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鶴
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ヴ
ィ
ッ
チ
著

『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
—
ー
ー
無
意
識
の
ス
ト
ア
主
義
の

考
察
|
|
』

原
著
の
題
目
は

N
a
t
h
a
l
i
e
F
r
i
e
d
e
n
-
M
a
r
k
e
v
i
t
c
h
,
 L
a
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 

d
e
 B
e
r
g
s
o
n
.
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u
 
s
u
r
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翌
s
m
e
inconscient, 
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U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
s
 F
r
i
b
o
u
r
g
 Suisse, 1
9
8
2

で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ス

ト
ア
主
義
と
い
う
一
見
奇
妙
な
取
合
せ
に
よ
っ
て
本
書
が
目
ざ
す
の
は
、
比

較
や
影
響
の
研
究
で
は
な
く
、
「
実
在
へ
の
基
本
的
に
似
か
よ
っ
た
ア
プ
ロ

ー
チ
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
」
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
実
在
の
内
に
―
つ
の
調

和
、
共
通
の
活
力
と
源
を
打
ち
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
生
け
る
全

体
と
見
る
一
元
論
・
ヴ
ィ
タ
リ
ス
ム
・
カ
動
論
が
ス
ト
ア
哲
学
の
特
性
で
あ

る
。
人
間
は
ま
ず
世
界
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
内
部
か
ら
認
識

し
、
発
見
さ
れ
た
調
和
へ
と
自
ら
の
行
動
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し

て
人
間
が
世
界
か
ら
区
別
さ
れ
得
な
い
か
ぎ
り
、
論
理
学
・
自
然
学
・
倫
理

学
も
ま
た
区
別
さ
れ
得
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
、
現
実
を
何
よ

り
も
そ
の
運
動
性
と
一
性
の
内
で
見
る
視
座
が
時
代
を
越
え
て
影
響
も
な
く

現
れ
た
と
き
、
著
者
は
こ
れ
を
「
無
意
識
の
ス
ト
ア
主
義
」
と
呼
ぶ
の
で
あ

る
が
、
本
書
は
こ
の
思
考
構
造
が
「
い
か
に
人
間
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の

で
あ
る
か
」
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ゼ

ノ
ン
と
同
様
に
、
拡
大
し
つ
つ
あ
る
世
界
の
中
で
社
会
的
・
政
治
的
不
安

の
支
配
す
る
時
代
に
あ
っ
て
自
然
と
の
結
合
を
提
起
し
、
人
間
を
社
会
集
団

と
の
断
絶
か
ら
救
い
出
そ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
ス
ト
ア
学
徒
な
の
で
あ

る。
ペ
ル
ク
ソ
ン
と
ス
ト
ア
と
の
類
比
が
本
書
で
も
最
も
明
白
な
の
は
、
両
者

の
原
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ー
ル
が
言
う
ま
で
も
な
く
ス

ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ス
ト
ア
に
と
っ
て
活
動
す
る
も

の
は
す
べ
て
物
体
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
プ
ネ
ウ
マ
も
ま
た
物
体
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
概
念
の
物
質
と
見
る
べ
き
で
は

な
い
。
世
界
を
生
成
進
化
し
発
展
す
る
も
の
と
し
て
見
る
ス
ト
ア
の
原
理
で

あ
る
プ
ネ
ウ
マ
は
す
べ
て
の
変
化
の
原
理
で
あ
り
、
自
ら
も
動
く
原
理
で
あ

る
。
両
者
の
原
理
は
ニ
ネ
ル
ギ
ー
的
存
在
、
活
動
的
で
創
造
的
な
存
在
で
あ

る
。
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ー
ル
が
す
べ
て
の
生
の
源
で
あ
り
、
す
べ
て
を
鼓
舞

す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
息
」
は
物
体
に
生
気
を
吹
き
込
む
。
こ
の
個
性
化
の

原
理
で
あ
る
生
命
の
運
動
、
求
心
的
運
動
と
共
に
、
こ
れ
に
対
す
る
物
質
の

運
動
、
遠
心
的
運
動
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
り
、
こ
の
対
立
の
中
間
項
を
な
す
の

