
〈
研

究

論
文

１

〉

ト
マ
ス
・
テ
イ
ラ
ー
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
受
容
に
関
し
て

―
―
E
ｎ
ｎ
．
　
Ｉ
,
　
６
,
 
[
1
]
に
お
い
て
―
―

序

ト
マ
ス
ー
テ
イ
ラ
ー
（
T
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｔ
ａ
ｙ
ｌ
ｏ
ｒ
，
　
|
七
五
八
～
一
八
三
五
年
）
　
は
、

古

代

ギ

リ

シ

ャ

哲

学

を

産

業

革

命

下

の

英

国

に

お

い

て

翻

訳

、

お

よ

び

論

文

と

い

う

か

た

ち

で

紹

介

し

た

人

物

で

あ

る

。

テ

イ

ラ

ー

の

古

代

ギ

リ

シ

ャ

哲

学

に

対

す

る

深

い

理

解

は

銘

記

す

べ

き

で

あ

る

が

、

そ

れ

は

、

新

プ

ラ

ト

ン

主

義

の

体

系

を

通

し

て

の

も

の

で

あ

っ

た

。

彼

は

若

い

時

期

か

ら

数

学

へ

の

関

心

に

誘

わ

れ

て

古

代

ギ

リ

シ

ャ

の

知

恵

に

触

れ

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

、

プ

ラ

ト

ン

を

学

ん

で

い

っ

た

。

そ

れ

か

ら

ま

も

な

く

、

い

わ

ゆ

る

古

代

ギ

リ

シ

ャ

哲

学

を

、

あ

る

意

味

で

総

括

し

た

人

物

と

出

会

う

。

そ

の

人

物

が

プ

ロ

テ
ィ
ノ
ス
（
Ｐ
１
０
ｔ
i
n
o
s
，
二
〇
五
～
二
七
〇
）
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
オ

ル

ペ

ウ

ス

教

、

ピ

ュ

タ

ゴ

ラ

ス

か

ら

の

思

想

の

流

れ

を

汲

ん

だ

哲

学

を

語

っ

て

い

る

。

そ

し

て

こ

の

哲

学

が

プ

ロ

ク

ロ

ス

（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｋ
ｌｏ
ｓ

，　
ｃ
ａ

．
四

一
〇

～
四

三
　
宅
　
　
　

浩

八
五
）
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
テ
イ

ラ
ー
は
プ

ロ
テ

ィ
ノ

ス
と
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
出
会
い
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
に
お
け
る
半
数
の
論
文

（
二
七

編
）

を
英
訳
し
、
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
注
等
を
付
け
て
い
る
。

テ
イ

ラ
ー
は
在
世
当
時
、
英
国
に
お
け
る

ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
に
、
少

な
か
ら

ぬ
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
を
通
し
て
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思

想

が
、
詩
人

た
ち

の
詩
作
に
お
い
て
有
力
な
源
泉
の
ひ
と
つ
と
な
り
得
た
、

と

と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
英
国
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
が

提
出
し

た
作
品
の
豊
か
さ
は
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思

想
を
通
じ
て

の
も
の
だ

と
も

い
え
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の
主
要

な
関
心
は
、
テ
イ
ラ

ー
が
ど
の
よ

う
に
プ

ロ

テ

ィ
ノ

ス
を
受
容
し
て
い
る
か
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

の
論
文
を
、
弟
子
の
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
が
集
め
て
整
理
し
た
『
エ
ネ
ア
デ

ス
』
の
中
か
ら
、
テ
イ

ラ
ー
が
英

訳
す

る
上
で
重
要

だ
と
思

わ
れ

る
論
文
を

イノス受 容に 関してトマ ス・ テイ ラーにおけ るプロテ29



取

り

上

げ

、

両

者

を

比

較

し

つ

つ
、

テ

イ

ラ

ー

特

有

の

受

容
が

見

ら

れ

る
箇

所

を

考

察

す

る

こ

と

が

、

ま

ず

必

要

で

あ

る
。

ま

た
、

テ

イ

ラ

ー
自

身

に
よ

る

注

、

そ

の

他

に

お
け

る
記

述

に
留

意

し

、

彼

自

身

の
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス
受

容

に

つ

い

て

の

見

解

が

、

よ

く

示

さ

れ

て

い

る
も

の

を

考
察

す

る

こ

と
も

必
要

で

あ

る

。

以
上
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｉ
，
　
６
，
[
1
］
「
美
に
つ
い
て
」

を

取

り

上

げ

る
。

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

の
こ

の

論

文

は

、

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

自

身

に

と

っ
て

も

最

初

に
書

か
れ

た
も

の
で

あ

り

、

ま

た

、

テ

イ

ラ

ー

に

と

っ
て

も

、

初

め

て

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

の
英

訳

を

行

っ

た
も

の
で

あ

る

。

そ

れ

ら

両
資

料

を

も

と

に

、

考

察

を
進

め

る

こ
と

に
す

る
。

新

プ

ラ

ト

ン

主

義

は

一

般

に
、

一

者
（
t
o
 
h
e
n
）
か
ら
万
有
が
発
出
し
、
ま
ず
知
性
（
n
o
u
s
）
、
次
に
魂
（
ｐ
ｓ
ｙ
-

ｃ
ｈ
ｅ
）

生

じ

、

そ

れ

か

ら

物
体
（
ｓ
ｏ
ｍ
ａ
）
に

至

り

、

そ

の

発

出

の

終

点

に
素

材
（
h
y
l
e
）
が
あ
る
と
い
う
存
在
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
存
在

