
源
を
も
つ
ゆ
え
、
時
間
の
中
に
そ
の
終
わ
り
が
定
め

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
神
の
作
品
の
起
源
は
把
握
さ
れ
え
な
い
と

言
わ
れ
る
。
自
然
の
作
品
の
起
源
で
あ
る
種
子
（sem

ina

（
に
相

当
す
る
も
の
が
、
神
の
作
品
に
お
い
て
は
原
因
（causae

（
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
神
的
な
摂
理
」（diuinae prouidentiae

（
と
も
言

い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
宇
宙
の
起
源
と
始
ま

り
は
、
時
間
的
な
意
味
で
の
始
ま
り
で
は
な
く
、
原
因
と
し
て
の
起

源
で
あ
る
、
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
が
「
生
じ

た
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
過
去
の
あ
る
一
時
点
に
お
い
て
生
じ
た
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
宇
宙
は
そ
の
存
在
の
原
因
を
神
に
負
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
「
生
じ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
カ
ル
キ

デ
ィ
ウ
ス
は
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
初
期

ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
ク
ラ
ン
ト
ル
に
ま
で
遡
る
、
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
間

で
の
代
表
的
な
解
釈
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
第
二
五
節
で
は
、
感
覚

さ
れ
る
宇
宙
は
、
知
性
の
対
象
で
あ
る
宇
宙
を
範
型
（exem

plum

（
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と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
真
の
意
味
で
は
永
遠
で
は
な
い
が
、

永
遠
な
範
型
の
似
像
と
し
て
、
時
間
的
な
意
味
で
は
過
去
か
ら
未
来

に
か
け
て
常
に
存
在
す
る
、
と
い
う
解
釈
が
語
ら
れ
る
。

　

第
二
六
節
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
魂
は
永
遠
で
あ
る
の
に
、

ど
う
し
てTim.
に
お
い
て
だ
け
、
魂
が
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
。
最
初
の
理
由

は
、
人
間
の
魂
が
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
聞
く
こ
と

で
、
人
々
が
「
人
間
は
古
さ
の
優
越
性
の
点
で
神
と
同
等
で
あ
る
と

思
っ
て
、
至
高
の
神
の
支
配
か
ら
免
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
な

い
た
め
に
」
と
言
わ
れ
る
。
神
的
で
永
遠
な
も
の
の
起
源
は
、
時
間

の
前
後
関
係
で
は
な
く
、
価
値
の
優
劣
と
い
う
点
で
考
察
す
べ
き
だ

と
言
わ
れ
る
。
二
番
目
は
、「
我
々
は
作
り
出
さ
れ
た
作
品
の
権
威

や
創
始
者
を
、
精
神
に
よ
る
秩
序
づ
け
よ
り
も
む
し
ろ
手
（
製
作
技

術
（
に
帰
す
る
の
が
常
で
あ
る
ゆ
え
」
と
言
わ
れ
る
。
三
番
目
は
、

「
大
多
数
の
人
は
自
分
た
ち
の
死
す
べ
き
本
性
か
ら
神
的
な
本
性
を

推
測
し
て
、
す
べ
て
の
も
の
は
生
成
し
、
生
ま
れ
た
も
の
で
な
い
も

の
は
何
一
つ
存
在
し
な
い
と
憶
測
す
る
ゆ
え
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
し

て
、「
そ
の
よ
う
に
教
え
込
ま
れ
て
い
る
人
々
の
心
に
は
、
神
が
あ

た
か
も
製
作
者
（opifex

（
の
よ
う
に
、
何
か
手
や
そ
の
他
の
技
術

の
働
き
に
よ
っ
て
〔
宇
宙
を
〕
構
築
し
た
か
の
よ
う
に
説
明
す
る
以

外
に
は
、
宇
宙
に
は
創
始
者
で
あ
る
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
説
得
す

る
こ
と
は
難
し
い
」
と
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、Tim.

