
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス

ー
ー
ベ
翅
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
直
観
と
反
省
の
問
題
一

池
　
辺

義
　
教

王

781

　
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
は
生
命
の
哲
学
で
あ
り
直
観
の
哲
学
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
事
は
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
無
理
解
に
基
づ
く

さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
や
曲
解
が
生
じ
た
事
も
事
実
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
外
か
ら
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
事
で
は
な
く
、
直
観
と
は
何
で
あ
り
生

命
と
は
何
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
事
で
あ
る
。
そ
の
誤
解
や
曲
解
の
一
つ
は
、
理
論
の
軽
視
・
論
理
の
欠
如
が
し
ば
し
ば
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲

学
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
事
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
哲
学
の
価
値
を
決
定
す
る
も
の
は
そ
の
哲
学
の
論
理
性
に
あ
る
。
哲
学
は
純
粋
理
論
の

学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
が
学
で
あ
る
所
以
は
そ
こ
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
は
、
そ
の
場
合
の
論
理
と
は
何
で
あ
り
哲

学
的
知
識
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
言
う
事
で
あ
る
。
論
理
を
ロ
ゴ
ス
の
学
問
ぴ
σ
q
5
器
と
考
え
る
な
ら
、
一
定
の
粋
に
は
め
よ
う
と
す
る

所
の
ロ
ゴ
ス
の
論
理
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
徹
底
的
に
排
斥
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
哲
学
的
知
識
は
知
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
圃
執
す
る
な

ら
、
知
性
は
存
在
そ
の
も
の
を
抱
え
る
事
は
出
来
な
い
と
し
た
の
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

に
論
理
が
な
く
理
論
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
事
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
名
に
値
す
る
哲
学
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
理
を
も
っ

て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
論
理
が
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
論
理
が
あ
る
。

カ
ン
ト
哲
学
・
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
ま
た
然
り
で
あ
る
。
論
理
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
り
知
識
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
予
め
偏
見
を

も
っ
て
そ
の
誓
学
に
臨
ん
で
は
な
ら
ぬ
。
論
理
が
先
ず
あ
っ
て
哲
学
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
が
あ
っ
て
論
理
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば

　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
五



　
　
　
　
　
　
哲
巌
ず
研
究
　
　
鱒
弟
一
九
へ
臼
一
鼻
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
山
ハ

82
7
　
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
独
自
の
論
理
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
こ
そ
、
本
論
の
主
題
で
あ
る
。

　
　
　
吾
々
は
そ
れ
を
パ
ト
ス
の
論
理
・
情
緒
の
論
理
に
求
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
哲
学
の
論
理
は
余
り
に
も
ロ
ゴ
ス
の
論
理
・
知

　
　
性
の
論
理
で
あ
り
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。
論
理
は
必
ず
し
も
ロ
ゴ
ス
の
論
理
に
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
パ
ト
ス
が
ど
う
し
て
論
理
で
あ

　
　
り
う
る
か
。
吾
々
は
こ
の
間
に
対
し
て
、
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
以
下
に
限
ら
ぬ
、
ロ
ゴ
ス
以
上
の
パ
ト
ス
が
存
在
す
る
事
を
指
摘
す
る
。
知

　
　
性
以
下
の
情
緒
に
対
し
て
、
「
知
性
以
上
し
（
ω
巷
挙
葺
。
濠
。
2
①
嬬
Φ
■
O
G
α
誌
日
）
の
情
緒
価
田
9
8
が
存
在
す
る
。
ロ
ゴ
ス
の
論
理
は
書
冊

　
　
の
論
理
・
関
係
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ト
ス
の
論
理
は
存
在
の
論
理
・
事
実
の
論
理
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
元
来
、
ロ
ゴ
ス
は
言
葉
で
あ
り
、
物
と
物
と
の
一
定
の
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
言
葉
は
事
実
を
説
明
す
る
た
め
の
一
定
の
符
号
で

　
　
あ
る
。
言
葉
が
あ
っ
て
事
実
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
事
実
が
あ
っ
て
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
は
「
市
場
の
偶
像
」
を
捨
て
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
。
雪
男
は
一
つ
の
も
の
を
示
す
時
に
一
定
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
に
ぴ
っ
た
り
あ
て
は
ま
る
言
葉
、
そ
れ
こ
そ
的
確

　
　
な
る
言
葉
冨
露
。
紳
①
×
8
ρ
δ
彰
9
鷲
。
℃
同
①
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
科
学
的
説
明
一
、
①
軍
属
＄
ぎ
昌
ω
鼠
①
緊
蕊
ρ
餌
①
は
「
絶
対
的

　
な
る
的
確
性
、
完
全
な
即
ち
増
大
す
る
明
証
性
」
（
㌶
箕
傷
。
鉱
9
p
ぴ
。
。
。
ご
①
①
肯
琶
①
象
（
圃
曾
8
8
ヨ
豆
α
8
。
信
書
。
甑
争
奪
p
｝
）
ζ
’
邸
）
を
も

　
　
っ
て
い
る
。
科
学
は
　
冨
葉
に
頼
る
事
す
ら
や
め
て
記
号
に
よ
っ
て
表
現
す
る
事
に
よ
り
的
確
さ
を
期
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
記
号
論

　
　
理
・
言
譜
分
析
の
論
理
に
吾
々
は
充
分
そ
の
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
記
号
は
事
実
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
物

　
　
と
物
と
の
一
定
の
関
係
を
示
す
に
止
ま
る
。
だ
か
ら
、
事
実
そ
の
も
の
を
求
め
る
真
の
哲
学
は
そ
の
記
号
す
ら
放
棄
し
て
対
象
に
ぴ
つ
た

　
り
し
た
正
確
さ
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
・
記
弩
）
は
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
昼
過
に
論
理
を
求
め
る
事
は
自
ら
を
科
学

　
　
と
な
す
事
に
外
な
ら
ぬ
。

　
　
そ
れ
に
し
て
も
、
従
来
の
哲
学
は
一
つ
の
言
葉
に
凡
ゆ
る
意
味
を
は
め
こ
も
う
と
し
て
言
葉
に
執
着
し
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
最
も

　
排
斥
し
た
の
は
事
実
と
接
触
せ
ず
論
理
的
に
結
論
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
ロ
ゴ
ス
の
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
　
「
哲
学
に
最
も

　
　
欠
け
て
い
る
の
は
的
確
性
で
あ
る
」
（
O
。
諏
9
簿
冨
竺
霧
導
§
訟
愚
餅
る
鶴
翼
｝
』
。
。
。
蒲
色
ρ
。
、
①
ら
。
二
簿
℃
欲
。
…
。
。
同
§
藁
、
ン
由
同
）
と
べ
ル
グ
ソ
ン
は



　
　
烈
し
い
抗
議
の
意
味
を
こ
め
て
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
生
涯
求
め
続
け
た
も
の
は
こ
の
鷲
曾
賦
O
p
で
あ
り
、
一
ヨ
℃
蒜
9
風
。
霞
に
対

　
　
す
る
抗
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
凶
ヨ
℃
滋
鼠
ω
δ
難
こ
そ
非
論
理
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
鷲
曾
芭
§
こ
そ
論
理
そ
の
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
か
ら
し
て
も
、
事
実
と
接
触
し
て
℃
み
。
醒
。
昌
を
求
め
た
哲
学
に
対
し
て
外
か
ら
出
来
上
が
っ
た
論
理
で
も
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲

　
　
学
の
非
論
理
性
を
言
う
事
は
却
っ
て
自
ら
の
非
論
理
性
を
暴
露
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
彼
が
科
学
と
接
触
し
て
哲
学
の
得
る
も

　
　
の
と
し
て
あ
げ
た
の
は
こ
の
℃
ぽ
。
芭
§
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
哲
学
の
囲
）
誌
。
醒
。
口
は
科
学
の
記
号
を
超
え
た
所
に
存
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
本
来
、
同
㊦
臼
。
け
鷲
。
箕
。
は
事
実
の
唯
一
に
し
て
独
霞
な
も
の
を
把
握
し
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
。
で
は
、
彼
の
δ
ヨ
。
一
望
。
箕
①
は

　
　
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
内
的
経
験
に
は
幾
何
学
的
定
義
は
あ
て
は
ま
ら
ず
、
　
「
厳
密
に
し
て
ぴ
っ
た
り
し
た
書
葉
」
（
§
一
§
σ
q
謎
。

　
　
。
・
鼠
9
。
ヨ
Φ
曄
巷
窟
。
箕
欲
．
勺
竃
．
嵩
）
は
見
娼
せ
な
い
と
言
う
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
は
こ
こ
で
、
何
が
哲
学
に
お
け
る
論
理
で
あ
り
、

　
　
何
が
哲
学
の
知
識
で
あ
る
か
を
改
め
て
心
静
か
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
う
鷲
伽
鼠
の
δ
づ
と
は
存
在
そ
の
も
の
と
厳
密
に
ぴ
っ
た
り
合
う
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
そ
の
も
の
の
論
理
・
事
実

　
　
そ
の
も
の
の
理
法
を
明
ら
か
に
す
る
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
の
論
理
は
土
製
の
外
か
ら
出
来
合
い
の
枠
を
も
っ
て
し
て
は
把
握
出

　
　
来
ぬ
。
事
実
に
論
理
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
事
実
が
自
ら
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
、

　
　
吾
々
は
事
実
と
一
つ
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
ロ
ゴ
ス
の
論
理
で
な
く
パ
ト
ス
の
論
理
が
求
め
ら
れ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
も
の
を
一
般
に

　
　
お
い
て
と
ら
え
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
パ
ト
ス
は
事
実
の
他
に
還
元
出
来
な
い
唯
二
無
比
に
し
て
独
肖
な
も
の
を
と
ら
え
る
。
ベ
ル
グ
ソ

　
　
ン
が
直
観
を
共
感
磐
ヨ
℃
笹
野
①
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
存
在
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
の
は
直
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
感
と
い
う
パ

　
　
ト
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
パ
ト
ス
は
本
能
と
か
感
情
と
か
の
ロ
ゴ
ス
以
下
の
パ
ト
ス
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
許
す
場
所
は

　
　
一
行
も
な
い
と
べ
ル
グ
ソ
ン
自
ら
が
は
っ
き
り
の
べ
て
い
る
Q
（
℃
ζ
●
り
0
）

　
　
　
で
は
、
直
観
の
パ
ト
ス
期
ち
共
感
は
如
何
な
る
パ
ト
ス
で
あ
る
か
、
直
観
は
単
に
存
在
と
の
合
致
で
は
な
く
存
在
の
認
識
で
あ
る
。
そ

　
　
の
認
識
は
単
に
吾
々
が
認
識
す
る
も
の
で
は
な
く
、
存
在
と
一
つ
に
な
っ
た
吾
々
、
即
ち
存
在
が
存
在
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
の

837　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
七



　
　
　
　
　
　
折
瓜
瀞
ず
研
究
　
　
第
五
賓
回
一
易
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

84
7
　
認
識
は
存
在
の
存
在
に
よ
る
自
覚
で
あ
る
。
パ
ト
ス
の
論
理
は
存
在
の
論
理
で
あ
り
、
存
在
の
論
理
は
存
在
の
自
覚
の
論
理
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
、
如
何
な
る
存
在
も
自
ら
を
自
覚
す
る
と
は
限
ら
ぬ
。
自
覚
を
な
す
存
在
は
精
神
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
直
観
は
「
精
神
に
よ
る
精
神