論

は

、

あ

る
意

味

で

当

初

は

「

極

度

に
ば

か

げ

て

い

る

に

ち

が

い

な

い

」

と

読

者

に
思

わ

れ

る

こ

と

を

、
当

時

の

テ

イ

ラ

ー

も

容

認

し

て

い

る
。

し

か

し

こ

の
思

想

は

古

く

、

オ

ル

ペ

ウ

ス

の
神

話

の

時

代

か

ら

語

り

伝

え

ら

れ

た
も

の
で

も

あ

る

。

い

わ

ば

、

一

つ

の

精

神

世

界

の

実

相

を

語

っ
て

い

る
も

の

と

受

け

と

め

う

る

。

精

神

に

目

覚

め

た

者

な

ら

、

学

ぶ

必

要

が

あ

る
も

の

だ

、

と

テ

イ

ラ

ー

は

「
序

文

」

の

全

体

で

語

っ
て

い

る
よ

う

に
見

受

け

ら

れ

る
。

そ

し
て

、

こ

の

体

系

の

全

体

を

で

き

る

だ

け

容

易

に
、

か

つ
少

な

か
ら

ず

重

要

に

と

ら

え

る

出

発

点

と

し

て

、

善

一

者

を

意

味

す

る

「
美

に

つ

い
て

」

が

存

し

て

い

る
の

だ

と

考

え

る
べ

き

で

あ

ろ

う

。

一
　

テ

ク
ス

ト

の
概

要

と

問

題

点

ま

ず
、
こ
こ
で

は
主
と
し
て

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
テ

キ
ス
ト

に
基
づ
い
て
、

そ
の
概
要
を
ま
と
め
(
A
)
、
そ
こ
に
施
さ
れ
た
注
も
考
慮
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
が

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
受
容
す
る
上
で
の
問
題
点
を
挙
げ
て
み
る
(
B
)
。

こ
の
概
要

は
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
原

典
に
基

づ
く
。

(
A
)
　
概
要

こ
の
テ
ク
ス
ト
、
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｉ
，
　
６
，
[
1
］
は
、
九
節
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一