が
緊
張
で
あ
り
、
ト
ノ
ス
で
あ
る
。
緊
張
は
倫
理
的
生
活
に
お
い
て
は
努
力

で
あ
る
。
結
果
の
中
に
原
因
以
上
の
も
の
を
生
む
努
力
は
、
人
間
を
高
め
る

因
果
性
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
同
様
に
、
ト
ノ
ス
は

存
在
を
一
体
化
し
、
存
在
が
無
分
別
な
行
動
へ
と
分
散
す
る
の
を
妨
げ
る
倫

理
的
努
力
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
も
ス
ト
ア
に
と
っ
て
も
緊
張
は

物
質
と
生
命
と
の
媒
介
項
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
生
命
の
物
質
へ
の
適

合
が
説
明
さ
れ
得
な
い
、
世
界
の
一
元
論
的
理
論
に
お
け
る
中
心
的
概
念
と

な
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
類
比
が
、
本
書
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
各
主
要
著
作
に
つ
い
て
、

そ
の
年
代
順
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
細
部
を
追
っ
て
煩
雑
な

要
約
と
な
る
こ
と
を
避
け
、
こ
こ
で
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究
の
立
場
か
ら
私

評
を
加
え
て
お
く
な
ら
ば
‘
こ
の
比
較
研
究
は
二
つ
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
そ
の
一
っ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
ス
ト
ア
哲
学
の
諸
問
題

に
突
き
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
長
•
発
展
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
元
論
の
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
ス
ト
ア
の
ロ
ゴ
ス
が
唯
物
論
と
観
念
論

と
が
交
錯
す
る
要
素
を
持
つ
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
一
元
論
は
そ
の
著
作

に
よ
っ
て
発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に

関
す
る
試
論
』
が
持
続
の
み
を
実
在
と
し
、
外
界
も
ま
た
私
に
お
け
る
持
続

と
す
る
点
で
、
唯
我
論
的
で
観
念
論
的
な
モ
メ
ン
ト
を
示
す
の
に
対
し
、

『
物
質
と
記
憶
』
は
事
物
の
持
続
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
一
方
で
は

持
続
の
程
度
の
分
析
に
よ
っ
て
、
ー
つ
の
実
在
の
物
質
性
と
精
神
性
と
の
中

間
項
と
し
て
の
緊
張
の
概
念
を
設
け
る
と
と
も
に
、
他
方
で
新
た
に
、
世
界

と
知
覚
（
意
識
）
と
の
二
元
論
の
中
で
‘
―
つ
の
極
で
あ
る
純
粋
知
覚
に
お

い
て
世
界
と
意
識
と
が
一
致
す
る
と
い
う
実
在
論
的
な
モ
メ
ン
ト
が
現
れ
る
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
に
続
く
著
作
で
乗
り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
モ
メ
ン
ト
で
あ

る
。
ま
ず
『
創
造
的
進
化
』
は
物
質
、
精
神
と
そ
の
両
者
の
関
係
の
発
生
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
物
質
は
生
命
が
そ
の
運
動
の
中
で
自
ら
を
高
め
る
た
め

の
障
害
と
し
て
自
ら
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
知
性
が
物
質
を
捉

え
る
の
は
、
生
命
が
こ
の
自
ら
の
運
動
を
知
る
た
め
に
知
性
を
も
同
時
に
産

出
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
精
神
の
無
限
と
い
う
『
試
論
』
の

結
論
は
新
た
に
肯
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』

で
は
、
自
己
の
ニ
ラ
ン
を
伝
え
る
こ
と
で
人
間
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
愛
に

よ
っ
て
初
め
て
示
さ
れ
る
、
生
命
の
本
源
的
な
一
性
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
原
理
的
な
一
元
論
に
対
し
て
、
前
期
二
著
作
の
一
元
論
は
方

法
と
し
て
存
す
る
の
だ
と
著
者
は
言
う
。

自
由
の
概
念
も
ま
た
進
歩
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
『
試
論
』

、
、
、

に
お
い
て
自
発
性
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
心
理
的
な
、
す
な
わ
ち
個
人
の

、
、
、
、

領
域
に
と
ど
ま
る
自
由
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
の
不
決
定
性
の
分
析
に
よ
っ

て
普
遍
化
さ
れ
る
と
い
う
。
意
志
の
不
決
定
性
と
物
質
の
決
定
性
と
の
問
に
、

自
由
は
す
べ
て
の
生
物
に
程
度
の
差
を
も
っ
て
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
く