　
　
の
内
的
認
識
」
（
℃
鐸
鎗
①
）
だ
と
誉
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
直
観
の
パ
ト
ス
は
精
神
の
パ
ト
ス
で
あ
り
、
「
精
神
的
共
感
」
（
§
・
ω
蓄
℃
転
ず
冨

　
　
。
。
℃
艮
ε
亀
¢
勺
竃
』
も
。
Φ
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
ロ
ゴ
ス
以
上
の
パ
ト
ス
で
あ
り
情
緒
な
の
で
あ
る
。
存
在
の
認
識
は
既
に
あ
る
不
動
の

　
　
存
在
を
と
ら
え
る
事
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
パ
ト
ス
を
ま
た
ず
と
も
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
パ
ト
ス
即
ち
情
緒
に
よ
る
存
在
の

　
　
認
識
は
未
だ
な
き
存
在
の
創
造
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
直
観
と
は
創
造
だ
と
　
冨
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
情
緒
は
創
造
の
パ
ト
ス
に
外
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
ロ
ゴ
ス
の
論
理
は
知
性
の
論
理
・
既
成
の
論
理
・
豊
漁
の
論
理
・
関
係
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
ト
ス
の
論
理
は
情
緒
の

　
　
論
理
・
創
造
の
論
理
・
事
実
の
論
理
・
存
在
の
論
理
で
あ
る
。
一
景
岡
で
い
え
ば
、
躇
覚
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
パ
ト
ス
の
論

　
　
理
と
い
う
蓑
現
は
自
己
撞
著
を
も
っ
て
い
る
と
書
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
は
個
性
的
主
観
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス
は
一
般
的
客

　
　
観
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
吾
々
は
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
が
先
ず
あ
っ
て
そ
の
統
一
が
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
で
は
な
い
事
を
。

　
　
パ
ト
ス
が
そ
の
ま
ま
ロ
ゴ
ス
な
の
で
あ
る
。
パ
ト
ス
が
あ
っ
て
ロ
ゴ
ス
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ロ
ゴ
ス
が
あ
っ
て
パ
ト
ス
が
あ
る
の
で
は

　
　
な
い
。
パ
ト
ス
の
上
に
ロ
ゴ
ス
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
パ
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
以
上
の
パ
ト
ス
と

　
　
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
、
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
こ
そ
真
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
単
に
個
性
的
主
観
的
と
は
言
え
ぬ
。

　
　
事
実
と
一
致
す
る
パ
ト
ス
こ
そ
普
遍
的
客
観
的
で
あ
る
。
事
実
と
接
触
し
な
い
単
な
る
ロ
ゴ
ス
は
所
謂
抽
象
的
な
一
般
性
に
外
な
ら
な
い

　
　
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
パ
ト
ス
の
論
理
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
捉
え
る
の
に
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
か
。
勿
論
、
存
在
と
一
致
す
る



　
事
即
ち
直
観
あ
る
の
み
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
河
の
流
れ
を
眺
め
る
牧
人
の
如
く
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
て
は
直
観
は
出
来
ぬ
。
直
観
に
い

　
　
た
る
過
程
も
し
く
は
道
程
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
静
観
は
存
在
の
真
只
中
に
飛
び
こ
む
こ
と
で
あ
っ
て
そ
れ
に
は
道
程
は
問
題
で
は
な
い

　
　
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
飛
び
こ
み
方
が
み
る
は
ず
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
盧
観
に
い
た
る
か
は
や
は
り
一
つ
の
早
早

　
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
直
観
そ
の
も
の
が
苦
し
い
努
力
で
あ
る
に
し
て
も
直
観
に
い
た
る
道
程
も
亦
厳
し
い
努
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
直
観
へ
の
道
は
何
で
あ
る
と
答
え
る
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
哲
学
は
思
索
だ
と
い
う
。
徹
底
的
に
考
え
ぬ
く
事
だ
と
い
う
。

　
直
観
へ
の
道
は
思
索
に
罪
な
ら
ぬ
。
思
索
こ
そ
哲
学
を
科
学
・
芸
術
・
道
徳
・
宗
教
か
ら
区
別
す
る
独
自
の
方
法
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

　
　
誓
学
を
直
観
の
哲
学
だ
と
き
め
つ
け
、
そ
こ
に
は
論
理
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
言
う
人
は
、
哲
学
を
思
索
の
学
問
だ
と
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン

　
　
の
主
張
に
対
し
て
何
と
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
思
索
の
あ
る
所
論
理
が
あ
る
。
論
理
的
で
な
い
思
索
は
単
に
雑
多
な
事
を
想
い
浮
か
べ

　
　
る
だ
け
で
あ
り
思
索
の
名
に
値
し
な
い
。
只
、
そ
の
場
舎
の
論
理
と
は
何
で
あ
る
か
が
喜
々
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
雷
う
思
索
と
は
何
で
あ
る
か
、
考
え
る
と
は
侮
か
。
無
論
、
哲
学
者
に
よ
っ
て
そ
の
答
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
啓
は
思
索
。
・
囲
）
曾
三
無
δ
鐵
と
は
反
省
は
訟
の
×
δ
ゆ
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
今
、
そ
の
事
を
明
ら
か
に
す
る
前
に
認
識
と
思

　
　
索
と
の
関
係
を
考
え
て
お
き
た
い
。
直
観
と
は
も
の
そ
の
も
の
を
知
る
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
る
た
め
に
は
思
索
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
思
索
は
直
観
へ
の
道
程
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
思
索
に
は
知
識
が
前
提
さ
れ
る
。
何
も
知
ら
ず
し
て
考
え
る
事
は
出
来
ぬ
。
考
え
る
た
め

　
　
に
は
豊
富
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
こ
で
両
者
の
循
環
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
考
え
る
と
は
単
に

　
　
既
成
の
知
識
に
あ
て
は
め
る
事
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
説
明
で
あ
っ
て
も
新
し
い
も
の
は
何
も
創
造
串
来
な
い
。
既
成
の
知

　
　
識
は
思
索
の
必
要
条
件
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
思
索
は
そ
れ
ら
を
超
え
て
未
知
な
る
も
の
を
探
求
す
る
。
無
論
、
既
成
の
知
識
に
あ
て
は
め

　
　
る
事
も
～
つ
の
思
索
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
を
過
去
に
未
知
を
銑
知
に
結
び
つ
け
る
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
自
体
、
問
題
自
体
は
新

　
　
た
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
は
存
在
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
過
玄
は
超
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
知
は
捨
て
さ
ら

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
問
題
の
外
側
に
厨
る
の
で
は
な
く
悶
題
自
体
の
中
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
自
体
を
明
確
に
せ
ね
ば

857　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
九
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〇

な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
反
省
が
要
求
さ
れ
る
。
哲
学
的
思
索
と
は
反
省
で
あ
る
。
思
索
は
、
只
、
問
題
自
体
を
知
る
た
め
、
事
実
を
知
る
た
め

に
の
み
あ
っ
て
、
行
動
と
有
用
さ
か
ら
離
れ
た
純
粋
思
索
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
純
粋
理
論
が
生
れ
る
。
哲
学
の
求
め
る
も
の

は
純
粋
理
論
で
あ
り
、
事
実
に
対
す
る
純
粋
知
く
。
騨
℃
o
鶏
く
。
ぜ
（
丙
ρ
b
。
⑩
○
。
）
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
反
省
と
は
何
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
『
晋
々
の
い
う
直
観
と
は
反
省
で
あ
る
』
（
℃
窯
．
り
α
）
と
云
う
。
こ
の
文
章
は
薩

観
を
本
能
と
か
感
情
と
か
に
解
す
る
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
許
す
文
章
は
一
行
も
な
い
と
の
反
論
に
続
く
文
章
で
あ
る
。

直
観
を
神
秘
的
と
か
反
論
理
と
解
す
る
人
々
に
対
す
る
厳
し
い
抗
議
の
雷
火
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
は
直
観
と
反
省
を
即
一
と
す

る
事
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
の
文
章
を
単
純
換
位
し
て
「
反
省
と
は
直
観
で
あ
る
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
直
観
は
事
実
と
合
致
す
る

事
で
あ
る
な
ら
、
も
し
く
は
内
に
入
る
事
で
あ
る
な
ら
、
反
省
は
事
実
に
向
か
う
事
、
も
し
く
は
内
へ
向
か
う
事
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

反
省
は
直
観
へ
の
道
程
で
あ
り
反
省
の
極
に
直
観
は
可
能
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
の
反
省
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
直
観
の
事
実
そ
の

も
の
を
翻
っ
て
理
論
的
に
雪
意
す
る
事
即
ち
直
観
の
対
象
化
で
あ
る
。
直
観
を
反
省
す
る
事
で
あ
る
。
か
く
考
え
る
な
ら
、
直
観
を
核
と

し
て
そ
の
前
後
に
反
省
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
何
れ
に
し
て
も
直
観
と
反
省
は
網
対
立
す
る
。
直
観
は
主
客
未
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
反

省
に
は
主
客
の
対
立
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
紺
立
は
直
観
の
回
顧
と
い
う
反
省
に
お
い
て
最
も
尖
鋭
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
後
者
の
反

省
と
直
観
の
対
立
に
つ
い
て
は
西
田
幾
多
郎
氏
の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
の
問
題
』
と
い
う
悪
戦
苦
闘
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
昔
々

は
も
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
吾
々
の
い
う
直
観
と
は
反
省
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
前
者
の
、
薩
観
に
至
る
道
程
と
し
て
の
反
省

を
指
す
と
さ
し
あ
た
り
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
反
省
の
極
に
お
い
て
直
観
と
反
省
が
同
一
と
な
っ
た
絶
対
的
反
省
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
反
省
は
究
極
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
前
に
そ
の
対
立
面
を
把
握
し
て
お
く
事
は
重
要
で
あ
る
。

　
吾
々
は
反
省
を
三
つ
に
分
け
た
。
今
、
そ
の
反
省
概
念
を
分
析
し
て
見
よ
う
。
薩
観
に
い
た
る
道
程
と
し
て
の
反
省
は
根
拠
に
帰
る
反

省
で
あ
る
。
抽
象
的
一
般
か
ら
具
体
的
事
実
に
表
面
的
自
我
か
ら
根
底
的
自
我
に
帰
る
反
省
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
還
帰
的
反
省
と
名
づ
け

ら
れ
よ
う
。
こ
の
反
省
は
徹
底
的
な
自
己
否
定
・
自
己
批
判
で
あ
る
。
自
己
肯
定
に
安
住
す
る
時
、
反
省
は
存
し
得
な
い
。
反
省
と
は
否



　
　
定
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
否
定
は
分
析
を
通
じ
て
可
能
で
あ
る
。
否
定
的
分
析
、
反
省
的
分
析
が
そ
れ
で
あ
る
。
次
に
、
直
観
の
事

　
　
実
を
回
顧
す
る
反
省
は
直
観
を
ロ
ゴ
ス
へ
定
立
す
る
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
反
省
は
定
立
的
反
省
と
な
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
反
省

　
　
も
亦
分
析
で
あ
る
。
熟
し
、
そ
の
分
析
は
直
観
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
と
り
繊
す
肯
定
約
分
析
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
両
者
の
反
省
は

　
　
脊
定
的
否
定
的
の
区
別
は
あ
る
に
し
て
も
、
分
析
的
反
省
で
あ
る
点
で
知
性
に
よ
る
反
省
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
反
省
と
分
析
は
一
つ
に
な