節

で

は

、

ま

ず

美

は

感

覚

し

う

る

も

の
で

あ

り

、

心

で
感

じ

る
も

の

だ

が

、

な

に

が

美

を

感

じ

さ

せ

る

の

か

と

い

う
問

を

立
て

、

そ

の
上

で

美

と

万

有

と

の

異

同

、

あ

る
い

は

肉

体

（
物

体

）

と

の

関

係
が

問

わ
れ

る
。

ま

た

美

は
純

粋

な

も

の

な

の
で

、
「
美

は
均

衡

で

あ

る
」

と

い

う

ス

ト

ア
派

の
定

義

を

、

プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

は

一
蹴

す

る
。

第

二

節

で

は

、

肉

体

的

な
も

の
の

美

醜

に

気

づ

い

た
魂

は
自

己

に
似

た
も

の
を

求

め

、

自

己

自

身

を

想

起

し
て

知

性

界

に

至

る
。

そ

こ

に

は

ロ
ゴ

ス
と

し

て

の

美

し

い
形

相

が

あ

り

、

こ

の
形

相

が

自

身

と

相
反

す

る
素

材

に
働

き

か
け

て

、

感

性

界

に

お
け

る

美

を
作

る

こ
と

が

述

べ

ら
れ

て

い

る
。

第
三

節

で

は

、

感

性

界

と

知

性

界

に

お
け

る

そ

れ
ぞ

れ

の
美

の

関

係

に

つ

い

て
説

明

さ
れ

て

い

る
。

美

し

く

不

可

分

な
形

相

は
、

可

分

な

物

体

と

な

る

も

の

に
働

き

か
け

、

そ

の

内

側

か
ら

美

し

い

統

一

を
与

え

る
。

そ

の

形

相

の

よ

う
す

を

、
希

薄

な
火

を

た
と

え

と

し

て

述

べ

て

い

る
。

し

た

が

っ
て

、

形

相

の

作

用

を
受

け

て

い

な

い
物

体

は
美

し

く

な

い

。
感

性

30



界

に
お

け

る
美

は

、

知

性

界

に

お
け

る
形

相

の
働

き

を

得

た
も

の

が
持

つ

の

で

あ

り

、

美

の

影

で

あ

る
。

第

四

節

で

は

、

人

間

が

行

う

徳

の
高

い
行

為

を

美

と

し

て

受

け

取

る

重
要

性

が

説

か
れ

る

。

徳

を

見

る
た

め

に
は

、

心

の
目

が

開

か
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

言

い
か

え

れ

ば

、

人

間

は
本

来

の

魂
と

し

て

自

覚

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

徳

と

し

て

の
正

義

や

勇

気

を

美

と

し

て

と

ら

え

た
魂

は

、

美

へ

の
愛

（
ｅ
ｒ
ｏ
ｓ
）
に

よ

る

興

奮

し

た

喜

び

と

と

も

に

い
る

。

第

五

節

で

は

、

知

性

界

に

実

在

す

る

も

の

は

美

し

い

こ

と

を

説

く

。

そ

の

美

を

見

失

っ
た

不

浄

な

魂

は
、

浄

化

さ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

六

節

で

は

、

不

浄

な

魂

の

浄

化

は

、

諸

徳

を
行

う

こ

と

を

通

し

て

な

さ

れ

る
と

語

ら

れ

て

い

る

。

不

浄

な

も

の

を

避

け

る

節
制

、
死

を

恐
れ

な

い

勇

気

を

持

っ
た

と
き

に

、

魂

は

知

性

界

に

上

り

、

よ

り

美

し
く

な

る

。

ま

た

真

に

存

在
す

る

も

の

と

な

る

。

し

か

し

存

在

者

と

は

異

な

る
も

の

（
素

材

）

は

魂

で

あ

り

、

第

一

の

徳

で

あ

る

。

存

在

す

る
も

の

は

そ

の

起
源

を

持

つ

が

、

そ

れ

が

第

一
位

の

美

な

る

善

で

あ

り

、

一
者

な

の

で

あ

る

。
第

七

節

か

ら

魂

は

善

一
者

を

め
ざ

し

て
上

昇

す

る

。

魂

は

感

性

界

で
得

た

感
性

に

関

わ

る

も

の

を

す

べ

て

捨

て

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

第

八

節

で

は
、

魂

は

た

だ
自

分

の

内

面

に
の

み

進

ま

ね

ば

な

ら

な

い

と

説

か
れ

る
。

自

己

の
中

に
だ

け

、

自

己

を

は

る

か

に

超

越
す

る
も

の

が

あ

る

。

こ

の

よ

う

す

を
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス

は

ホ

メ

ロ
ス

の

神
話

を

た

と
え

と

し

て
、

一

つ

の

故

郷

へ

の
逃

避

と

と

ら

え

て

い

る
。

第

九

節

で

は
、

善

に
し

て

美

で

あ

る

一

者

へ

向

か

お
う

と

す

る
魂

が

心

得

て

行

う
べ

き

こ
と

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

は
、

美

し

い
活

動

を

通

し

て

そ

の
人

が

知

性

界

で

、

美

し

い
本

来

の

魂

を

自

己
自
身
と
し
て

見
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
観
照
が
極
ま
る
と
こ
ろ
で

、
美
の

根
源

と
し
て

の
善
一
者
に
至

る
こ
と

に
な
る
。

(
B
)
　
テ
イ
ラ
ー
の
素
材
へ
の
関
心

テ
イ

ラ
ー
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
受
容
の
上
で

、
問
題

と
な

る
の
は
素
材
の
と

ら
え
方
で
あ

る
。

テ
イ
ラ
ー
の
素
材
へ
の
関
心
は
、
第
二
節

に
相
当
す
る
箇

所

に
お
け

る
注
（
３

）
の
記
述

か
ら
う
か
が
わ
れ

る
。

テ
イ
ラ
ー
は
そ
こ
で
、

「
素
材
ほ
ど
驚
嘆
す

べ
き
思
弁
を
提
供
す

る
も
の

は
な
い
」
。

と
語

っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
素
材
の
受
け
取
り
方
は
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
当
該
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
テ
イ
ラ
ー
訳
と
で
は
、
若
干
異
な

る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
［
Ａ
］
で
の
テ
ク
ス
ト
の
概
要
の
第
六
節
に
お