に
お
け
る
神
の

宇
宙
製
作
は
、
過
去
の
一
時
点
に
お
い
て
行
わ
れ
た
事
実
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
宇
宙
は
そ
の
存
在
の
原
因
を
神
に

負
っ
て
い
る
こ
と
を
人
々
に
説
明
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
（
第
二
二
八
節
も
参
照
（。
こ
の
解

釈
も
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
初
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
ク
セ
ノ
ク
ラ

テ
ス
ら
に
始
ま
り
、
後
の
大
多
数
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
に
継
承
さ
れ
た

見
解
で
あ
る
。

　

次
に
は
、
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
「
知
性
」
と
「
宇
宙
の
魂
」
の

関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
カ
ル
キ
デ
ィ

ウ
ス
の
世
界
観
の
要
と
言
っ
て
も
よ
い
、
宇
宙
を
支
配
す
る
神
的
原

理
の
階
層
構
造
が
語
ら
れ
る
第
一
七
六
～
一
七
七
節
が
重
要
で
あ

る
。
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
、
第
一
七
六
節
で
「
運
命
に
つ
い
て
プ
ラ

ト
ン
が
真
理
そ
の
も
の
に
突
き
動
か
さ
れ
て
述
べ
た
こ
と
」
と
し

て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
ま
ず
、
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
宇

宙
そ
の
も
の
は
、
第
一
に
至
高
の
神
に
よ
っ
て
内
包
さ
れ
支
配
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
神
は
、
す
べ
て
の
実
在
と
す
べ
て
の
本
性
の
か
な
た

に
あ
る
、
評
価
と
理
解
の
及
ば
な
い
至
高
の
善
で
あ
る
。
こ
の
神
自

身
は
完
全
性
に
満
た
さ
れ
て
い
て
、
い
か
な
る
仲
間
も
必
要
と
し
て

い
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
こ
の
神
を
求
め
て
い
る
」。

　
「
至
高
の
神
（sum

m
us deus

（」
は
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
哲
学

に
お
け
る
最
高
原
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
神
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る



57

言
葉
は
逐
一
注
釈
に
値
す
る
重
要
な
概
念
だ
が
、
い
ま
は
プ
ラ
ト
ン

『
国
家
』
第
六
巻
の
善
の
イ
デ
ア
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
不
動
の
動

者
と
し
て
の
神
の
観
念
が
融
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て

お
く（

11
（

。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
三
七
節
と
第
二
〇
一
節
で
、

「
至
高
の
神
」
が
明
ら
か
に
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
し
て
の
神
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

宇
宙
支
配
の
第
二
原
理
が
「
摂
理
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
摂
理
が

ヌ
ー
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
ら
に
、
第

二
六
九
節
と
第
二
九
六
節
で
は
、Tim.

に
お
け
る
宇
宙
論
的
な
原
理

で
あ
る
「
必
然
と
知
性
」
が
「
必
然
と
摂
理
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
「
神
の
意
志
」
で
あ
る
「
摂

理
」
を
、
宇
宙
論
的
な
原
理
と
し
て
の
「
知
性
」
と
同
一
視
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
三
の
原
理
は
運
命
で
あ
る
。
第
一
七
七
節
で
は
、
運
命

の
下
位
に
「
宇
宙
の
魂
（anim

a m
undi

（」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、
第
一
四
四
節
と
第
一
五
二
節
で
は
、

「
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た
運
命
」
は
「
宇
宙
の
魂
」
で
あ
る
と
言

明
さ
れ
て
い
る
。「
摂
理
」
と
「
運
命
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
そ

れ
ぞ
れπρόνοια

とεἱμαρμένη

で
、Tim

.

で
も
用
い
ら
れ
て
は
い

る
が
、
さ
ほ
ど
重
要
な
概
念
で
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ

ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
、
と
く
に
「
摂
理
」
は
き
わ
め
て
重
要

な
概
念
で
あ
る
。

　

宇
宙
を
支
配
す
る
原
理
と
い
う
点
で
は
、「
至
高
の
神
」
と
「
摂

理
＝
知
性
」
と
「
運
命
＝
宇
宙
の
魂
」
が
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
な
す

三
つ
の
主
要
な
原
理
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
の
ま
と
め
に
当
た

る
第
一
八
八
節
で
も
、
三
つ
の
原
理
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
運
命
に
当
た
る
第
三
の
原
理
が
「
第
二
の
精
神
も
し
く
は
知
性

と
呼
ば
れ
る
実
在
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
原

理
で
あ
る
摂
理
は
「
第
一
の
精
神
も
し
く
は
知
性
」
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
第
一
七
七
節
で
は
、
宇
宙
の
魂
が
「
第
二
の
精
神
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
の
原
理
は
宇
宙
の
魂
で
も
あ
る
こ