　
　
っ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
い
う
分
析
は
科
学
の
方
法
と
し
て
の
分
析
で
は
な
い
。
哲
学
の
方
法
と
し
て
の
分
析
も
亦
充
分
ベ
ル
グ
ソ
ン

　
　
に
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
分
析
な
き
反
省
は
空
虚
な
思
弁
で
あ
り
、
反
省
な
き
分
析
は
単
な
る
概
念
分
割
で
あ
る
。
反
省
と
分
析
が
一
つ

　
　
と
な
っ
て
働
く
所
に
哲
学
の
方
法
と
し
て
の
分
析
が
あ
る
。
科
学
の
方
法
と
し
て
の
分
析
は
外
か
ら
の
そ
れ
で
に
あ
る
に
対
し
、
哲
学
の

　
　
方
法
と
し
て
の
分
析
は
内
へ
の
分
析
か
、
そ
れ
と
も
内
か
ら
の
分
析
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
前
者
の
反
省
は
知
性
か
ら
直
観
へ
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ゴ
ス

　
　
後
者
の
反
省
は
直
観
か
ら
知
性
へ
で
あ
る
。
別
の
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
前
者
は
論
理
か
ら
直
観
へ
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
直
観
か

　
　
　
ロ
　
ゴ
　
ス

　
　
ら
論
理
へ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
知
性
と
は
何
で
あ
り
論
理
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
前
看
の
反
省
は
具
体
約
に
し
て
異
質
的
個
性
的
な
生
き
た
統
一
性
に
帰
る
具
体
約
反
省
で
あ
る
。
そ
れ
は
否
定
を
介
し
て
行
な
わ
れ
る
。

　
　
後
者
の
反
省
は
直
観
の
具
体
的
事
実
を
外
化
し
同
質
化
し
一
般
化
す
る
抽
象
的
反
省
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
両
者
の
反
省
は
梢
対
立
す
る
。

　
　
し
か
し
、
知
性
を
単
に
概
念
的
知
性
、
　
ロ
ゴ
ス
的
知
性
と
考
え
る
な
ら
、
特
に
後
者
の
反
省
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
反
省
の
名
に
値

　
　
し
な
い
も
の
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
直
観
の
知
性
化
は
必
ず
し
も
薩
観
の
ロ
ゴ
ス
化
で
は
な
い
。
知
性
に
は
門
知
性
化
さ
れ
た
直
観
」

　
　
（
一
、
更
門
島
9
二
議
巴
㊦
。
日
舞
翻
奮
遥
、
ぞ
い
も
。
b
。
）
、
「
情
緒
の
火
で
も
や
さ
れ
た
知
性
」
（
剛
”
陣
艮
色
黒
窪
8
ρ
器
。
。
諮
霊
ヨ
。
爵
・
・
。
諺
冷
¢
一
、
傷
ヨ
。
島
§
・
O
ω
・

　
　
A
ω
）
が
あ
る
。
先
の
具
体
的
反
省
に
働
ら
く
知
性
も
亦
こ
の
よ
う
な
知
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
、
存
在
そ
の
も
の
に
程
度
を

　
　
認
め
る
な
ら
、
具
体
的
反
省
に
伴
う
知
性
は
よ
り
低
次
の
直
観
の
知
性
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
に
し
ろ
、
直
観
か

　
　
ら
生
れ
直
観
と
共
に
動
く
柔
軟
な
知
性
に
よ
る
反
省
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
直
観
と
論
理
は
対
立
し
た
も
の
と
し
て
そ
の
関
係

　
　
が
聞
題
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
直
観
に
内
在
す
る
ロ
ゴ
ス
、
所
謂
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
が
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
こ
に

卿　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
工
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三
二

887　
　
関
係
を
尚
も
認
め
る
な
ら
、
外
的
関
係
で
は
な
く
内
的
関
係
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
先
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
書
う
思
索
と
は
反
省
で
あ
る
と
し
、
思
索
と
は
直
観
へ
の
道
程
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
場
合
の
思
索

　
　
は
還
帰
的
反
省
で
あ
り
探
求
と
し
て
の
思
索
で
あ
る
。
更
に
、
も
う
一
つ
の
思
索
と
し
て
、
説
明
と
し
て
の
思
索
が
存
す
る
。
こ
れ
は
直

　
　
観
の
事
実
を
ロ
ゴ
ス
に
定
立
す
る
断
の
抽
象
的
反
省
も
し
く
は
定
立
的
反
省
に
相
当
す
る
。
事
実
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
は
整
然
た
る
緻

　
　
密
な
思
索
を
そ
の
両
方
の
意
味
で
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
聞
題
な
の
は
、
そ
の
思
索
は
、
単
に
直
観
と
対
立
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
事

　
　
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
思
索
と
は
反
省
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
思
索
が
思
索
と
し
て
完
了
す
る
の
は
そ
の
も
の
が
分
る
と

　
　
い
う
事
で
あ
る
。
反
省
が
真
の
反
省
た
り
う
る
の
は
そ
の
も
の
の
内
に
入
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
吾
々
は
先
に
直
観
即
反
省
と
い
う
絶
対

　
　
的
反
省
が
存
す
る
事
を
の
べ
た
。
そ
う
す
る
と
、
反
省
は
～
方
に
お
い
て
分
析
と
か
か
わ
り
乍
ら
、
他
方
に
お
い
て
薩
観
と
か
か
わ
る
。

　
　
分
斬
は
知
性
の
作
業
で
あ
り
、
直
観
は
情
緒
の
作
業
で
あ
る
。
反
省
は
そ
の
両
者
と
か
か
わ
り
を
も
つ
。
反
省
は
分
析
と
直
観
、
知
性
と

　
　
情
緒
を
つ
な
ぐ
か
け
は
し
で
あ
る
。
両
者
の
尖
鋭
な
対
立
は
、
両
者
が
反
省
と
か
か
わ
る
事
に
よ
っ
て
却
っ
て
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
と

　
　
な
る
。
反
省
そ
の
も
の
の
考
究
は
、
か
く
し
て
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
の
解
明
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な
る
。
　
「
直
観
と
は
反
省
で
あ
る
」

　
　
と
共
に
、
知
性
は
「
反
省
す
る
知
性
偏
（
ヨ
動
気
2
8
4
三
製
】
仏
。
葛
．
図
◇
嵩
ゆ
）
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
勿
論
、
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
も
対
立
面
を
岡
】
に
解
消
し
無
視
す
る
の
で
は
な
い
。
直
観
と
反
省
、
反
省
と
分
析
の
内
的
関
係
を
問
題

　
　
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
反
省
そ
れ
自
身
に
も
具
体
的
還
帰
的
反
省
と
抽
象
的
定
立
的
反
省
の
区
別
が
あ
る
。
こ
こ
で
習
々
を
導
く

　
　
光
は
直
観
と
は
「
否
定
の
能
力
」
（
℃
窯
■
H
邸
O
■
　
困
b
◇
困
）
だ
と
い
う
べ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
で
あ
る
。
反
省
に
も
脊
定
的
反
省
が
あ
る
に
し
て
も
、

　
　
先
ず
は
否
定
的
反
省
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
反
省
の
否
定
の
力
は
臨
観
か
ら
く
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
即
ち
、
存
在
と
は
動
き
で

　
　
あ
り
不
断
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
直
観
の
尉
象
化
で
あ
る
定
立
的
反
省
は
不
断
に
手
簿
的
反
省
に
移
行
し
そ
れ
と
実

　
　
際
に
一
つ
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
、
直
観
の
知
性
化
は
常
に
充
分
と
は
誉
え
ぬ
。
そ
こ
に
は
無
限
に
訂
正
の
努
力
が
重
ね
ら

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
定
立
的
反
省
は
そ
れ
自
体
肯
定
的
分
析
に
止
ま
ら
ず
否
定
的
分
析
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
否
定
の
力
が
直
観
か



ら
く
る
の
で
は
な
い
か
。
か
く
て
、
反
省
↓
直
観
↓
反
省
は
全
体
的
に
否
定
に
よ
る
連
続
的
前
進
で
あ
る
。
そ
の
反
省
と
い
う
事
自
体
も

亦
直
観
に
原
勤
力
を
得
て
い
る
。
だ
か
ら
厳
密
に
い
え
ぽ
、
反
省
が
あ
っ
て
直
観
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
直
観
な
く
し
て
反
省
は
あ
り
え

な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
直
観
と
は
反
省
で
あ
る
と
い
う
事
と
直
観
と
は
否
定
の
能
力
だ
と
い
う
事
が
一
つ
に
結
び
つ
く
。
反
省
と

否
定
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
共
に
そ
の
動
力
を
直
観
か
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
直
観
を
核
と
す
る
二
つ
の
反
省
の
全
体
が
哲

学
で
あ
る
。
単
に
直
観
だ
け
で
は
哲
学
と
は
な
ら
ぬ
。
次
に
、
上
述
の
事
を
具
体
的
に
資
料
に
歯
し
て
考
究
す
る
。
吾
々
の
パ
ト
ス
の
ロ

ゴ
ス
と
い
う
問
題
の
具
体
的
核
心
は
反
省
そ
の
も
の
の
考
究
に
あ
る
。
こ
の
間
題
の
考
察
は
単
に
直
観
と
論
理
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
形

而
上
学
と
科
学
の
問
題
に
も
大
き
な
光
を
あ
て
る
事
が
出
来
る
と
儒
ず
る
。

皿

　
　
　
先
ず
抽
象
的
～
般
か
ら
具
体
的
事
実
に
帰
る
具
体
的
反
省
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
反
省
は
自
己
否
定
で
あ
り
自
己
批
判
で
あ
る
。
哲

　
　
学
は
す
べ
か
ら
く
否
定
か
ら
出
発
す
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
如
く
の
べ
る
。

　
　
　
「
哲
学
者
の
思
想
は
未
だ
確
圃
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
学
説
の
中
に
決
定
的
な
所
が
な
い
場
合
、
哲
学
者
の
最
初
の
禺
発
は
幾

　
　
　
つ
か
の
事
柄
を
決
定
的
に
放
棄
す
る
事
で
あ
る
。
」
（
℃
ζ
．
欝
O
～
H
b
り
困
）

　
　
で
は
、
否
定
す
べ
き
自
己
と
は
何
か
。
そ
こ
で
彼
は
い
う
。
「
吾
々
は
み
ん
な
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
し
て
生
れ
つ
い
て
い
る
」
（
同
ρ
お
）
と
。

　
　
人
間
と
は
知
性
的
存
在
で
あ
り
ロ
ゴ
ス
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
は
人
閣
は
知
性
や
ロ
ゴ
ス
で
尽
き
る
と
い
う
事
で
は
な
い
。

　
　
そ
れ
ら
は
行
動
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
を
知
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
吾
々
は
生
活
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
生
活
の
た
め
の
知
識
は
人
間
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
。
文
明
の
進
歩
、
生
活
の
便
利
は
科
学
の
目
標
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

　
　
ら
は
必
ず
し
も
人
間
の
進
歩
を
意
味
し
な
い
。
存
在
を
知
り
得
て
こ
そ
人
間
は
人
閥
と
な
り
う
る
。
そ
の
た
め
に
は
言
語
上
の
解
決
を
放

　
　
棄
し
、
生
活
か
ら
遊
離
し
て
見
る
た
め
に
見
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
思
索
で
あ
り
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
証
的
に

897　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三



　
　
　
　
　
　
醤
学
研
究
　
第
五
百
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

907　
　
も
の
を
考
え
る
の
は
「
人
間
精
神
に
と
っ
て
自
然
な
傾
向
だ
が
、
こ
の
傾
向
に
人
は
決
し
て
降
参
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
℃
窯
．
ゆ
G
Q
）
。
「
暫
学