い
て
、
傍

点
を
施

し
た
箇
所

を
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て

見
て

み

る
と
、
プ

ロ

テ
ィ
ノ
ス
は
「
存
在
者
と
は
異
な
る
本
性
（
す
な
わ
ち
素
材
―
筆
者
記
）
は

醜
で
あ
り
、
。
第
一
の
悪

と
同
じ
も
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て

い

る
。
し

か
し

英
訳
テ

ク
ス

ト
に
お

い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ

の
箇
所
で
、
原
文
に
即
し
て
英

訳
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
の
素
材
の
扱

い
方
が
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
に

お
い
て

も
一
定
し
て

い
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
と
い
う
事
情
が
こ
こ
で

関
わ
っ

て

こ
よ
う
。
そ
こ
で
こ
の
件
に
つ

い
て
、
テ
イ
ラ
ー
は
別
の
箇
所
で

「
素
材

は
悪
で

は
な
い
」

と
断
言
し
て

い
る
。
素
材
は
魂
よ
り
も
劣
悪

な
も
の
で
あ

り
、
美
し

い
形

を
奪
う
も
の
だ
が
、
決
し
て
悪
で

は
な
い
、
と
い
う
の
が
テ

し てス受容に 関るプロティ ノにおけ31　1　トマ ス・ テイラー



イ

ラ

ー
の

見

解

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

素

材

を
悪

の
原

理

だ

と

す

る

な
ら

ば

、

新

プ

ラ

ト

ン
主

義

は
善

悪

二

元

論

に
陥

っ

て
し

ま

う

か
ら

で

あ

る
。

上

掲

の

注

（
３

）

に

お

い
て

、

素

材

は

わ
れ

わ

れ

に

は
知

覚

す

る

こ

と

も

つ

か
む

こ

と
も

で

き

な

い
、

ま

る
で

正

体

不

明

の

も

の

だ
と

い

う

こ
と

を

、

テ

イ

ラ

ー

は
プ

ロ
テ

ィ

ノ

ス
を

引

用

し

て

述

べ

て

い

る
。

し

か
し

、

知

性

界

の
下

位

に

あ

る
感

性

界

に
生

き

て

い

る

わ

れ

わ

れ

人

間

に

と

っ
て

、

い

わ

ば

万

有

の

欠

如
態

と

し

て

、

素

材

は

魂

本

来

の

健

全

な
活

動

を
阻

む

も

の

だ

と

受

け

取

れ

よ

う
。

こ
の

こ
と

が

、

一

般

に

わ

れ

わ

れ

が

こ

の
世

界

で

相

互

に

交

流
す

る

た

め

に
用

い

る

言
語

に

も

少

な

か

ら

ず

阻

害

と

な

る
影

響

を

与

え

て
い
る
と
と
ら
え
得
よ
う
。
以
下
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｉ
，
　
６
，
[
1
］
へ

の
序

文

を

通
し

て

、

言

語

に
関

す

る
問

題

を

追

究

し

な

が

ら
、

今

後

わ

れ

わ

れ

が

考

察

し

て

い

く

上

で

立

つ
立

脚

点

と

、

よ

り

具

体

的

な

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

に

至

る

指

針
を

得

る

こ

と

に

努

め

た

い

。

そ

し

て

そ

こ

か

ら

、

比

較

思

想

と

し

て

わ

れ

わ
れ

が

推

進

し

て

い

る

テ

イ

ラ

ー

研

究

が

持

つ

意

義

の

要

点

を

示

し

た

い

と

思

う

。

ニ
　

テ

イ

ラ

ー

に

よ

る

Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｉ
，
　
６
，
[
1
］
へ
の
序
文
を
通
し
て

テ
イ
ラ
ー
は
今
回
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
、
Ｅ
ｎ
ｎ
.
　
Ｉ
，
　
６
，
[
1
］
「
美
に
つ
い

て

」

の

翻

訳

に

先

立

ち

、

六

ペ

ー
ジ

余

り

に
わ

た

る
序

文

を

著

し

て

い

る
。

本
発
表
の
序
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
翻
訳
は
テ
イ
ラ
ー
が
『
エ
ネ

ア

デ

ス
』

の

中

か
ら

初

め

て

出

版

し

た
も

の
で

あ

り

、

同

時

代

以

降

の
英

国

ロ
マ
ン
派

の
詩
人

た
ち
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。

テ
イ
ラ
ー
自
身

、

当
時
の
英

国
に
お
い
て
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
を
当
時
の
識
者
、
詩
人

等

に
伝
搬
し
、
浸

透
さ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
て

い
た
と
思
え

る
。

テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
一
連
の
諸
業
績
は
、
彼
の
時
代
状
況

に
お
け

る
思
潮
へ

の
反
作
用

と
し
て

受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
つ
ま
り
当
時
、
い
わ
ゆ

る
機
械
論
的
唯
物
論
に
基
づ
く
思
潮
が
、
英
国
に
お

い
て
広
が

っ
て
い
た
こ

と
を
と
ら
え
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
思
潮

は
あ
る
意
味
で
、
ベ
ー
コ

ン
以

降
形

成
さ
れ
た
「
量
的
科
学
を
発
展
さ
せ
た
精
神
構
造
」
に
対
応
す
る
。

つ
ま
り
当
時
は
、
質
的
精
神
を
重
ん
ず
る
プ
ロ
テ

ィ
ノ
ス
の
思
想
と
は
正

反

対
の
傾
向
を
帯
び
た
も
の
の
見
方
が
主
流
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

テ
イ
ラ
ー
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
通
し
て
、
真
の
精
神
世
界
へ
と
読
者
を
啓
蒙

し
よ
う
と
す
る
。
テ
イ
ラ

ー
は
、
唯
物
論
的
な
観
点

か
ら
生
じ
た
原
子
論
に

お

い
て
、
部
分
と
し
て
存
在
す
る
物
質
的
な
も
の
ど
う
し
を
固
着
さ
せ
る
の

は
「
な

に
か
非
物
質
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
述
べ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
物
質
的
な
も