と
に
な
る
。

　

神
的
な
原
理
に
階
層
構
造
を
考
え
る
試
み
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を

待
つ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
に
も
見
ら
れ
る

が
、W

aszink

は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
が
述
べ
て
い
る
の
は
ヌ
メ

ニ
オ
ス
の
説
だ
と
し
て
い
る（

11
（

。
ヌ
メ
ニ
オ
ス
は
、
三
つ
の
神
を
区
別

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
お
け
る
階
層
的
な

三
つ
の
原
理
（
一
者
、
知
性
、
魂
（
に
相
当
す
る
観
念
を
先
取
り
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
史
の
一
般
的
な
理
解
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
ヌ
メ
ニ
オ
ス
が
三
つ
の
神
を
区
別
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
自
体
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
は
な
い（

11
（

。
少
な
く
と

も
、
ヌ
メ
ニ
オ
ス
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
第
一
の
神
と
第
二
の
神

の
区
別
で
、
彼
は
第
一
の
神
か
ら
、
神
の
質
料
に
関
わ
る
側
面
と
も

言
え
る
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
し
て
の
神
を
区
別
し
て
、
第
二
の
神
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と
し
、
第
一
の
神
の
純
粋
性
・
至
高
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。

W
aszink

は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
も
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
を
第
二

の
神
で
あ
る
摂
理
と
同
一
視
し
た
と
考
え
て
い
る
が（

11
（

、
そ
の
よ
う
な

記
述
は
『
注
解
』
の
ど
こ
に
も
な
い
。
少
な
く
と
も
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ

ス
に
は
、
ヌ
メ
ニ
オ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
第
一
の
神
」
か
ら

デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
く
、
デ
ー
ミ

ウ
ー
ル
ゴ
ス
も
「
至
高
の
神
」
の
一
側
面
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ

ス
の
「
至
高
の
神
」
は
、『
国
家
』
第
六
巻
の
善
の
イ
デ
ア
（
あ
ら

ゆ
る
存
在
と
認
識
の
根
拠
（
と
、Tim.
の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
（
宇

宙
の
生
成
と
秩
序
の
原
因
者
（
と
が
統
合
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
が
摂
理
を
宇
宙
論
的
な
知
性
と
同
一
視

し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、W

aszink

は
ヌ
メ
ニ
オ
ス
に
由
来
す
る

と
み
な
し
て
い
る（

11
（

。
確
か
に
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
が
ヌ
メ
ニ
オ
ス
に

基
づ
い
て
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
説
を
紹
介
す
る
第
二
九
六
節
に
お
い
て

も
、「
知
性
と
必
然
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
「
摂
理
と
必
然
」
と

言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
ヌ
メ
ニ
オ
ス
の
説
と
即
断
し
て

よ
い
か
は
疑
問
が
残
る
。
ヌ
メ
ニ
オ
ス
の
他
の
資
料
に
は
「
摂
理
」

と
い
う
語
自
体
が
一
度
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
し
、
第
二
九
六
節
の

文
言
は
ヌ
メ
ニ
オ
ス
か
ら
の
文
字
通
り
の
引
用
で
あ
る
保
証
は
な

く
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
考
え
や
用
語
法
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
可
能

性
が
十
分
あ
る
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
特

定
の
人
物
も
し
く
は
著
書
を
引
き
写
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
先
行

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
統
一
的
な

解
釈
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
は
、
イ
デ
ア
と
神
の
関
係
を
取
り
上
げ
る
。
第
一
の
形
相（

11
（

、

す
な
わ
ち
イ
デ
ア
に
つ
い
て
総
括
的
に
語
る
第
三
九
九
節
で
は
、
イ

デ
ア
は
我
々
に
と
っ
て
の
第
一
の
知
性
対
象
で
あ
る
こ
と
、
物
体
的

事
物
に
と
っ
て
の
尺
度
、
基
準
で
あ
る
こ
と
、
非
物
体
的
実
体
で
あ

り
、
生
成
す
る
も
の
に
と
っ
て
の
原
因
、
範
型
で
あ
る
こ
と
な
ど
、

イ
デ
ア
論
に
お
い
て
お
馴
染
み
の
こ
と
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
「
神
の
完
全
な
る
知
性
活
動
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。「
知
性
活
動
」
と
訳
し
た
語
はintellectus