　
　
と
は
人
間
的
条
件
を
超
え
る
た
め
の
努
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
℃
窯
。
b
、
一
。
。
）
。
哲
学
は
生
来
の
人
間
性
に
対
す
る
霞
己
否
定
で
あ
る
。

　
　
　
人
間
の
自
然
な
傾
向
を
否
定
す
る
に
は
意
志
的
努
力
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
努
力
は
如
何
な
る
形
で
行
わ
れ
る
か
。
吾
々
に
は
「
時
間

　
　
を
空
間
中
に
展
開
す
る
と
い
う
深
く
根
ざ
し
た
習
慣
」
（
O
H
■
¢
H
）
が
あ
っ
て
純
粋
持
続
を
外
在
化
さ
せ
並
列
化
し
て
い
る
。
こ
の
習
慣
を

　
　
た
ち
き
る
た
め
に
は
、
「
己
れ
自
身
に
還
っ
て
沈
潜
す
る
暴
富
」
（
§
①
算
当
捨
書
＝
窪
霞
①
§
①
濠
白
Φ
ヨ
①
①
け
ω
．
駐
ω
一
決
野
江
．
ヨ
）
が
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
ま
さ
に
反
省
的
思
索
で
あ
る
。
人
蔭
は
常
に
安
易
に
つ
き
表
面
的
自
我
に
安
住
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
真
の
根

　
　
底
的
自
我
、
持
続
そ
の
も
の
を
取
り
戻
す
事
は
、
「
反
省
の
厳
し
い
努
力
に
よ
っ
て
」
（
唱
雪
雲
く
置
。
霞
①
養
無
・
巽
（
閂
①
照
臨
①
臥
。
鋒
鷺
㍊
謡
）
、

　
　
或
は
又
、
「
捨
象
の
厳
し
い
努
力
に
よ
っ
て
」
（
腿
H
§
三
σ
Q
。
籠
窪
×
①
凍
雲
曾
血
、
鋤
ぴ
巳
。
簿
袋
口
。
戸
O
ピ
零
）
達
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
事

　
　
な
の
は
こ
の
事
は
別
の
二
言
で
、
「
根
底
的
自
我
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
分
析
の
厳
し
い
努
力
（
茸
無
。
洋
三
α
q
。
霞
①
舞
征
．
弓
篭
ω
①
）
が

　
　
必
須
で
あ
る
篇
（
O
同
。
¢
O
）
と
云
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
反
省
の
厳
し
い
努
力
は
同
時
に
分
析
の
厳
し
い
努
力
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
交

　
　
帥
げ
ω
鐸
霧
甑
○
ロ
と
い
う
表
現
が
承
し
て
い
る
如
く
霞
然
な
傾
向
を
捨
象
す
る
事
で
あ
り
、
膚
身
否
定
の
努
力
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
吾
々
は

　
　
反
省
と
分
析
が
一
つ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
事
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
の
べ
た
吾
々
の
い
う
還
帰
的
反
省
は
反
省

　
　
的
否
定
的
分
析
で
あ
る
事
は
こ
こ
で
証
せ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
事
は
彼
の
自
叙
伝
と
も
云
わ
れ
、
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
に
も
比
せ
ら

　
　
れ
る
『
思
想
と
動
い
て
い
る
も
の
』
所
収
の
序
論
1
部
に
お
い
て
も
明
白
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
反
省
と
分
析
の
長
い
間
の
連
続
の
結
果
、
私
は
一
つ
ず
つ
そ
れ
ら
の
（
連
想
主
義
の
考
え
方
な
ど
）
先
入
感
を
取
り
除
き
、
こ
れ
ま

　
　
　
で
批
判
な
し
に
受
け
い
れ
て
来
た
多
く
の
観
念
を
捨
て
、
遂
に
、
私
は
全
く
純
粋
な
内
的
持
続
、
～
で
も
多
で
も
な
く
、
吾
々
の
如
何

　
　
　
な
る
枠
に
も
入
ら
な
い
連
続
を
兇
出
し
た
と
儒
じ
た
。
」
（
℃
ζ
尋
幽
）

　
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
に
相
遠
く
な
い
こ
の
・
文
章
は
、
言
葉
上
の
解
決
を
放
棄
し
て
内
的
生
命
の
中
に
入
る
事
は
単
に
も
の
そ
の
も
の

　
　
に
飛
び
こ
む
こ
と
で
は
な
く
、
一
圃
限
り
で
は
な
い
長
い
反
省
と
分
析
だ
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
反
省
と
分
析
が
一
一
っ



　
　
な
の
で
は
な
く
反
省
が
分
析
な
の
で
あ
る
。
哲
学
の
方
法
は
デ
カ
ル
ト
に
て
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
て
も
綜
合
で
は
な
く
否
定
的
分
析
、
反
省

　
　
的
分
析
で
あ
る
。
両
者
の
哲
学
者
の
方
法
の
相
違
は
今
は
論
ず
る
所
で
は
な
い
。
哲
学
の
出
発
点
は
か
く
て
批
判
で
あ
り
否
定
で
あ
り
反

　
　
省
で
あ
り
分
析
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
初
の
著
作
『
試
論
』
で
は
特
に
こ
の
還
帰
的
反
省
が
顕
著
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
分
析
と
反
省
は
何
も
精
神
の
内
的
否
定
的
分
析
に
隈
ら
な
い
事
も
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
具
体
約
欝
乎
的
反
省
は
直
観

　
　
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
言
え
ば
直
観
の
嵩
0
8
ω
》
山
○
建
ヨ
①
簿
。
。
に
当
る
。
そ
の
反
省
の
結
果
、
遂
に
直
観
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
そ
れ
ら
（
8
什
①
ジ
（
野
冊
ヨ
魯
邑
は
実
証
科
学
に
よ
っ
て
（
唱
二
一
ω
。
δ
琴
①
℃
。
ω
亡
く
①
）
、
と
り
わ
け
、
精
神
の
精
神
に
対
す
る
反
省
に

　
　
　
よ
っ
て
（
℃
舘
駕
　
6
撤
臨
①
風
。
謬
＾
δ
一
、
①
。
。
箕
面
。
。
母
】
、
①
巷
葺
）
、
集
め
た
観
察
と
経
験
の
全
体
で
あ
る
。
し
（
℃
竃
．
結
①
）

　
　
こ
こ
で
い
う
反
省
は
「
精
神
の
精
神
に
対
す
る
反
省
」
で
あ
っ
て
、
　
「
精
神
の
精
神
に
よ
る
内
的
認
識
し
と
い
う
場
合
の
直
観
と
は
異
な

　
　
る
事
を
君
過
し
て
は
な
ら
ぬ
。
直
観
へ
の
道
程
と
し
て
の
反
省
で
は
主
客
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
対
し
て
」
ψ
霞
と
い
う
表
現

　
　
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
墾
証
科
学
に
よ
る
観
察
と
経
験
が
附
加
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。

　
　
事
実
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
は
著
作
毎
に
問
題
に
応
じ
て
、
数
学
、
物
理
学
、
心
理
学
、
生
理
学
、
生
物
学
、
社
会
学
等
の
精
密
な
反
省
と

　
　
分
析
と
い
う
準
備
的
研
究
の
上
に
構
築
さ
れ
た
哲
学
で
あ
る
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
彼
自
ら
、
　
「
極
め
て
一
寸
し
た
問
題
に
と
り
か

　
　
か
る
前
に
も
如
何
ほ
ど
科
学
的
防
壁
の
仕
事
（
ρ
藷
＝
奏
く
艶
富
。
騨
8
毫
鑑
⇔
鉱
・
質
。
・
。
δ
監
貸
¢
①
）
を
必
要
と
し
た
か
」
（
勺
鎮
曾
痒
～
鳶
）
と

　
　
告
白
し
て
い
る
。
更
に
又
、
次
の
よ
う
に
も
云
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
入
は
実
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
面
的
な
顕
れ
と
長
い
聞
の
親
交
に
よ
っ
て
（
蜜
『
§
。
｝
。
£
g
甕
饗
吋
盆
①
瀞
）
、
雪
雲
を
獲
得
す
る
の
で

　
　
　
な
い
の
な
ら
、
実
在
か
ら
、
鷹
観
、
即
ち
実
在
が
も
つ
最
も
内
的
な
も
の
と
の
精
神
的
共
感
を
獲
得
す
る
事
は
出
来
な
い
。
」
（
一
、
ン
臼
醇
O
）

　
　
「
実
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
蓑
面
的
な
顕
れ
」
と
は
特
に
科
学
と
の
接
触
を
意
慨
し
て
い
る
。
又
「
長
い
間
の
親
交
」
は
先
き
に
引
馨
し
た

　
　
「
反
省
と
分
析
の
長
い
間
の
連
続
」
（
§
①
す
蚕
器
。
・
窪
。
島
。
村
費
。
滋
。
耳
門
臼
霧
巴
遂
①
自
・
）
と
も
対
応
し
て
い
る
。
共
に
長
い
闘
と
い
う
事

　
　
が
い
わ
れ
て
い
る
事
は
、
た
と
え
表
面
的
な
顕
れ
に
せ
よ
不
断
に
実
在
と
接
触
を
保
と
う
と
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
問
題
が
聞
題
を
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生
む
と
い
う
意
味
は
勿
論
、
問
題
は
常
に
新
し
い
と
い
う
事
と
共
に
、
問
題
に
一
つ
の
解
決
ら
し
い
も
の
を
認
め
て
も
更
に
他
の
系
列
か

　
　
ら
攻
め
て
同
じ
解
決
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
を
解
決
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
も
長
い
連
続
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
断
に
実
在

　
　
と
接
触
し
よ
う
と
す
る
知
性
こ
そ
、
ま
さ
に
ボ
ン
サ
ン
ス
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
こ
で
当
然
疑
問
が
駆
る
か
も
知
れ
な
い
。
精
神
に
遇
す
る
反
省
と
分
析
は
内
的
否
定
的
で
あ
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
科
学

　
　
に
対
す
る
分
析
は
外
的
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
反
省
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
科
学
の
諸
成
果
を
知
る
事
が
罠
的
な
の

　
　
で
は
な
く
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
存
在
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
暫
学
は
科
学
の
綜
合

　
　
で
は
な
く
て
科
学
の
分
析
な
の
で
あ
る
。
内
を
見
る
事
は
外
を
見
る
な
と
い
う
事
で
は
な
い
。
外
を
見
る
事
は
内
を
見
る
事
を
深
め
る
。

　
　
逆
に
又
、
内
を
見
る
事
は
外
を
よ
り
明
確
に
見
る
事
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
要
す
る
に
、
両
者
は
楓
補
的
で
あ
る
。
こ
の
事
は
精
神
と
物

　
　
質
に
根
ざ
し
た
経
験
の
論
理
、
事
実
の
論
理
が
既
に
用
意
さ
れ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
以
上
で
、
具
体
的
反
省
の
性
格
を
考
察
し
た
。
こ
の
反
省
は
　
一
）
鍵
厳
ぬ
①
滋
。
灘
鋤
℃
箕
。
感
。
⇔
象
や
℃
鴛
沼
部
鼠
σ
q
o
蓬
①
鐸
区
①
験
。
跨
侮
①
券
－

　
　
訟
①
言
書
等
々
に
て
℃
鴛
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
直
観
へ
の
道
程
と
し
て
の
反
省
で
あ