の
の
根
源

に
、
精
神
的
な
も
の
の
作
用
を
認

め
な

い

な
ら
ば
、
真
の
知
識

は
足
場

を
失

い
、
意
味
の
な
い
も
の
に
な
る
、
と

い
う

よ

う
に
テ
イ
ラ

ー
は
主
張
す

る
。

テ
イ

ラ
ー
が
プ

ロ
テ

ィ
ノ
ス
の
思
想
を
社
会
に
広
め
て
行

く
上
で
問
題
と

な
る
の
は
、

わ
れ

わ
れ

が
思
想
を
伝
え

る
た
め
に
用
い
る
言
語
と

い
う
も

の

の
性
質
で

あ
る
。

そ
こ

に
は
人
間
相
互
が
健
全
な
交
流
に
至

る
途
上

に
、
二

重
の
壁
が

あ
る
と

テ
イ

ラ
ー
は
述
べ
て

い
る
。
ひ
と
つ
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が

論
述
に
用

い
て

い
る
が
、
英
国
に
は
な
じ
み
の
薄
い
ギ
リ

シ
ャ
語

自
身
に
内
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在
す
る
問
題
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
一
般

に
哲
学
で
使
わ
れ

る
言
語
自

体
の
難
解
さ
で
あ

る
。
前
者

は
ギ
リ

シ
ャ
語
を

英
語
に
翻

訳
す

れ
ば
、
「
よ

り
優
雅
で
な
く
、
よ
り
洗
練
の
程
度
が
低
く
な

る
と

は
い
え
」
解
決
し

う
る

と
い
う
よ
う

に
テ
イ

ラ
ー
は
見
な
し
て

い
る
。

そ
れ

ゆ
え
、
テ
イ

ラ
ー
に
よ

る

こ

の
英

訳

を

読
む

人

に
と

っ
て
、
「
真

理

だ
け

が

探

究

す

る
究

極

の

対
象
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
に
含

ま
れ
る
難
解
さ

は
残
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
１
．
の
（
Ｂ
）
の
箇
所
で
す
で
に
述
べ
た
、
素
材
に
つ
い
て
の
考
察

と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
み
よ
う
。
上
掲
の
テ
イ
ラ

ー
に
よ

る
翻
訳
テ

ク
ス
ト

注
３

に
よ
れ
ば
、
素
材
は
あ
る
種
の
無
限
な
の
で
、
有
限
で
あ

る
わ
れ
わ
れ

が
そ
れ
と
直
接
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
む
し
ろ
人
間
は
身
体
を
兼
ね

備
え

た
魂
な
の
だ
か
ら
、
身
体
と
い
う
物
体
と
関
わ

っ
て

い
る
素
材
と
関
わ

る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て

素
材
は
魂
の
活
動
を
、

い
わ
ぱ
阻
害
す
る
も

の
で

あ
る
。
そ
の
阻
害
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
活
動

に
も
お
よ
ぶ
と

い
え

る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
人
が
住

ん
で

い
る
地
域
ご
と

に
よ

っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
言
語
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
も
、
あ

る
意
味
で
反

を
落
と
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え

よ
う
。
す
る
と
、
た
だ
テ

ク
ス
ト
を
読

む

こ
と
で
、
そ
の
言
説
が
示

す

ロ
ゴ
ス
を
正

確

に
捉
え

る
こ
と

に
は
、
少
な

か
ら

ぬ
困
難
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。

事

態
を
整
理
し
よ
う
。
当
時
の
英

国
に
お
い
て
、
な
じ
み
の
薄
い
ギ
リ

シ

ア
語
で

書
か
れ
た

『
エ
ネ
ア
デ

ス
』
を
英
語

に
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

ギ
リ

シ
ア
語
と
い
う
言
語

に
内
在
し
て

い
る
難
解

さ
を
取

り
払
う
こ
と
は
可

能
だ
、
と
テ
イ
ラ
ー
が
見
な
し
て

い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
た
。

そ
こ
で
よ

り
詳
細
に
見
て

み
る
と
、
こ
の
「
翻
訳
」
と

い
う
語
と
し
て

、
テ
イ
ラ

ー
は

「
置

き
換
え
」
（
あ

る
い
は
）
「
言

い
換
え
」

と
い
う
語

を
用

い
て

い
る
。
同

テ
ク

ス
ト
の
注
Ｉ

に
は
、
そ

の
置
き

換
え

に
よ

っ
て
、

あ

る
意

味
で

プ

ロ

テ
ィ
ノ
ス
特
有
の
縮
約
さ
れ
た
原

テ
ク
ス
ト
の
文
体
を
広
げ
て

、
不
明
瞭
な

箇
所
を
明
白
に
し
た
旨

を
テ
イ

ラ
ー
は
述
べ
て

い
る
。
そ
の
こ
と

に
よ

っ
て
、

英

語
と
い
う
か
た
ち
で

、
よ
り
容
易
に
プ

ロ
テ

ィ
ノ
ス
の
思

想
を
社
会
に
伝

搬
す

る
こ
と
が
可

能
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間

の
言
語
そ
の
も
の

に
は
、
あ
る
意
味
で

ロ
ゴ
ス
の
交
流
を
不
確
実
に
す
る
も

の
が
あ

る
。
そ
う

し

た
意

味
で
、

言
語

に
よ

っ
て

い
わ
ゆ
る
真
理
を
伝
達
す

る
上
で
は
、
言
語

の
違
い
よ
り
も
根
源
的
な
桎
梏
が
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
１
．

（
Ｂ
）
で
触
れ
た
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
れ
、
身
体
器
官
の
動
き
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
身
体

