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本
書
は
、
筆
者
が
そ
の
都
度
、
機
縁
を
え
て
著
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
哲
学
関
係
の
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
、
と
く

に
バ
ト
ラ
ー
の
『
物
質
＝
問
題
と
な
る
身
体
』
を
あ
つ
か
っ
た
箇
所
は
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。
他
の
諸
章
は
も
と
も
と
独
立
し
た
論
考
で

あ
り
、
た
ま
た
ま
こ
れ
ま
で
の
私
の
著
作
に
未
収
録
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
諸
章
は
、
一
冊
の
書
物
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭

に
お
か
れ
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
本
書
の
と
り
ま
と
め
に
あ
た
っ
て
も
、
基
本
的
な
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
箇
所
は
あ
る
が
、
多
く
の

部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
元
の
論
文
の
ス
タ
イ
ル
を
残
し
て
あ
る
。

　

と
は
い
え
こ
れ
は
筆
者
の
、
ほ
ぼ
三
〇
年
に
わ
た
る
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
と
い
う
領
域
を
巡
っ
て
書
か
れ
た
思
考
の
軌
跡
で
も
あ
る
。

『
生
命
と
身
体
』
と
い
う
、
い
さ
さ
か
お
お
げ
さ
な
書
名
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
も
、
そ
う
し
た
筆
者
の
思
考
の
理
路
を
提
示
す

る
の
に
、
も
っ
と
も
適
し
た
も
の
だ
と
お
も
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
四
つ
の
部
に
区
切
っ
て
い
る
が
、
お
お
ま
か
に
は
、
冒
頭
か
ら
年
代
を
遡
り
つ
つ
論
文
が
配
置
さ
れ

て
も
い
る
。
こ
う
し
た
四
つ
の
部
の
テ
ー
マ
設
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
「
身
体
と
生
命
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
焦
点
化
す
る
も

の
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅰ
部
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
身
体
」
は
、
い
わ
ば
身
体
生
命
論
の
現
在
型
で
あ
る
。
と
り
あ
げ
ら
れ
る
バ
ト
ラ
ー
、
グ
ロ
ス
、
そ
の
上

世
代
の
イ
リ
ガ
ラ
イ
な
ど
は
す
で
に
一
九
八
〇
年
代
以
前
か
ら
活
躍
し
て
い
る
の
だ
が
、
生
命
や
身
体
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
理
論

的
な
水
準
で
、
包
括
的
に
理
解
す
る
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
日
本
に
お
い
て
は
近
年
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
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が
、
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
か
た
ち
で
人
種
論
、
障
害
論
、
動
物
論
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
政
治
の
理
論
に
む
す
び
つ
け
ら

れ
て
い
く
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
化
さ
れ
た
「
フ
レ
ン
チ
・
ス
ク
ー
ル
」
の
思
考
で
あ
る
と
も

い
え
る
。

　

た
だ
し
今
回
は
、
こ
う
し
た
「
進
む
べ
き
先
」
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
の
グ
ロ
ス
の
論
考
で
触
れ
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
。
一
連
の
イ
ン

タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
思
考
は
、
世
界
水
準
に
お
い
て
も
現
在
進
行
形
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
身
体
の
自
然
性
や
「
唯
物
論
性
」、

生
態
系
的
展
開
な
ど
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
強
く
関
心
を
ひ
く
。
本
来
で
あ
れ
ば
、「
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
」
の
議
論
に
火
を

つ
け
た
ハ
ラ
ウ
ェ
イ
や
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
な
身
体
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
に
も
押
さ
え
る
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
な
ど
の
仕
事
も
、
こ
こ
で
総

合
的
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、「
今
後
の
」
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
領
域
が
、
一
面
で
は
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
特
異
な
生
殖
論
と
関
連
も
し
、
そ
れ
自
身
が
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
い
る
事
実
の
一
端
が
示
せ
れ
ば
と
お
も

う
。

　

第
Ⅱ
部
の
「
動
物
と
人
間
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
に
お
い
て
明
確
に
な
っ
た
、
人
間
身
体
の
「
動
物
性
」
に
焦
点
を
当
て
る
も
の

で
あ
る
。
デ
リ
ダ
後
期
の
動
物
論
や
、
フ
ー
コ
ー
後
期
の
生
政
治
論
は
、
そ
も
そ
も
「
人
間
」
と
い
う
近
代
的
構
成
物
を
解
体
し
た
「
あ

と
」
や
、
そ
の
「
境
界
」
の
向
こ
う
側
に
何
が
た
ち
現
れ
る
の
か
を
ひ
と
つ
の
論
点
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な

い
が
、
そ
れ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
「
動
物
に
な
る
こ
と
」
と
も
連
関
し
、「
動
物
性
」
こ
そ
が
人
間
の
あ
り
方
を
掘
り
崩
す
も
の

と
し
て
、
現
代
思
想
に
お
い
て
ひ
き
た
て
ら
れ
て
き
た
流
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
の
、
生
態
系
的
な
思
想
の
探
究
に
つ
な
が
る
し
、
ま
た

生
命
科
学
や
脳
科
学
が
お
お
き
な
進
展
を
と
げ
る
二
一
世
紀
の
思
考
に
も
む
す
び
つ
く
。
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
論
者
が
、
一
面
で
は
レ

ト
リ
カ
ル
な
要
素
を
含
め
つ
つ
「
人
間
を
解
体
す
る
」
と
主
張
し
た
内
実
が
、
今
や
具
体
的
に
進
行
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
も