だ
が
、
こ

こ
で
は
明
ら
か
に
ヌ
ー
ス
で
は
な
く
、
ノ
エ
ー
シ
ス
の
訳
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
他
の
箇
所
（
第
三
〇
四
、三
三
〇
、三
四
二
節
（

で
も
、
イ
デ
ア
は
神
のintellectus

と
言
わ
れ
て
い
る
。
イ
デ
ア

を
神
の
ノ
エ
ー
マ
（
思
惟
内
容
（
と
す
る
観
念
は
古
代
末
期
に
は
か

な
り
一
般
的
に
見
ら
れ
る
が
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
一
貫
し
て
イ
デ

ア
を
神
の
ノ
エ
ー
シ
ス
（
思
惟
活
動
（
と
解
釈
し
て
い
る
。
自
己
完

結
的
な
神
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
で
そ
の
思
惟
の
対
象
は
自
己
の

思
惟
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で（

11
（

、
す
な
わ
ち
、
神
に
お
い
て
は
ノ

エ
ー
シ
ス
と
ノ
エ
ー
マ
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ゆ

え
、
神
の
思
惟
活
動
自
体
が
イ
デ
ア
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
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う
。

　

さ
て
最
後
に
、「
必
然
」
と
「
場
」
の
解
釈
を
見
て
み
よ
う
。
カ

ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
は
第
二
六
八
節
で
、
プ
ラ
ト
ン
は
「
必
然
」
を

ヒ
ュ
ー
レ
ー
と
呼
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
我
々
は
ラ
テ
ン
語
でsilva

と
呼
ぶ
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、ὕλη

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
語
で
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
は
術
語
と
し
て
用
い

て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、ὕλη

は
通
常
ラ
テ
ン
語
で
はm

ateria

と

訳
さ
れ
る
が
、
日
常
語
と
し
て
は
「
森
林
、
木
材
」
を
意
味
す
る
の

だ
か
ら
、silva

の
方
が
直
訳
に
近
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
カ
ル

キ
デ
ィ
ウ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
はsilva
を
「
場
（locus

（」
と
呼
ん

だ
と
し
て
（
第
三
四
四
節
（、「
場
」
を
質
料
と
同
一
視
し
て
い
る
。

こ
れ
もTim.

の
テ
ク
ス
ト
に
は
反
す
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以

来
の
一
般
的
な
解
釈
と
言
え
る
。

　

さ
て
、
以
上
に
見
て
き
た
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
のTim.
解
釈
の
最

大
の
要
点
は
、「
神
」
と
「
イ
デ
ア
」
と
「
知
性
」
と
「
宇
宙
の
魂
」

の
四
者
の
関
係
を
、
階
層
構
造
を
想
定
し
て
整
合
的
に
理
解
し
よ
う

と
試
み
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス

は
、「
神
」
を
頂
点
と
し
て
、「
知
性
」
を
神
の
意
志
で
あ
る
「
摂

理
」
と
解
釈
し
、「
宇
宙
の
魂
」
を
摂
理
に
従
属
す
る
「
運
命
」
と

同
一
視
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
三
者
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
な
し
て
宇

宙
を
支
配
す
る
と
い
う
構
図
を
考
え
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
イ
デ
ア
を

神
の
知
性
活
動
と
し
て
神
に
従
属
さ
せ
、「
知
性
」
の
地
位
に
置
い

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
四
者
の
上
下
関
係
と
役
割
が
整
理
さ
れ
、
理

解
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
宇
宙
論
的
な
「
知
性
」
を
「
摂

理
」
と
し
、「
宇
宙
の
魂
」
を
「
運
命
」
と
す
る
解
釈
に
は
、
カ
ル

キ
デ
ィ
ウ
ス
の
時
代
と
関
心
の
あ
り
よ
う
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
解
釈
は
、Tim.