は
、
素

材
と
つ
ね
に
関

わ
る
物
体
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
魂

が

語
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も

の
を
、
身
体
を
通
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
で
何
ら
の

阻

害
も
な
く
受
け
取

る
こ
と
は
不
可
能

に
な
る
と
い
う
こ
と

に
な

る
で
あ
ろ

う
。
も

し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
活
動

も
正
確
さ
と
い
う
点

で
、
一

定
の
限
界

が
あ

る
と
と
ら
え
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
テ

イ

ラ
ー
は
、
言
語

の
違

い
と
い
う
こ
と
も
含
め
て

、
言
語

そ
の
も
の
に
よ
っ

て

は
い
わ
ゆ
る
真
理
を
伝
達
す
る
こ
と
自
体
が
少

な
か
ら
ず
困
難
で

あ
る
こ

し てス受容に関トマス・テイラーにおけるプロテ ィノ33



と
も
自
覚
す

る
こ
と
が
必
要

に
な
る
。

そ
の
う
え
で

、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
お

よ
び
他

の
い
わ
ゆ
る
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
に
関
す

る
一

連
の
テ

ク
ス
ト
を
英
国

に
紹
介
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
れ

は
一
見
無
理
な
要

請
と

い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
こ
の
言
語
に
よ
る
伝
達

の
限
界

を
見
据
え
な
が
ら
も
、

そ
の
能
力

を
可

能
に
す
る
仕
方
が
あ
れ
ば

、
そ
れ
は
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も

の
に
近

づ
く
方

途
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
で

は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ

れ

る
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
節

を
改
め
て

検
討

し
て
み

た
い
。

三
　

真

に

オ

リ

ジ

ナ

ル

な

も

の

と

は

何

か

わ
れ

わ
れ

は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

表
現
さ
れ
て

い
る
世
界
に
い
る
。
個
々

の
表
現

さ
れ
て

い
る
も
の
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
も
の
を
作
っ
た
者
が
い
る
。

そ
う
し

た
作
者

は
、

何
ら
か
の
根
源

か
ら
派

生
し
た
も

の
を
形

作
る
と
見
な

す
こ
と
が
で
き

よ
う
。

そ
う
し
た
も
の
を
人

は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
」
と

呼
ぶ
。

た
と
え

ば
、
古
典
音
楽
と
い
わ
れ
る
も
の
に
も
、
そ
の
こ
と
は
適
用

さ
れ

る
と
い
え

よ
う
。
一
連
の
著
名
な
作
曲

家
が
、
い
わ
ゆ
る
音
楽
史
に
名

を
連
ね
て

い
る
。
彼
ら
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
だ
と

い
え

よ

う
。

し
か
し
古
典
と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
よ
う

に
、
変
わ

ら
ず

存
在
す
る
楽
譜
と
そ
れ
を
演
奏
す
る
楽
器
の
進
展
と
の
間

に
、
実
演
す

る
う
え

で
齟
齬
を
き
た
す
よ
う

に
な
る
と
い
う
事
態
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
楽
譜
自
体
に
手
を
加
え
な
い
と
、
後
の
時
代

に
な

っ
て
使

わ
れ

る
楽
器
と
の
調
和
が
保
て
な
く
な
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。

バ
ッ
ハ
の
著
名
な
オ
ル
ガ
ン
曲
を
ピ
ア
ノ
で
演
奏
す
る
場
合
な
ど
に
も
、

そ
う
し
た
事
態
が
発
生
す
る
。
バ
ッ
ハ
に
よ
る
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
」
を

損
な
わ
な

い
よ
う

に
す
る

た
め
に
は
、
あ
る
意
味
で
作
曲
と

は
独
立
し
た
作

業
、
す
な
わ
ち
バ
ッ
ハ
が
そ
の
曲
を
作
る
根
源
に
ま
で
遡
っ
て
編
曲
を
す
る

必
要

が
出
て
く

る
。
こ
う
し
た
意
味
で
編

曲
す

る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
作

品
の
演
奏
全
体
を
把
握
し

た
上
で
、
そ
の
本
質

を
つ
か
み

、
曲
を
構
築
し
て

い
く
。
そ
の

ピ
ア

ノ
の
演
奏
を
披
露
す
る
た
め
の
編
曲

と
い
う
作
業
に
は
、

ま
さ
に
「

オ
リ

ジ
ナ
ル
な
も
の
」
へ
の
遡
及
が

な
け
れ
ば
不
可
能
だ
と
い
え

よ
う
。
そ
こ
で
の
演
奏
こ
そ
、
バ
ッ
ハ
に
よ
る
楽
譜
以
上
に
真
に
「
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
」
だ
と
と
ら
え