　
　
る
。
対
象
そ
の
も
の
を
知
る
た
め
に
対
象
の
分
析
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
反
省
は
直
観
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
は

　
　
⇔
o
審
の
》
餌
0
2
ヨ
①
霞
院
と
い
え
る
に
し
て
も
、
単
な
る
そ
れ
ら
で
は
な
い
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
反
省
と
分
析
は
そ
の
も
の
と
一
つ
に

　
　
な
る
所
ま
で
奥
深
く
進
む
。
こ
れ
ら
の
嵩
。
富
ω
や
匙
0
2
ヨ
①
謬
諺
は
一
つ
に
溶
融
さ
れ
、
中
和
さ
れ
て
（
p
Φ
舞
罠
階
段
）
、
既
知
の
雑
多
な

　
　
事
実
で
は
な
く
、
　
「
生
ま
の
材
料
」
（
一
帥
　
一
ご
9
陣
仏
巴
一
⇔
嵩
酔
傷
　
ぴ
壇
花
櫛
O
’
　
勺
ζ
甲
　
笛
込
の
①
）
と
な
る
所
ま
で
進
む
。
渾
沌
た
る
事
実
が
自
ら
一
つ
に
溶
融
し

　
　
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
が
ボ
ン
サ
ン
ス
的
知
性
の
仕
事
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
「
知
性
で
も
っ
て
溶
融
す
る
事
篇
（
㌘
。
・
…
。
罠
6
粍
髪
⑦
。

　
　
｝
．
葺
亀
貫
窪
8
．
丙
ρ
＜
霞
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
未
だ
傾
観
の
材
料
（
同
⇒
餌
砂
二
目
【
鉛
画
け
傷
）
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
直
観
と
な
る

　
　
た
め
に
は
飛
躍
（
蝕
⇔
昌
）
が
必
要
で
あ
る
。
反
省
そ
れ
写
譜
は
ど
こ
ま
で
も
否
定
で
あ
っ
て
謹
ち
に
肯
定
と
は
な
ら
ぬ
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
反
省
の
否
定
力
、
不
断
に
実
在
と
接
触
を
保
と
う
と
す
る
ボ
ン
サ
ン
ス
的
知
性
は
そ
の
背
後
に
慮
観
を
か
く
し
て
い



る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
否
定
す
べ
き
自
己
は
侮
で
あ
る
か
も
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
絶
勝
が
単
な
る
ロ
ゴ

ス
的
知
性
で
は
な
く
、
実
在
と
接
触
し
よ
う
と
す
る
ボ
ン
サ
ン
ス
で
あ
る
事
も
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
こ
れ
は
循
環
論
法
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
、
単
な
る
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
直
観
の
微
光
が
既
に
指
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
お
こ
う
。
こ
の
事
の
仔
細
は
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
無
知
の
知
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
無
知
と
い
え
る
た
め
に
は
既
に
知
る
べ
き
イ
デ
ア
の
何
で
あ
る
か
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
イ
デ
ア
を
知
れ
ば
無
知
で
は
あ
り
得
ぬ
。
何
れ
に
し
て
も
、
知
な
る
も
の
は
此
方
か
ら
存
在
に
迫
れ
ば
存
在
の

彼
方
か
ら
光
が
指
し
て
く
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
事
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
癒
観
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
考
究
が
滑
節
の

課
題
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

W

　
　
　
具
体
的
、
反
省
に
お
け
る
反
省
と
分
析
の
努
力
が
極
限
に
お
い
て
直
観
と
な
る
た
め
に
は
飛
躍
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
事
を
彼
は
、
　
「
明

　
　
白
な
直
観
の
決
定
的
努
力
」
（
一
、
簿
。
二
（
叡
鍵
岡
無
（
幽
、
汐
墜
三
§
〔
　
婆
ぼ
。
δ
■
℃
窯
．
器
窃
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
直
観
の
努
力
」
（
ε
蕪

　
　
亀
。
箕
焦
、
ぢ
ε
難
・
画
聖
臼
証
）
で
あ
る
。
「
生
ま
の
材
料
」
か
ら
更
に
飛
躍
し
て
、
彼
は
生
き
た
充
実
し
た
統
一
で
あ
る
内
的
持
続
と
い
う

　
　
最
初
の
直
観
を
、
黒
馬
的
反
省
の
側
か
ら
言
え
ば
超
越
的
に
、
「
突
然
」
（
町
霧
ぬ
欝
欝
Φ
簗
◎
国
O
．
＜
臨
隔
る
ω
G
。
．
）
、
「
或
る
日
」
（
¢
昌
ぴ
塁
欝
ざ
霞
．

　
　
勺
竃
．
陣
O
鱒
）
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
未
だ
な
き
独
創
的
な
も
の
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
発
明
の
努
力
し
（
｝
堕
O
鵠
O
壇
脅
　
価
噛
一
鵠
く
Φ
⇔
蹴
O
昌
■
口
℃
蜜
●
O
Q
）

　
　
と
も
雷
え
る
。
直
観
と
は
独
創
的
な
る
も
の
の
発
墨
で
あ
る
。
直
観
の
論
理
を
問
う
事
は
独
創
の
論
理
の
究
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

　
　
寒
帰
的
反
省
の
場
合
の
努
力
は
「
準
備
的
努
力
－
…
（
一
、
亀
。
二
℃
ま
聾
凱
¢
。
夢
画
し
回
。
。
）
で
あ
り
「
分
析
の
努
力
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、

　
　
直
観
は
最
早
や
分
析
は
も
と
よ
り
単
に
反
省
と
も
言
え
な
い
も
の
と
な
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
直
観
は
苦
し
い
も
の
で
、
持
続
す
る
事
は
嵐
来
な
い
」
（
℃
ン
臼
G
φ
卜
）
。
　
「
吾
々
は
か
く
の
如
く
自
己
自
身
を
と
ら
え
る
瞬

　
　
聞
は
稀
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
吾
々
は
稀
に
し
か
愚
蒙
で
な
い
」
（
U
周
忌
謡
）
。
こ
の
事
は
人
聞
的
条
件
か
ら
の
超
越
は
容
易
で
な
く
、
生
来

937　
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の
人
間
性
に
す
ぐ
さ
ま
引
き
も
ど
さ
れ
る
事
を
意
味
す
る
。
そ
の
故
に
、
直
観
そ
の
も
の
が
「
苦
痛
と
さ
え
言
え
る
努
力
、
絶
え
ず
や
り

　
　
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
努
力
」
（
ぽ
蟄
。
露
箕
田
ゆ
器
（
ざ
娼
一
〇
琵
琶
〆
δ
ε
o
震
も
。
簡
鴇
。
o
ヨ
曄
魯
8
罪
℃
ン
臼
。
。
ω
）
で
あ
る
。
還
帰
的
反
省
は

　
　
「
分
析
の
厳
し
い
努
力
」
で
あ
り
、
　
「
反
省
の
厳
し
い
努
力
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
覆
観
は
「
苦
し
い
努
力
」
（
象
。
再
〔
驚
き
賛
。
舞
》

　
　
頴
○
．
b
。
ω
。
。
）
で
あ
る
。
Φ
筆
。
詳
く
鐸
（
三
屋
＝
客
と
Φ
無
。
瓢
伍
〇
三
（
）
農
2
×
は
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区
鋼
は
吾
々
の
考
究
に

　
　
と
っ
て
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
後
者
は
直
観
の
瞬
間
性
の
故
に
、
直
観
そ
の
も
の
が
「
極
端
に
困
難
」
（
鑑
降
O
　
（
日
蝕
O
O
面
争
　
O
置
｛
門
Φ
鵠
9
Φ
．
　
℃
ζ
．
　
O
e
ω
）

　
　
な
「
苦
し
い
努
力
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
厳
し
さ
は
緻
密
さ
を
求
め
る
論
理
の
立
場
、
反
省
酌
春
里
の
立
場
で
始
め
て
考
え

　
　
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
直
観
の
厳
し
い
努
力
と
い
う
表
現
は
ど
こ
で
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
露

　
　
己
撞
著
を
も
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
反
省
は
緻
密
さ
に
か
か
わ
り
、
薩
観
は
微
妙
さ
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
更
に
又
、
還
帰
的
反
省
が
分
析
と
反
省
の
努
力
と
さ
れ
る
限
り
、
人
間
知
性
か
ら
の
超
越
の
努
力
で
あ
り
、
莚
機
否
定
約
努
力
で
あ
る

　
　
に
し
て
も
、
そ
れ
は
未
だ
知
性
の
努
力
に
止
ま
る
。
そ
れ
が
精
神
に
紺
す
る
分
析
に
止
ま
ら
ず
、
科
学
に
対
す
る
分
析
だ
と
さ
れ
る
時
、

　
　
尚
更
そ
の
事
が
言
え
る
。
分
析
は
反
省
と
は
一
つ
に
な
っ
て
も
直
観
と
は
決
定
的
に
報
違
す
る
。
反
省
的
分
析
を
な
す
自
己
否
定
約
知
性

　
　
を
融
々
は
先
に
デ
カ
ル
ト
の
ボ
ン
サ
ン
ス
に
近
寄
せ
て
考
え
た
。
け
れ
ど
も
、
知
性
の
脱
却
に
知
性
を
も
っ
て
す
る
事
は
肖
己
矛
雁
で
あ

　
　
る
。
第
一
の
還
帰
的
反
省
の
努
力
が
準
備
的
努
力
に
止
ま
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
発
明
知
性
即
ち
ボ
ン
サ
ン
ス
が
知
性
の
自

　
　
己
否
定
の
た
め
に
生
か
さ
れ
て
い
る
事
実
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
観
の
後
で
ボ
ン
サ
ン
ス
が
充
分
肯
定
的
に
科
学
的
知
性
と
し
て
生

　
　
か
さ
れ
る
道
が
あ
る
事
を
予
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
直
観
の
努
力
は
絶
え
ず
塁
壁
翻
漏
す
る
「
精
神
の
努
力
」
（
一
．
①
歌
。
ユ
匙
、
§

　
　
。
し
・
℃
葺
曾
℃
ζ
．
霧
）
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
創
造
の
努
力
」
（
丙
勺
e
　
困
固
．
　
ら
ゆ
Φ
α
伽
　
｝
）
ω
●
　
笛
怒
⊃
ひ
⊃
）
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
ボ
ン
サ
ン

　
　
ス
の
明
証
性
は
却
っ
て
「
混
雑
し
た
颪
観
篇
（
一
、
ぎ
一
丁
鉱
∩
霞
8
段
器
¢
O
州
G
。
）
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
明
証
と
言
え
る
に
し
て
も
、
そ
の
明

　
　
証
性
は
「
純
粋
な
空
閣
直
観
」
（
濁
○
．
鎗
ω
）
と
い
う
精
神
の
弛
緩
の
極
限
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
持
続
の
直
観
こ
そ
単
純
に
し

　
　
て
明
白
な
精
神
の
齎
…
観
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
デ
カ
ル
ト
と
全
く
別
離
す
る
。



　
　
　
今
ま
で
、
還
帰
的
反
省
と
直
観
と
を
努
力
と
い
う
点
か
ら
三
点
に
し
ぼ
っ
て
対
比
し
て
来
た
。
要
約
す
れ
ば
、
還
帰
的
反
省
の
場
合
の

　
　
努
力
は
準
備
的
努
力
、
厳
し
い
努
力
、
知
性
の
努
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
直
観
の
場
合
の
努
力
は
決
定
的
努
力
、
苦
し
い
努
力
、
精
神