し
て
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
、
他
の
諸
実
在
に
対
す
る
人
間
の
優
位
は

確
定
す
る
。
『
二
源
泉
』
に
至
っ
て
は
、
人
間
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
自
由

と
は
な
ら
ず
、
物
質
の
抵
抗
を
超
え
る
神
秘
家
の
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。
と

も
あ
れ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
自
由
は
、
全
存
在
者
を
―
つ
の
原
理
に
結
び
つ
け

る
一
元
論
的
な
要
求
の
中
で
悪
（
物
質
）
か
ら
独
立
す
る
た
め
に
源
（
ロ
ゴ

ス
、
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
）
に
依
存
す
る
と
い
う
。
ハ
ラ
ド
ク
ス
を
含
む
点

に
お
い
て
、
ス
ト
ア
的
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
著
の
比
較
研
究
の
第
二
の
成
果
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
全
体

と
、
論
理
学
·
認
識
論
•
自
然
学
・
倫
理
学
の
一
貫
し
た
体
系
で
あ
る
ス
ト

ア
の
そ
れ
と
の
類
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
体
系
的
構
造
に
光
を
当
て
得
る
こ
と

で
あ
る
。
背
景
に
一
な
る
原
理
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
捉
え
る
認
識
が
倫
理
的

行
為
に
直
結
す
る
。
著
者
は
ペ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
を
そ
う
し
た
人
間
中
心
的
な

哲
学
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
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本
書
は
『
笑
い
』
等
に
見
ら
れ
る
芸
術
論
的
断
片
の
分
析
に
一
章
を
割
い

て
い
る
。
特
殊
な
認
識
が
問
題
と
な
る
。
通
常
の
認
識
で
は
実
在
と
我
々
と

の
間
に
知
性
に
よ
る
覆
い
が
介
入
す
る
が
、
芸
術
的
認
識
は
、
こ
の
習
慣
的

な
非
人
格
性
を
取
り
壊
し
て
、
対
象
と
同
時
に
我
々
自
身
を
発
見
さ
せ
る
。

ス
ト
ア
の
世
界
が
ロ
ゴ
ス
と
物
質
と
の
戦
い
で
あ
る
よ
う
に
、
ペ
ル
ク
ソ
ン

に
と
っ
て
芸
術
は
芸
術
家
の
運
動
の
単
一
性
と
そ
の
表
現
の
多
数
性
と
い
う

物
質
と
の
妥
協
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
に
満
ち
た
世
界
が
美
し
い
よ
う
に
、
物
質

を
忘
れ
さ
せ
る
作
品
が
傑
作
で
あ
る
。
こ
う
し
て
芸
術
家
は
そ
の
特
殊
な
認

識
形
式
と
教
育
者
的
性
格
に
よ
っ
て
ス
ト
ア
の
賢
者
に
比
せ
ら
れ
る
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
ス
ト
ア
の
共
通
点
は
、
世
界
の
中
で
の
人
間
の
位
置
を
あ
ら
ゆ
る

形
式
の
認
識
の
分
析
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

『
創
造
的
進
化
』
で
は
、
宇
宙
に
現
前
す
る
精
神
的
活
力
の
認
識
が
問
題

で
あ
る
。
ス
ト
ア
学
徒
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
両
者
に
あ
っ
て
は
、
対
象
で
あ
る

生
命
と
と
も
に
そ
れ
の
認
識
の
問
題
が
乎
行
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
直
観
は

実
在
の
内
部
へ
我
々
を
入
り
込
ま
せ
る
―
つ
の
共
感
で
あ
り
、
共
感
で
あ
る

が
故
に
、
我
々
に
と
っ
て
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
調
和
か
ら
生
ま

れ
る
。
こ
の
意
味
で
直
観
は
、
外
的
対
象
に
よ
る
魂
の
固
有
な
内
的
緊
張
の

変
容
で
あ
る
ス
ト
ア
の
「
概
念
的
表
象
」
に
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
あ
っ
て
直
観
は
、
同
一
性
を
求
め
る
知
性
の
利
害
的
認
識
か