る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ

う
か
。

上
述
し
た
こ
と
と
ほ
ぽ

パ
ラ
レ
ル
に
テ
イ

ラ
ー
の
い
わ
ゆ
る
新
プ
ラ
ト
ン

主
義
受

容
を
め
ぐ

る
事
態
を
考
察
す
れ
ば

、
い
わ
ば
テ
イ

ラ
ー
自
身
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ

ィ
ー
が
、
少
な

か
ら
ず
明
瞭

に
な
る
と

い
え
よ

う
。
つ
ま
り
要

約

し
て

述
べ
る
な
ら
ば
、
テ
イ
ラ
ー
も
ま

た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
そ
の
他
の
ギ
リ

シ

ア
語
、
あ
る

い
は
ラ
テ

ン
語
の
テ

ク
ス
ト
を
英
語

に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い

る
。
こ
れ

は
上
述

の
古

典
音
楽
の
例

に
当
て

は

め
れ

ば
、
「
編
曲
」

と
い
う

こ
と
に
な
ろ

う
。

そ
し
て

そ
の
「
編
曲
」
が
可

能
に
な
る
の
は
、

プ
ロ
テ

ィ

ノ
ス
、
お
よ

び
そ
の
他
の
著
者
が
そ
こ
か
ら
自
身
の
思
想
を
語

る
根
源

に
ま

で
遡
及
す

る
こ

と
が
で
き

た
と
き
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
の
根
源

か
ら
出
て

く
る
ロ
ゴ
ス
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
文
明
に
先
立
つ
文
明
か
ら
オ
ル

ペ

ウ
ス
、

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
を
通
じ
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
と
受
け
と

め

得
よ
う
。

そ
の
伝
承
を
テ
ク
ス
ト
に
し
た
の
が
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
３
で
見

た
よ
う
な
伝
達
能
力
に
限
界
の
あ
る
言
語
の
一
つ
、
英
語
で



パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す

る
の
が
、
テ
イ
ラ
ー
の
作
業
に
な
る
。
さ
ら

に
以
上

の
こ

と
が
ら
を
敷
衍
し
て
述

べ
れ
ば
、
テ
イ
ラ
ー
は
そ
の
作
業
に
お
い
て

、
そ
の

ロ
ゴ
ス
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
立
っ
て

述
べ
て

い
る
の
だ
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
そ
こ
か
ら
ギ
リ

シ

ア
語
で

書
き
記
し

た
根
源
に
ま
で

遡

っ
て
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
全
体
を

見
渡
し

た
上
で

、

い
わ
ゆ
る
先

の
例
で
挙

げ
た
よ

う
な
音

楽
で

い

う
「
編

曲
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で

、
テ
イ
ラ
ー
は
英
語
で
書
き
記
し
た
の
だ
と
受
け

取
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
テ
イ

ラ
ー
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

テ
イ

ラ
ー
は
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
神
話
に
端
を
発
す
る
思
想
に
、
深
く

精
通

し
て

い
る
よ
う

に
見
受
け

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
文

献
表
の
膨
大

さ
を
考
慮
す
れ

ば
、
否

定
は
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

上
述
し
た
よ
う
な
仕
方

で
テ
イ
ラ
ー
の
諸
業
績
を
「
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
」
に
触
れ
た
、
独
創
的
な

も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
テ
イ
ラ

ー
に

共
通
す
る
根
源
へ
の
探
究
が
求

め
ら
れ

る
こ
と

に
な
る
。
で

は
根
源

に
あ

る

も
の
と
は
何
か
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
言
語
で

表
現
さ
れ
る
以
前
の
、
純
粋
な

ロ
ゴ
ス
だ
と

い

う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
語

る
こ

と
は
不
可

能
で

あ
ろ

う
。
そ
う
し
た

ロ
ゴ
ス
が
、
よ
り
究
極
の
世
界
の
意
味

を
示

す
の
だ
と
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

に
は

再
び
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て

音
楽
的
に
と
ら
え
う
る
も
の
が
あ
る
の

か
も
し

れ
な
い
。

そ
の
「
響
き
」

の
根
源
に
、
喜
怒
哀
楽
の
情
を
超
え
た
刹
那

に
、

わ
れ
わ
れ
は
あ
る
意
味
で
全
存
在
を
か
け
て
耳
を
澄
ま
す
の
で

あ
る
。

そ
の

よ
り
純
粋
な
響
き
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
目
覚
め
る
こ
と
に

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
学
ぶ
意
義
が
あ
る
と

い
え
る
の
だ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
英

国
の
人
々
を
立
た
せ
る
こ
と
が
、
テ
イ

ラ
ー
の
主
要
な
使
命
だ

っ
た
の
だ
と

窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
根
源
へ

の
探
究
は
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
「
言
い
か
え
」
や
彼
自
身
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、

プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
テ

ク
ス
ト
と
比
較
対
照

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
豊
か

に
な
さ
れ
る
よ
う

に
思
え
る
。
そ
し
て

こ
の
作
業
は
、
新
プ
ラ
ト

ン
主
義
の

影
響
史
と

い
う
観
点
か
ら
も
、
少
な
か
ら
ぬ
重
要
性
を
持
つ
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