本
来
書
か
れ
る
べ
き
は
生
態
系
論
・
動
物
論
・
脳
論
の
将
来
で
あ
り
、
政
治
や
倫
理
へ
の
展
開
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代

思
想
が
そ
う
し
た
「
方
向
性
」
を
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
示
す
こ
と
が
重
要
に
お
も
え
た
。

　

第
Ⅲ
部
の
「
生
の
哲
学
」
は
、
上
記
の
議
論
に
か
か
わ
る
「
生
の
哲
学
」
の
論
者
と
し
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
お
よ
び
ド
ゥ
ル
ー
ズ
等
の
論
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じ
る
個
別
の
テ
ー
マ
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
人
類
学
、
テ
ク
ネ
ー
、
記
憶
と
い
っ
た
問
題
が
（
筆
者
自
身
も
あ
ま

り
意
識
し
な
い
う
ち
に
）
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
た
ち
現
れ
て
い
る
。
一
連
の
議
論
は
、
と
り
わ
け
近
年
の
も
の
と
し
て
は
拙
著
の
『
バ
ロ

ッ
ク
の
哲
学

―
反
―
理
性
の
星
座
た
ち
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
）
に
執
筆
し
た
思
想
史
的
作
業
と
連
関
し
て
お
り
、
参
照
願
え
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

　

第
Ⅳ
部
は
、
す
で
に
三
〇
年
も
昔
の
論
考
を
含
む
、
自
己
の
思
考
の
端
緒
と
な
っ
た
論
考
群
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
お
も
に
現
象
学
的

身
体
論
で
あ
り
、
筆
者
が
八
〇
年
代
に
大
学
で
学
ん
で
い
た
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
思
想
状
況
と
一
致
し
も
す
る
。
現
象
学
的
身
体
論

は
、
身
体
や
生
命
の
議
論
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
と
し
て
原
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
思
想
は
、

今
と
な
っ
て
は
古
め
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
も
す
る
。
た
だ
し
、
現
象
学
的
な
論
点
が
、
二
一
世
紀
的
な
諸
議
論
の
な
か
で
再
び
生
か
し
な

お
さ
れ
る
こ
と
は
、
近
年
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
も
ち
い
ら
れ
方
を
み
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

と
い
う
媒
介
項
を
経
て
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
諸
領
域
に
影
響
を
与
え
な
お
し
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
と

い
っ
た
現
代
思
想
以
前
の
思
考
は
、
一
周
巡
っ
て
現
代
の
最
前
線
に
お
い
て
必
要
視
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
し
た
意
義
を
期
待
し

つ
つ
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
採
録
し
た
。

　

以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
「
中
間
報
告
」
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
は
、
二
一
世
紀
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
化
の

波
の
な
か
で
、「
フ
ラ
ン
ス
語
圏
」
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
、
様
々
な
領
域
に
拡
散
し
、
膨
大
な
ア
イ
デ
ア
を
供
給
し
て
い
る
。
私
が
残

り
の
人
生
で
そ
れ
ら
に
ど
こ
ま
で
追
い
つ
き
、
さ
ら
に
自
分
の
思
考
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
う
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
フ
ラ
ン

ス
現
代
思
想
は
、
実
は
現
時
点
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
「
と
ば
口
」
に
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
触
を
も

ち
も
す
る
。「
現
代
思
想
」
と
い
う
、
も
と
も
と
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
今
の
思
想
」
を
示
す
言
葉
が
、
一
九
六
〇
年
代
を
中
心
と
し
た
ド

ゥ
ル
ー
ズ
・
フ
ー
コ
ー
・
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
「
専
有
」
さ
れ
た
こ
と
が
意
味
す
る
こ
と
も
そ
れ
に
か
さ
な
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
す
で

に
主
著
の
刊
行
か
ら
半
世
紀
た
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
生
誕
百
年
が
近
い
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
も
は
や
「
古
典
哲
学
」
で
あ
る
。
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私
が
こ
れ
ら
の
思
想
に
向
き
あ
っ
て
き
た
三
〇
年
間
は
、
そ
う
し
た
「
現
代
思
想
」
の
「
古
典
化
」
が
は
か
ら
れ
る
と
い
う
、
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
の
よ
う
な
時
代
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
そ
こ
で
は
「
当
代
流
行
り
の
思
想
」
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
読
解
で
は
な
く
、
二
一
世
紀
思

想
を
準
備
す
る
そ
れ
ら
が
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
、
ま
さ
に
解
放
さ
れ
て
く
る
作
業
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。「
古
典
化
」
と
は
、

予
想
も
で
き
な
い
思
考
が
で
て
く
る
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
を
描
く
こ
と
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
「
未
来
の
無
限
の
拡
が
り
」
が
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
重
要
性
を
も
っ
て
視
界
に
入
っ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
書
物
は
、

ま
さ
に
「
折
り
返
し
」
の
「
中
間
報
告
」
な
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
が
「
こ
れ
か
ら
だ
」、
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
実
際

に
は
、「
こ
れ
か
ら
だ
」
と
い
っ
て
い
る
う
ち
に
私
自
身
の
生
は
尽
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
何
ひ
と
つ
問
題
で
は
な
い
。
書
か
れ

た
も
の
は
、
見
知
ら
ぬ
者
、
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
世
で
生
を
と
も
に
し
な
い
他
者
に
、「
こ
れ
か
ら
だ
」
と
い
う
声
を
ひ
き
つ
ぐ
こ
と
で

も
あ
る
。
こ
こ
で
の
乏
し
い
成
果
が
、
そ
う
し
て
「
誰
か
」
に
つ
な
が
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
、
た
だ
願
う
の
み
で
あ
る
。