ら
区
別
さ
れ
る
無
差
別
的
な
認
識
と
し
て
、
対
象
の
個
性
の
み
を
捉
え
る
も

の
と
な
る
が
、
こ
の
直
観
と
知
性
と
の
区
別
を
、
著
者
は
ス
ト
ア
に
よ
る
ニ

つ
の
モ
ラ
ル
ー
ー
実
は
二
つ
の
認
識
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
|
ー
す
な
わ
ち

賢
者
と
一
般
人
の
モ
ラ
ル
の
区
別
に
た
と
え
て
い
る
。

本
書
の
概
要
を
、
そ
の
試
み
の
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
観
点
か

ら
紹
介
し
て
き
た
が
、
『
二
源
泉
』
の
分
析
こ
そ
が
、
そ
れ
が
ペ
ル
ク
ソ
ン

の
最
後
の
著
作
で
あ
り
、
倫
理
を
正
面
か
ら
扱
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
重

の
意
味
で
、
本
書
の
結
論
的
性
格
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
道
徳
と
宗
教
と
の
区
別
よ
り
も
静
的
な
も
の
と
動

的
な
も
の
と
の
区
別
を
重
視
す
る
。
運
動
性
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
捉
え
ら
れ
得
る
新
し
い
区
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
、
他
の
著
作
に
見
ら

れ
る
二
分
法
を
そ
の
ま
ま
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
、
本
能
と

知
性
の
社
会
的
役
割
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
物
質
と
生
命
、
知
性
と

直
観
と
い
う
区
別
と
は
趣
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
は
『
二
源

泉
』
に
は
三
つ
の
水
準
の
分
析
が
あ
る
と
考
え
る
。
―
つ
は
知
性
以
下
の
水

準
で
あ
り
、
本
能
‘
閉
じ
た
道
徳
、
静
的
宗
教
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
第
二
は

直
観
、
神
秘
家
、
英
雄
の
超
知
性
的
な
水
準
で
あ
り
、
そ
し
て
第
三
に
、
そ

の
両
者
の
間
に
、
た
い
て
い
の
人
間
が
位
置
す
る
、
知
性
的
な
社
会
的
道
徳

の
水
準
が
存
す
る
。
一
方
は
本
能
的
傾
向
、
他
方
は
深
い
情
動
と
い
う
、
ど

ち
ら
も
非
理
性
的
な
も
の
か
ら
生
ま
れ
る
、
本
来
は
全
く
異
な
る
道
徳
を
混

合
さ
せ
る
の
は
、
閉
じ
た
道
徳
を
正
当
化
し
て
社
会
的
な
も
の
と
し
た
り
、

開
か
れ
た
道
徳
を
表
現
し
た
り
す
る
知
性
の
働
き
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
二

つ
の
道
徳
の
混
合
し
た
領
域
に
、
図
式
的
な
二
元
論
の
超
克
を
捉
え
る
こ
と

を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
本
性
の
異
な
る
二
つ
の
道
徳
の
間
に
、
程
度
の
差

に
よ
る
連
続
性
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ス
ト
ア
に
よ
る
賢
者
と
愚
者
と
の

問
に
も
中
間
的
モ
ラ
ル
が
存
在
す
る
よ
う
に
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ス
ト
ア
と
が

共
に
重
視
す
る
の
は
現
実
の
社
会
生
活
で
あ
る
。
開
か
れ
た
道
徳
が
表
面
的
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で
社
会
的
な
自
我
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
と
は
い
え
、
社
会
は
聖
人
、
英
雄
が

避
け
る
べ
き
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
彼
ら
は
社
会
に
帰
り
、
他
の

人
問
を
進
歩
へ
と
鼓
舞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
を
表
現
し
得
る
の
で

あ
る
。以

上
が
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
と
ス
ト
ア
哲
学
と
の
膨
大
な
資
料
に
基
づ
く
労

作
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
に
ス
ト
ア
哲
学
へ
の
論
及

が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
に
は
、
哲
学
史
研
究
の
上
で
の
評
価
は
期
待
で
き
な

い
も
の
の
、
一
元
論
的
原
理
を
背
景
に
認
識
論
と
倫
理
学
と
が
直
結
す
る
と

い
う
著
者
の
ベ
ル
ク
ソ
ソ
解
釈
が
明
示
さ
れ
る
点
で
、
主
張
の
一
貫
し
た
著

作

と

言

え

よ

う

。

（

博

士

課

程

学

生

）