お

わ

り

に

以
上
、
ト

マ
ス
・
テ
イ
ラ
ー
に
お
け

る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
受
容
の
一
端
を
ま

と

め
て
み

た
。
ま

た
、
テ
イ
ラ
ー
の
素
材
へ
の
関
心
を
端
緒
に
、
こ
の
比
較

研
究
を
進

め
て

い
く
方
向
性
の
一
つ
を
模
索
し
て
み
た
。
テ
イ
ラ
ー
は
な
に

よ
り
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
目

に
遭

い
な
が
ら
、
あ

る
意
味
で
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

に
染
ま

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
こ
の
現
世
と
い
う
、

い
わ
ば
「
経
験
」
の
世
界

に
生
き
て

い
る
個

々
の
人
間
の
魂
を
、
よ
り
清
澄
な
精
神
世
界
へ
と
啓
蒙
す

る
こ
と
を

め
ざ
し
て

い
る
の
だ
と
受
け
取

れ
よ

う
。
そ
の
世
界
を
追
体
験
し

な
が
ら
、
そ
の
根
源
的

な
「
響
き
」
に
耳

を
澄
ま
し
、
そ
れ
に
共
鳴
す
る
こ

と

か
ら
、

わ
れ

わ
れ
の
作
業
が
始
ま
る
の
だ
と
思
え
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ

れ
が
住

ん
で

い
る
世
界
を
支
え
な
が
ら
、
よ
り
豊

か
に
存
在
し
て
い
る
世
界

し て35　1　トマ ス・テイ ラーにおけるプロティ ノス受 容に関



へ
と

目
覚
め
、
そ
の
究
極
を
め
ざ
す
ま
な
ざ
し
を
育
て
て

い
く
こ
と
が

わ
れ

わ
れ
の
課
題
に
な
る
の
だ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
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―
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田

中

美

知
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郎

、

水

地

宗

明

、

田

之

頭

安

彦
　

訳

『

プ

ロ

テ
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ノ
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集
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（

中

央

公
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一
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八

六

年
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第

一
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七

四
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を
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１
９
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２
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３
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Ｈ
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　１
０
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の
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ｐ
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ｐ
.
　

１
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１
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用
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随
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参
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に

し

た
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水

地
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田

之
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安
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使

用

し

た
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ｄ
.
　

ｐ
.
　

１
３

７
.

（
1
7

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
　
ｐ
.

　

１
３

７
.

（
1
8
）
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
ｐ
.
　
１
３
７
.

（
1
9

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
　

ｐ
.
　

１
４

７
,

（
2
0

）
　

こ

こ

で

言

う

「

ロ

ゴ

ス

」

と

は

、

プ

ロ

テ

ィ

ノ

ス

の

言

説

に

お

い

て

、

知

性

が

感

性

界

に

働

き

か

け

て

い

る

「

形

成

作

用

」

の

こ

と

で

あ

る

。

つ

ま

り

そ

れ

に

よ

っ

て

感

性

界

が

保

た

れ

て

い

る

原

理

の

こ

と

で

あ

る

。

田

中

、

前

掲

書

八

四

頁

参

照

。

（
2
1

）
　

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
　

ｐ
.

　

１
３
７
.
　
"

ｔ
ｒ

ａ
ｎ

ｓ
ｐ

ｏ

ｓ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ
"

あ

る

い

は

ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.

　

ｐ
.
　

１
４
４

．
　
"

ｐ

ａ
ｒ

ａ
-

ｐ

ｈ
ｒ
ａ

ｓ
ｅ
"

こ

の

作

業

を

行

う

た

め

に

、

テ

イ

ラ

ー

は

フ

ィ

チ

ー

ノ

に

よ

る

ラ

テ

ン

語

訳

を

あ

る

意

味

で

下

敷

き

に

し

て

い

る

よ

う

す

が

う

か

が

わ

れ

る

。

こ

の

件

に

つ

い

て

の

解

明

は

、

今

後

の

課

題

と

す

る

。

（

刀
一

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
　
ｐ
.
　

１
４

７
.

（
2
3

）
　

以

下

の

言

説

は

、

金

津

服

に

よ

る

ピ

ア

ノ

演

奏

会

「

一

九

世

紀

の

ブ

ソ

ー

エ

」

〈

全

四

回

〉

於

石

川

県

立

音

楽

堂

交

流

ホ

ー

ル

（

二

〇

〇

五

年

七

月

一

九

36



日
～
一
〇

月
一
三
日
）
に
お
い
て

金
澤
自

身
が
記

載
し
た
、
紹
介

パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
解
説

文
、
お
よ
び
本
人
に
よ
る
筆
者
へ
の
パ
ー
ソ

ナ
ル

ー
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ
ン
に
基
づ
く
。
ま
た
、
金
澤
攝
『
失
わ
れ
た
音
楽
―
秘
曲
の
封
印
を
解

く
』

龜
鳴
屋
、
二
〇

〇
五
年
を
参
照

。

（
2
4）
　
ｉｂ
ｉｄ
.　ｐ
ｐ
.　
５
２
３
-
５
３
３
.

（
2
5）
　
阿

波
昌

「
空
思
想
と
音
楽
神
秘
主
義
」
（
『
大
乗

仏
教
思
想
論
攷
』
大
東
出
版

社

、
一
九

九
四
年
、
所
収
、
一
七
五

～
一
八
五
頁

を
参
照
）

（
み

や

け

・

ひ

ろ

し

、

哲
学

、

金
沢

大

学

非

常

勤

講

師

）

37　1　トマス・テイラーにおけ るプロティノス受容に関して
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