　
　
の
努
力
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
の
努
力
は
分
析
と
結
び
つ
き
、
後
者
の
努
力
は
創
造
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
直
観
と

　
　
は
単
純
な
行
為
で
あ
る
」
（
℃
該
」
c
。
H
）
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
何
故
に
努
力
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
直
観
の
単
純
性
と
努
力
は
ど
う

　
　
結
び
つ
く
か
。
努
力
と
雷
わ
れ
る
限
り
人
閥
的
条
件
の
側
か
ら
の
言
葉
で
は
な
い
か
。
苦
し
い
努
力
と
い
う
表
現
は
そ
の
事
を
証
し
て
い

　
　
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
、
吾
々
は
直
観
の
場
合
の
努
力
に
は
今
一
つ
の
根
本
的
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
次
に
そ
れ
を
考
え
た

　
　
い
。

　
　
　
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
存
在
と
は
何
か
を
先
ず
考
え
て
お
き
た
い
。
存
在
と
は
動
き
で
あ
り
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
。
持
続
の

　
　
緊
張
の
極
限
に
精
神
性
が
あ
り
、
逆
に
弛
緩
の
極
限
に
お
い
て
物
質
性
が
あ
る
。
精
神
で
あ
れ
物
質
で
あ
れ
こ
の
両
極
端
の
間
に
あ
っ
て

　
　
動
き
を
も
つ
。
持
続
と
は
全
過
去
を
背
お
っ
て
未
来
へ
休
み
な
く
連
続
的
に
進
む
事
で
あ
る
。
一
瞬
の
過
去
と
い
え
ど
も
繰
り
返
す
事
は

　
　
な
い
。
貫
属
瞬
問
が
劇
造
的
に
し
て
独
創
的
な
絶
対
的
瞬
間
で
あ
る
。
芳
意
に
は
程
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
圓
顧
的
反
省
の
立
場
、
直

　
　
観
を
対
象
化
し
た
立
場
で
始
め
て
言
え
る
事
で
あ
る
。
濾
観
そ
の
も
の
は
絶
対
で
あ
る
。
真
に
生
き
る
と
は
こ
の
独
創
的
絶
対
的
な
瞬
閥

　
　
瞬
間
を
生
き
る
事
で
あ
る
。
こ
の
自
由
な
る
自
我
が
本
来
的
自
我
で
あ
る
。

　
　
　
存
在
を
こ
の
よ
う
に
動
き
と
し
生
命
と
す
る
時
、
　
「
直
観
的
に
考
え
る
と
は
持
続
に
お
い
て
考
え
る
事
で
あ
る
」
（
℃
ζ
．
ω
O
）
と
い
う

　
　
言
葉
は
直
観
の
ホ
質
を
窮
確
に
語
っ
て
い
る
事
が
分
る
。
　
「
直
観
に
と
っ
て
本
質
的
な
事
は
変
化
で
あ
る
」
（
蚤
3
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
言

　
　
っ
て
い
る
。
薩
観
は
存
在
と
の
共
感
で
あ
り
直
視
（
一
鉛
　
く
一
〇
c
同
O
昌
　
血
団
桟
①
0
樽
①
）
　
で
あ
る
。
品
題
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
癒
視
に
せ
よ
、

　
　
動
き
で
あ
る
存
在
は
見
る
事
が
出
来
な
い
。
見
る
立
場
に
止
ま
る
限
り
動
き
を
阻
止
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
見
る
事

　
　
を
失
っ
て
は
没
我
と
な
り
自
己
を
取
り
戻
す
直
観
と
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
故
に
、
「
三
も
。
δ
昌
で
あ
る
よ
り
は
。
○
篤
餌
簿
で
あ
り
」
（
℃
竃
．
N
口
ω
）
、

　
　
「
。
§
＄
9
に
止
ま
ら
ず
。
o
冒
。
箆
9
8
で
あ
る
認
識
」
（
℃
鎧
．
鳴
“
）
が
直
観
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
又
、
「
精
神
に
よ
る
精
神

957　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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圏
0

967　
　
の
内
約
認
識
し
（
℃
ン
臼
曽
O
）
が
直
観
だ
と
欝
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
直
観
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
げ
る
「
直
接
意
識
」
（
8
窃
甲

　
　
◎
2
＄
陣
門
宮
窪
護
8
。
℃
諸
．
ミ
）
で
あ
る
。
皆
々
が
動
き
を
見
る
の
で
は
な
く
、
露
ら
が
動
き
と
な
っ
て
動
き
を
見
る
の
で
あ
る
。
持
続
が
持

　
　
続
を
、
存
在
が
存
在
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
が
凡
て
に
お
い
て
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
出
来
る
の
は
人
間
存
在
で
あ
り
．
目

　
　
我
の
存
在
で
あ
る
。
直
観
は
先
ず
自
答
を
掘
り
下
げ
、
高
議
の
礼
儀
か
ら
始
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
彼
は
需
っ
て
い
る
。

　
　
　
門
吾
々
は
自
己
の
原
理
（
も
・
§
嘗
謹
貯
①
）
の
い
く
ら
か
と
～
致
す
る
た
め
に
は
…
…
…
自
己
を
振
り
返
り
、
自
己
自
身
へ
と
自
己
を
ね

　
　
じ
ま
げ
て
、
見
る
能
力
（
犀
鋤
象
ま
＾
δ
≦
首
）
が
意
志
す
る
働
き
（
一
、
蓉
8
〔
δ
く
。
乱
。
圃
残
）
と
一
つ
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
膨
O
．
8
。
。
）

　
　
自
己
を
振
り
返
り
、
膚
巴
を
ね
じ
ま
げ
る
と
い
う
還
帰
的
反
省
か
ら
、
見
る
能
力
と
意
志
す
る
働
き
の
一
致
と
い
う
直
観
的
反
省
に
飛
躍

　
　
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
晃
る
能
力
と
意
志
す
る
働
き
の
一
致
が
、
存
在
が
存
在
を
見
る
事
で
あ
り
、
本
来
的
自
我
を
生
き
る
事
で
あ
る
。

　
　
見
る
能
力
は
絶
え
ず
逆
の
方
向
に
引
か
れ
、
回
顧
視
（
≦
㏄
δ
⇔
真
葛
。
。
，
℃
0
3
〈
①
）
を
強
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
一
致
は
「
苦
し
い
努
力
し

　
　
で
あ
る
。
精
神
の
集
中
に
お
い
て
突
然
得
ら
れ
瞬
間
し
か
続
か
ぬ
。

　
　
　
問
題
な
の
は
、
こ
こ
で
い
う
「
意
志
す
る
働
き
」
と
は
何
を
四
恩
議
す
る
か
で
あ
る
。
吾
々
は
こ
の
「
血
思
志
す
る
働
き
」
を
存
在
の
働
き

　
　
で
あ
る
と
考
え
る
。
人
闘
的
条
件
の
側
よ
り
考
え
ら
れ
た
所
の
人
聞
的
意
志
と
は
考
え
ぬ
。
か
く
て
、
見
る
能
力
は
認
識
面
に
桐
当
し
、

　
　
意
志
す
る
働
き
は
存
在
面
に
根
当
す
る
。
そ
の
一
致
は
認
識
と
存
在
の
一
致
で
あ
る
。
意
志
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
次
の
理
由
に
よ

　
　
る
。
彼
は
生
命
的
秩
序
を
幾
何
学
的
秩
序
に
対
し
て
、
「
意
志
さ
れ
た
秩
序
」
（
O
壇
〔
　
H
①
　
＜
O
押
回
¢
幽
　
閣
○
甲
　
邸
b
O
㎝
）
と
の
べ
、
更
に
、
「
生
命
的
な

　
　
る
も
の
は
意
志
的
な
も
の
の
方
向
で
あ
る
」
（
閃
ρ
に
に
笥
）
、
と
の
べ
て
い
る
。
或
は
叉
、
「
純
粋
意
志
、
物
質
に
生
命
を
伝
え
乍
ら
物
質
を

　
　
通
過
す
る
流
れ
」
（
国
O
．
邸
し
。
O
）
と
言
っ
て
い
る
事
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
存
在
そ
の
も
の
は
意
志
で
あ
り
行
為
で
あ
り
働
き
そ
の
も
の
で

　
　
あ
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
「
物
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
行
為
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
」
（
鵠
謬
．
矯
鋤
冨
。
。
審
夢
。
。
。
①
9
協
降
．
団
隅

　
　
曾
。
（
憂
〔
含
。
屋
同
○
鳴
罵
り
）
存
在
と
は
変
化
で
あ
り
、
変
化
と
は
絶
え
ず
自
己
自
身
を
創
造
す
る
事
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
意
志

　
　
は
認
識
論
的
概
念
で
は
な
く
存
在
論
的
概
念
で
あ
る
。
行
為
も
岡
様
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
吾
々
が
行
為
す
る
の
で
は
な
く
存
在
が
、
も



　
　
し
く
は
存
在
と
一
つ
に
な
っ
た
得
々
が
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
と
一
つ
に
な
る
直
観
が
単
純
な
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
こ
の
点

　
　
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
と
は
翻
意
と
い
う
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
　
「
創
造
と
は
精
神
の
単
純
な
行
為
で
あ

　
　
る
し
（
じ
睡
ρ
b
。
命
）
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
単
純
な
行
為
に
は
「
少
し
も
神
秘
な
所
は
な
い
し
（
℃
竃
』
b
。
0
）
と
さ
れ
、
　
「
創
造
と

　
　
は
神
秘
な
も
の
で
は
な
い
」
（
い
餌
。
窓
武
豊
降
．
①
珍
腿
の
§
ヨ
翼
驚
Φ
．
国
ρ
鱒
継
Φ
）
と
奮
わ
れ
る
。
却
っ
て
、
直
観
は
「
明
由
な
覆
観
」

　
　
（
一
、
訂
欝
憲
自
＾
諦
畠
日
騨
㊦
◆
℃
窓
．
邸
卜
。
①
）
で
あ
る
、
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
存
在
と
認
識
、
意
志
す
る
働
き
と
見
る
能
力
が
一
致
し
て
い
る
の
は
精
神
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
見
る
能
力
と
意
志
す
る

　
　
働
き
が
あ
っ
て
そ
の
統
一
が
直
観
な
の
で
は
な
い
。
見
る
働
き
も
存
在
そ
の
も
の
か
ら
出
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
の
所
を

　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
如
く
番
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
じ
　
　
ト
　
　
ミ
ミ
　
　
ト
ニ
ト
ド
　
　
ミ
　
ミ
ミ
ニ
ミ
ニ
ミ
ド
　
　
　
　
ミ
ニ
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
く
　
　

　
　
　
「
全
く
鵬
来
上
っ
て
い
る
も
の
だ
け
を
把
握
し
、
外
か
ら
も
の
を
見
る
所
の
単
な
る
直
隠
の
鼠
で
も
っ
て
で
は
な
く
、
精
神
で
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
一
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
見
る
事
を
試
み
よ
う
。
即
ち
、
行
為
す
る
能
力
に
府
在
す
る
、
見
る
．
能
ヵ
で
も
っ
て
（
塁
9
8
器
鍵
。
旧
記
鳥
①
＜
o
騨
ρ
臥
。
。
。
ニ
ヨ
ヨ
§
Φ
簗
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
．
一
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
飲
ご
暁
霧
¢
竃
・
｛
、
講
鷺
）
、
い
わ
ば
、
意
志
が
劇
己
自
身
を
、
匁
じ
る
事
が
ぢ
ほ
と
ば
し
る
見
る
能
ガ
で
も
フ
．
て
（
髪
8
8
紳
お
｛
毬
¢
ま
〔
臨
く
。
茸