の
テ
ク
ス
ト
解

釈
と
し
て
は
多
々
問
題
は
あ
る
が
、
一
つ
の
世
界
観
を
提
示
す
る
も

の
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
研
究
は
、

も
っ
ぱ
ら
彼
が
依
拠
し
た
著
者
や
著
作
の
探
索
が
中
心
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
は
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
と
く
に
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
の

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
に
大
き
く
依
拠
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
近
年
は
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の

影
響
を
見
る
こ
と
に
は
懐
疑
的
で
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
の
中
期
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
影
響
下
に
あ
る
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
が
登
場
し
て
か
ら
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
は
、
す
べ
て
新
プ

ラ
ト
ン
主
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の

『
注
解
』
は
、
古
代
末
期
に
も
多
様
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
の
『
注
解
』
は
、

し
ば
し
ば
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
既
存
の
著
作
か
ら
の
無

批
判
な
抜
き
書
き
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
。
先
行
思
想
に
影
響
を
受

け
な
が
ら
も
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
は
彼
な
り
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
に

基
づ
く
一
貫
し
た
哲
学
が
あ
り
、
彼
の
『
注
解
』
は
そ
れ
を
基
調
と
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し
て
、
一
定
の
意
図
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
を
、

申
し
添
え
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
疑
問
に
思
う
こ
と
、Tim.

は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
中
で
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
長
く
特
別
扱
い
さ
れ

て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
お
こ

う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
、
筆
者
に
も
明
確
な
答
え
は

見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
い
く
つ
も
の
要
因
が
複
合
的
に
絡

み
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際Tim.

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
観
点

か
ら
関
心
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ

ス
ト
教
徒
は
、『
創
世
記
』
の
神
の
世
界
創
造
を
理
解
す
る
ヒ
ン
ト

をTim.

に
求
め
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
な

ら
、
形
而
上
学
的
真
理
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
てTim.

を
読
ん
だ
で

あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
錬
金
術
師
な
ら
、
神
の
創
造
を
自
ら
の
手
で
再

現
す
る
た
め
の
秘
密
をTim.

か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
た
か
も
し
れ

な
い
。
自
然
学
者
や
科
学
者
に
と
っ
てTim.

が
関
心
の
対
象
と
な
っ

た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
宇
宙
の
始
ま
り
と
物
質
の
究
極

は
、
科
学
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
永
遠
の
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
伝
統
の
重
み
で
あ
る
。Tim.

は
ま
さ

に
「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
バ
イ
ブ
ル（

11
（

」
で
あ
っ
た
。
長
い
歴
史
の
中
で

大
切
に
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
権
威
が
備
わ
る
。
人
々

は
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
読
み
込
み
、
ま
た
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
着
想
を
汲
み
取
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、Tim.

は
そ
れ
ら
に
応

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
豊
か
な
思
想
的
潜
在
力
を
秘
め
た
書
物

で
あ
っ
た
。

　
　
　
《
注
》

（
１
（　

こ
の
絵
に
は
も
う
一
つTim

.

が
描
か
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の

向
か
っ
て
左
側
に
描
か
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
左
手
の
形
は
、
明
ら
か

にTim.

の
出
だ
し
の
場
面
（「
一
人
、
二
人
、
三
人
、
お
や
四
人
目

は
ど
こ
で
す
か
」（
を
表
し
て
い
る
。

（
２
（　cf. Speusippus fr. 28 Tarán = Ps-Iam

blicus, Theologoum
ena 

Arithm
eticae, p. 83 de Falco.

（
３
（　cf. Sim

plicius, In C
ael., pp. 303 -304 H

eiberg.

（
４
（　cf. Proclus, In Tim., I p. 76 D

iehl.

（
５
（　cf. Ibid., I p. 76, 277 D

iehl.

（
６
（　cf. Plutarchus, M

or. 1012F
-1013A

.

（
７
（　H

. Bonitz, Index Aristotelicus （Berlin 1870

（, p. 598

に
よ
れ

ば
四
九
箇
所
。
二
番
目
に
多
い
の
は
『
国
家
』
へ
の
言
及
で
、
三
九

箇
所
。

（
８
（　cf. D

e philosophia, fr. 18 -20 Ross; D
e C

ael. I 10 -12, III 2, 
300b16 -26; Phys. V

III 1, 251b17 -28; M
etaph. Λ

 6, 1071b33 -
1072a5.