　
　
　
ρ
¢
こ
鉱
謀
け
（
δ
㌶
8
邑
（
）
β
＾
鐸
〈
（
〉
艶
。
貯
も
・
霞
ζ
・
ヨ
①
諺
①
）
、
見
る
事
を
試
み
よ
う
。
」
（
開
○
卜
。
q
じ

　
　
こ
の
文
章
は
趨
観
と
は
何
か
を
単
身
に
表
明
し
た
意
殊
深
い
交
章
で
あ
る
。
㈹
の
文
章
は
吾
々
の
い
う
還
帰
的
反
省
で
あ
る
。
働
の
文
章

　
　
は
直
観
を
指
し
て
い
る
。
直
観
は
精
神
で
も
っ
て
纏
る
事
、
即
ち
「
縞
神
に
よ
る
精
神
の
復
視
」
（
一
鋤
　
く
一
ロ
リ
一
◎
昌
　
鳥
一
尉
O
O
｛
O
含
　
〕
［
）
ζ
噸
　
藤
鳴
）
」
だ
と

　
　
さ
れ
る
が
、
そ
の
精
神
が
◎
と
⑪
の
文
章
で
よ
り
委
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
見
る
能
力
と
意
志
す
る
働
き
の
一
致
の
あ
り
方
が
明
確
に

　
　
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
見
る
能
力
が
行
為
す
る
能
力
に
内
在
し
て
居
り
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
行
為
が
鋤
の
文
章
で
意
志
に

　
　
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
行
為
即
ち
意
志
を
存
在
そ
の
も
の
と
す
る
吾
々
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
慮
志
自
身
か
ら
見
る
能
力
が
撃
て
く
る
と

　
　
い
う
事
は
、
習
々
が
見
る
の
で
は
な
く
存
在
が
見
る
の
だ
と
い
え
る
。
精
神
の
罠
は
存
在
の
層
で
あ
る
。
　
「
意
志
が
自
巴
自
身
を
ね
じ
る

　
　
事
か
ら
」
、
見
る
能
力
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ね
じ
り
（
ε
応
酬
§
）
と
は
存
在
が
自
己
を
遍
足
す
る
事
で
は
な
い
。
そ
こ
に
、

977　
　
　
　
　
　
ラ
ハ
　
ト
ス
の
ワ
ロ
ゴ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
一
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四
二

98
7
　
「
ほ
と
ば
し
る
」
（
愁
｝
鐸
）
と
い
う
語
の
重
要
性
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
直
観
と
反
省
が
絶
対
的
に
一
つ
に
な
っ
た
姿
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の

　
　
ね
じ
り
が
直
観
に
お
け
る
反
省
で
あ
る
。
こ
れ
が
直
観
と
反
省
と
が
即
一
と
な
っ
た
究
極
的
反
省
で
あ
り
絶
対
的
反
省
で
あ
る
。
見
る
と

　
　
は
創
造
的
意
志
の
反
省
面
で
あ
り
、
行
為
は
そ
の
意
志
の
劇
造
面
で
あ
る
。
精
紳
と
は
そ
の
両
者
の
一
致
で
あ
り
慮
覚
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

　
　
「
直
観
と
は
精
神
そ
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
、
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
口
悪
三
ぎ
質
霧
二
、
Φ
ぞ
藁
∋
窪
ざ
鼻
塞
戸
一
門
8
二
各
’

　
　
ω
①
器
》
訂
く
冨
田
館
肖
ρ
鍔
ρ
b
。
⑰
。
。
）
と
書
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
存
在
を
行
為
と
し
見
る
と
は
そ
の
行
為
か
ら
出
て
き
た
事
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
見
る
事
が
働
く
事
で
あ
る
よ
り
は
働

　
　
く
事
が
見
る
も
の
な
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
存
在
即
ち
生
命
と
は
「
創
造
的
エ
ネ

　
　
ル
ギ
ー
」
（
一
．
曾
Φ
軽
。
鶏
鐙
鼠
8
■
O
ψ
卜
⊃
漣
）
で
あ
る
。
存
在
そ
の
も
の
、
生
命
そ
の
も
の
が
努
力
で
あ
る
。
一
た
び
存
在
を
会
得
す
れ
ば

　
　
人
間
的
努
力
も
そ
こ
か
ら
、
自
然
に
展
開
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
還
帰
的
反
省
の
場
合
の
厳
し
い
努
力
、
知
性
の
努
力

　
　
と
は
根
本
的
に
異
な
る
存
在
の
努
力
、
精
神
の
努
力
が
あ
る
。
生
命
そ
の
も
の
が
努
力
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
創
造
の
努
力
」
（
一
、
践
。
二

　
　
。
嵐
簿
①
舞
O
ψ
b
。
B
）
と
い
わ
れ
、
単
的
に
は
「
精
神
力
」
（
ま
黒
金
①
。
。
唱
三
ε
亀
Φ
）
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
精
神
と
は
ま
さ
に
自
覚
し
た
生
命
或
は
存
在
に
外
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
引
用
し
た
文
章
で
、
　
「
あ
る
意
味
で
は
」
と
い
わ

　
　
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
精
神
と
は
「
純
粋
な
創
造
的
活
動
」
（
質
ξ
Φ
霧
牙
羅
霞
鐙
巳
。
¢
国
O
b
。
ま
）
で
あ
り
、
「
事
物
を
生
み
託
す
努
力
」

　
　
（
℃
竃
’
①
①
）
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
精
神
と
は
「
神
的
な
程
の
創
造
的
意
志
即
ち
思
懸
」
（
§
の
く
・
♂
口
ま
。
蔦
§
①
需
湯
傷
①
象
く
ぼ
①
欝
Φ
露

　
　
。
泳
⇔
窪
8
0
。
勺
ζ
．
①
①
）
で
あ
る
。
〈
o
ぴ
鐸
幕
と
剛
）
①
⇔
徐
①
と
の
一
致
が
精
神
で
あ
る
。
直
観
は
精
神
に
お
い
て
「
見
る
」
と
「
生
き
る
」
と

　
　
「
存
在
す
る
」
と
が
三
位
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
、
働
ら
き
を
存
在
そ
の
も
の
だ
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
生

　
　
き
る
事
に
外
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
単
に
生
き
る
の
で
は
な
く
善
く
生
き
る
事
が
哲
学
（
愛
知
）
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
愛
知
の
文
字

　
　
が
示
す
通
り
哲
学
は
動
的
不
完
結
的
で
あ
る
。
生
命
の
立
場
、
動
き
の
立
場
に
た
つ
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
単
に
生
き
る
の
で
は
な
く
よ
り
深
く

　
　
生
き
る
事
を
求
め
る
。
高
さ
で
は
な
く
深
さ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
覚
と
し
て
の
精
神
の
存
在
理
由
が
あ
る
。



哲
学
は
単
に
働
く
事
で
あ
る
よ
り
は
見
る
善
く
。
騨
で
あ
り
思
索
ω
幕
〇
三
9
甑
§
で
あ
る
。
思
索
を
先
に
直
観
へ
の
道
程
と
考
え
た
が
、

真
の
意
味
の
思
索
は
見
る
事
と
意
志
す
る
事
の
一
致
と
い
う
こ
の
場
合
に
始
め
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
索
と
は
存
在
の
理
法
を
内

か
ら
掴
む
事
で
あ
る
。
存
在
の
理
法
と
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
生
命
的
秩
序
、
意
志
さ
れ
た
秩
序
に
逆
な
ら
な
い
。
こ
の
存
在
の
O
a
お

が
ま
さ
に
存
在
の
論
理
で
あ
る
。
吾
々
が
瞬
聞
瞬
間
に
意
志
の
中
へ
吾
々
の
存
在
を
押
し
返
す
事
に
よ
っ
て
甦
節
⇔
＜
諒
鉱
の
尖
端
に
た
つ

事
が
出
来
る
。
こ
の
「
色
鍵
く
犀
紘
に
た
ち
戻
っ
た
精
神
の
努
力
」
　
（
勺
ン
臼
Φ
α
）
に
よ
っ
て
存
在
に
内
在
す
る
論
理
が
明
ら
か
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
円
熟
期
の
著
作
『
創
造
的
進
化
』
に
て
距
離
の
内
実
及
び
存
在
の
論
理
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
今
ま
で
、
吾
々
は
薩
観
と
反
省
が
絶
対
的
に
一
つ
と
な
り
、
見
る
と
細
思
志
す
る
と
が
一
致
し
た
存
在
の
自
覚
の
論
理
を
考
察
し
た
。
こ

の
考
察
か
ら
、
直
観
を
単
に
く
賦
○
⇒
と
し
観
想
と
す
る
事
ほ
ど
非
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
る
も
の
は
な
い
事
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
蜀

蕊
。
。
δ
⇒
黛
器
0
8
と
く
芭
○
膨
は
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
見
る
能
力
と
意
志
す
る
働
き
が
引
き
離
さ
れ
た
特
、
そ
れ
は
書

舗
や
直
観
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
見
る
能
力
が
存
在
を
眺
め
る
く
葱
o
o
に
絶
え
ず
引
き
戻
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
絶
え
ず
直
観

は
や
り
痘
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
絶
え
ざ
る
直
観
に
よ
っ
て
、
吾
々
は
連
続
的
に
箭
黒
し
深
ま
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
問
題
は
直
観
を
核

と
す
る
そ
の
前
後
の
還
帰
的
反
省
と
定
立
的
反
省
の
関
係
の
闇
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
次
濁
に
お
け
る
考
究
の
主
題
で
あ
る
。

V

　
　
　
直
観
は
瞬
間
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
直
観
自
身
の
不
完
全
性
・
不
完
結
性
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
又
、
人
間
的
条
件
の
超
越
の
困
難

　
　
性
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
各
綴
闘
は
絶
対
的
独
創
的
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
有
限
で
は
な
い
。
有
限
の
自
覚
は
鹿
7
5
結
し
た
全
体
が
あ
ら
か

　
　
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
て
こ
そ
言
え
る
事
で
あ
る
。
全
体
は
悠
遠
で
あ
り
既
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
生
命
は
悠
久
で
あ
り
未
来
は
開
か
れ
て

　
　
い
る
。
哲
学
的
臨
画
は
こ
の
悠
久
に
生
き
よ
う
と
す
る
事
で
あ
る
。
直
観
の
瞬
単
性
は
忘
我
の
そ
れ
で
は
な
く
精
神
の
園
で
見
る
七
号
で

　
　
あ
り
、
全
体
問
時
で
は
な
く
程
度
を
許
す
。
か
く
て
、
直
観
は
一
回
限
り
で
は
な
く
、
精
神
の
目
・
存
在
の
目
で
も
っ
て
動
き
の
度
合
に

997　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

麗
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
～
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歯
群

00
8
　
応
じ
て
畠
己
を
知
る
事
と
な
る
。
そ
れ
が
存
在
の
膚
覚
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
け
る
薗
観
の
瞬
間
性
の
意
味
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
見
よ
う
。
吾
々
は
先
き
に
生
命
の
流
れ
を
純
粋

　
　
意
志
の
流
れ
と
考
え
た
。
こ
の
流
れ
と
一
瞬
闊
一
つ
に
な
っ
て
も
、
　
「
そ
の
時
で
さ
え
、
蕎
々
の
掘
ん
だ
も
の
は
個
人
的
断
片
約
意
志