（
９
（　cf. M

etaph. A
 6, 988a7 -17.
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（
10
（　cf. D

e C
ael. I 2 -3, III 2, 7; D

e G
en.  et C

orr. I 2, III 5.
（
11
（　cf. Phys. IV

 2, 209b11 -12.
（
12
（　cf. A

. J. Festugière, La Révélation d’H
erm

ès Trism
égiste 

vol.2 （Paris 1954

（, pp. 153 -195.

（
13
（ 　

Theaet. 176b. cf. Resp. 613a -b; Tim. 90a -d.

（
14
（　cf. Stobaeus, Eclogae, II p. 49 W

achsm
uth.

（
15
（　cf. M

. Baltes, Tim
aios Lokros: Ü

ber die N
atur des K

osm
os 

und der Seele （Leiden 1972

（, pp. 22 -26.

（
16
（　

こ
の
時
代
に
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
を
著
し
た
と
さ
れ
る
人
物

は
以
下
の
と
お
り
（
疑
わ
し
い
者
も
含
む
（。
エ
ウ
ド
ロ
ス
、
ア
ド

ラ
ス
ト
ス
、
タ
ウ
ロ
ス
、
ア
ル
ビ
ノ
ス
、『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
注
解
』

の
無
名
著
者
、
ヌ
メ
ニ
オ
ス
、
ア
ッ
テ
ィ
コ
ス
、
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ

オ
ン
、
セ
ウ
ェ
ル
ス
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
ガ
レ
ノ
ス
。

（
17
（　cf. N

um
enius fr. 24 des Places.

（
18
（　cf. N

um
enius fr. 1a, 8, 17 des Places.

（
19
（　cf. E. R. D

odds, “T
he Parm

enides of Plato and the O
rigin 

of the N
eoplatonic O

ne”, C
lassical Q

uarterly 22 
（1928

（, pp. 
129 -142.

（
20
（　cf. J. H

. W
aszink, Tim

aeus a C
alcidio translatus 

com
m

entarioque instructus 

（London and Leiden 1962, 2nd 
ed. 1975

（, pp. IX
-X

V
II.

（
21
（　

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
の
注
解
全
体
の
構
成
と
執
筆
意
図
に
つ
い
て

は
、
拙
論
「『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』
に
お
け
る
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス

の
意
図
と
構
想
」『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
九
八
号
（
二
〇
一
〇
年
（

三
七
―
五
一
頁
参
照
。

（
22
（　

カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
神
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
デ
ー
ミ

ウ
ー
ル
ゴ
ス
の
変
容
―
カ
ル
キ
デ
ィ
ウ
ス
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
注
解
』

に
お
け
る
神
―
」『
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
セ
ミ
ナ
ー
論
集
』
第
一
二
巻

（
二
〇
一
五
年
（
三
三
―
四
六
頁
参
照
。

（
23
（　cf. W

aszink, op. cit., p. LX
, adn. ad pp. 212, 21 -213, 6.

（
24
（　

ヌ
メ
ニ
オ
ス
の
神
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ヌ
メ
ニ

オ
ス
に
お
け
る
神
」『
西
洋
古
典
研
究
会
論
集
』
第
一
二
号

（
二
〇
〇
三
年
（
一
七
―
三
二
頁
参
照
。

（
25
（　cf. W

aszink, op. cit., adn. ad p. 74, 11 -12.

（
26
（　cf. Ibid., pp. X

L
-X

LI, adn. ad p. 205, 4.

（
27
（　
「
第
一
の
形
相
」
が
質
料
と
は
独
立
し
て
存
在
す
る
永
遠
不
変
の

イ
デ
ア
で
あ
る
の
に
対
し
、
い
わ
ば
質
料
に
内
在
す
る
形
相
が
「
第

二
の
形
相
」
で
、「
生
成
し
た
形
相
」「
可
滅
的
な
形
相
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
。『
注
解
』
第
三
三
〇
、三
三
七
、三
四
三
、三
四
四
節
参

照
。

（
28
（　cf. A

lcinous, D
idaskalikos, ch. 9, H

 163, 14 -17.

（
29
（　cf. A

rist., M
etaph. Λ

 9, 1074b33 -35; A
lcinous, op. cit., ch. 

9, H
 163, 30 -31, ch. 10, H

 164, 29 -31.

（
30
（　cf. W

. Jaeger, G
nom

on 27 （1955

（, p. 574.