　
　
（
§
＜
o
巳
。
智
能
嬬
く
緊
緊
鼻
ゆ
鋤
ぴ
q
B
o
艮
雷
，
①
）
で
あ
る
」
（
国
ρ
誌
Φ
）
。
純
粋
意
志
は
図
入
の
立
場
で
軽
く
触
れ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
吾
々
は

　
　
直
観
に
お
い
て
、
　
「
吾
々
は
吾
々
の
意
志
の
バ
ネ
が
極
度
に
ま
で
緊
張
す
る
の
を
覚
え
る
。
…
…
吾
々
は
こ
の
点
に
お
い
て
慮
分
自
身
を

　
　
再
把
握
す
る
瞬
間
は
ほ
ん
と
う
に
稀
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
瞬
闘
は
真
に
自
由
な
吾
々
の
行
動
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
瞬

　
　
問
に
お
い
て
さ
え
、
喜
々
は
決
し
て
全
体
的
に
緊
張
す
る
事
は
な
い
。
吾
々
の
持
続
の
感
じ
、
即
ち
、
吾
々
の
自
我
と
自
己
自
身
と
の
一

　
　
致
に
は
程
度
が
あ
る
」
（
罵
ρ
口
O
同
）
。
自
己
は
奥
底
知
れ
ぬ
深
さ
を
も
ち
、
存
在
は
果
て
し
な
き
創
造
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
偲
人
的
断
片

　
　
的
出
恩
志
を
如
何
に
し
て
深
め
、
純
粋
意
志
の
流
れ
に
近
づ
け
る
事
が
出
来
る
か
。

　
　
　
若
し
も
直
観
を
長
続
き
さ
せ
（
。
・
。
。
・
2
富
質
ε
、
　
一
般
化
（
6
。
Φ
σ
q
g
費
鋤
濠
曾
）
す
る
事
が
出
来
た
ら
、
直
観
の
瞬
間
性
に
伴
う
困
難
を

　
　
さ
け
る
事
が
出
来
、
純
粋
意
志
に
近
づ
く
事
は
画
き
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
消
え
易
い
薩
観
を
長
続
き
さ
せ
、
　
「
ひ
き
の
ば
す
」
（
。
・
①

　
　
鷲
。
♂
凝
臼
）
事
は
知
性
の
力
を
借
り
ず
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
直
観
の
知
性
化
は
具
体
的
趨
観
の
客
観
化
、
一
般
化
で
あ
る
。
だ
が
し

　
　
か
し
、
直
観
の
知
性
に
よ
る
定
着
な
く
し
て
は
次
の
前
進
は
嵐
来
な
い
。
蔵
観
の
知
性
化
は
葺
々
の
い
う
定
立
的
反
省
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
そ
れ
は
必
ず
し
も
直
観
の
概
念
化
、
抽
象
化
で
は
な
い
。
　
「
実
在
的
持
続
に
つ
れ
も
ど
し
た
精
神
は
そ
れ
以
後
直
観
的
生
活
を
す
る
で
あ

　
　
ら
う
」
Q
、
ぞ
｛
・
蒙
O
）
。
こ
の
故
に
、
直
観
の
知
性
化
は
更
に
深
い
直
観
に
向
う
足
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
定
立
的
反
省
の
肯
定
的
分
析
が
還

　
　
帰
的
反
省
の
否
定
的
分
析
に
転
ず
る
事
で
あ
る
。
そ
の
事
が
、
　
「
良
識
に
、
鋼
ち
実
在
的
な
る
も
の
と
の
連
続
的
経
験
に
訴
え
ざ
る
を
得

　
　
な
い
」
（
出
U
（
）
。
　
軽
こ
ド
G
ゆ
…
に
昇
藷
）
と
い
わ
れ
、
「
精
神
と
自
然
と
の
間
の
連
続
的
往
復
が
必
要
で
あ
る
」
（
晦
ρ
卜
。
心
O
）
と
も
…
冨
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
不
断
の
往
復
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
ボ
ン
サ
ン
ス
で
あ
る
。
直
観
を
核
と
し
て
還
帰
的
反
省
と
定
立
的
反
省
は
不
断
に
め
ぐ
っ
て
い

　
　
る
。
早
帰
的
反
省
は
佃
に
帰
る
事
で
あ
り
、
定
立
的
反
省
は
欄
を
一
般
化
す
る
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
個
と
一
般
の
不
断
の
往
復
、
直
観
と



　
知
性
の
ジ
グ
ザ
グ
的
前
進
の
論
理
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
咽
そ
の
も
の
は
事
実
を
把
握
し
て
い
る
限
り
普
遍
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
を
よ
り
明
白
に
す
る
の
は
直
観
と
は
否
定
の
能
力
だ
と
い
う
べ
ル
グ
ソ
ン
の
考
え
で
あ
る
。
直
観
は
存
在
と
の
合
致
で

　
　
あ
る
限
り
そ
れ
は
肯
定
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
存
在
そ
の
も
の
は
動
き
で
あ
る
故
、
そ
の
直
観
は
否
定
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
肯

　
　
定
は
停
止
を
意
味
す
る
。
も
し
、
肯
定
が
定
言
的
命
題
の
形
を
と
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
自
由
は
な
く
本
能
的
で
さ
え
あ
る
。
否
定
は
発
展

　
　
と
自
由
を
意
味
す
る
。
吾
々
は
先
に
、
還
帰
的
反
省
を
否
定
と
し
そ
こ
に
哲
学
の
出
発
点
を
求
め
た
。
そ
の
場
合
の
否
定
に
は
直
観
の
否

　
　
定
の
能
力
の
微
光
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
直
観
の
知
性
化
で
あ
る
定
立
的
反
省
が
還
帰
的
反
省
に
移
行
す
る

　
　
縛
、
そ
こ
に
働
く
否
定
力
は
ま
さ
し
く
直
観
の
否
定
力
に
よ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
薩
観
そ
の
も
の
は
知
性
化
す
る
事
は
繊
来
ぬ
。
そ

　
　
の
意
味
で
い
く
ら
否
定
し
て
も
否
定
し
つ
く
す
事
は
あ
り
え
ぬ
。
　
一
般
に
通
用
し
て
い
る
説
、
明
証
的
だ
と
か
科
学
的
だ
と
か
さ
れ
て
い

　
　
る
説
、
理
論
や
事
実
が
確
爽
だ
と
仕
向
け
る
場
合
で
さ
え
徹
底
的
に
否
定
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
否
定
を
な
す
も
の
は
「
私
の
声
砿
で
あ
り
、
　
「
決
定
的
な
経
験
」
即
ち
直
観
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
直
観
と
い
う

　
　
肯
定
の
立
場
に
た
っ
て
否
定
が
な
さ
れ
て
い
る
事
に
な
る
。
直
観
は
徹
底
的
な
自
己
否
定
’
の
極
に
突
然
把
握
さ
れ
た
存
在
の
自
覚
で
あ
り
、

　
　
そ
れ
は
確
固
と
し
た
肯
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
還
帰
的
反
省
の
否
定
が
直
観
に
よ
っ
て
肯
定
に
転
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

　
　
し
、
そ
の
時
把
握
さ
れ
る
存
在
は
動
き
で
あ
る
。
一
瞬
の
停
止
も
許
さ
な
い
。
直
観
を
否
定
の
能
力
と
す
る
纂
は
慰
み
な
唯
一
に
し
て
独

　
　
自
的
な
も
の
で
あ
る
事
、
即
ち
動
き
を
直
観
す
る
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
厳
密
に
は
「
直
観
に
内
在
す
る
否
定
の
能
力
」
（
㌶
陰
誘
§
8
〔
δ

　
　
づ
爵
跳
。
昌
写
き
鎧
窪
δ
競
一
、
ぎ
ε
三
〇
野
℃
ζ
．
お
ド
）
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
直
観
の
否
定
力
は
著
た
っ
て
い
る
「
自
己
喜
喜
の
肯

　
　
定
脇
（
。
・
効
鷲
○
℃
冨
鑓
臨
門
ヨ
寒
川
。
戸
陣
ぴ
坤
e
に
対
し
て
自
己
否
定
と
し
て
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
存
在
が
動
き
で
あ
る
以
上
不
断
に
自
己
否
定
が

　
　
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
直
観
に
よ
る
存
在
の
自
覚
は
単
な
る
肯
定
で
な
く
窃
ら
の
う
ち
に
否
定
を
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
否
定

　
　
面
が
発
展
面
、
肯
定
面
が
自
覚
面
で
あ
る
。
直
観
は
自
ら
の
う
ち
に
両
面
を
含
ん
で
い
る
。
彼
は
「
哲
学
者
は
自
己
の
肯
定
し
た
事
を
変

　
　
更
す
る
だ
ろ
う
が
、
自
己
の
否
定
し
た
事
を
変
更
す
る
事
は
な
い
だ
ろ
う
」
（
℃
ζ
．
H
b
O
目
）
と
い
う
。
潔
斎
は
不
可
逆
で
あ
る
故
、
否
定
は

脳　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
・
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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い
か
な
る
形
で
も
肯
定
さ
れ
復
活
さ
れ
る
事
は
な
い
。
古
い
皮
は
次
々
と
脱
が
れ
て
ゆ
き
常
に
新
し
い
。
直
観
は
瞬
間
に
止
ま
る
の
も
こ

　
　
の
意
味
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
び
り
つ
い
た
も
の
、
滞
っ
た
も
の
、
死
せ
る
も
の
は
最
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
嫌
う
所
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
直
観
は
否
定
の
能
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
知
性
は
本
来
肯
定
の
能
力
で
あ
り
動
き
の
停
止
で
あ
る
。
こ
の
肯
定
は
直
観

　
　
の
場
合
の
否
定
を
含
ん
だ
慮
覚
的
肯
定
即
ち
動
き
の
把
握
と
は
異
な
る
。
常
に
直
観
は
知
性
化
さ
れ
外
化
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
常
に
直
観

　
　
へ
の
復
帰
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
外
化
と
復
帰
、
肯
定
と
否
定
の
ジ
グ
ザ
グ
的
発
展
に
よ
っ
て
直
観
は
深
ま
り
自
己
が
深
ま
る
。

　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
如
く
の
べ
る
。
吾
々
の
求
め
る
論
理
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
「
こ
れ
ら
の
外
記
と
復
帰
に
よ
っ
て
、
　
《
展
開
す
る
》
教
説
の
ジ
グ
ザ
グ
が
作
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
を
失
い
、
自
己
を
と
り
戻
し
、

　
　
　
限
り
な
く
自
己
自
身
を
訂
正
し
て
ゆ
く
所
の
教
説
の
ジ
グ
ザ
グ
が
作
ら
れ
る
」
（
℃
ζ
．
お
ご
。

　
　
そ
の
直
観
の
深
さ
に
応
じ
て
そ
の
展
開
は
高
く
躍
動
す
る
。
ジ
グ
ザ
グ
の
波
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け

　
　
る
直
観
と
知
性
は
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
的
発
展
で
あ
る
。
　
「
直
線
的
な
論
理
の
規
則
に
従
っ
て
結
論
を
演
繹
す
る
」
（
℃
窯
e
誌
H
）
直
線
的
発
展

　
　
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
と
ら
ぬ
所
で
あ
る
。
又
、
後
退
と
團
帰
を
許
す
所
の
螺
旋
的
発
展
で
も
な
い
。
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
的
発
展
は
存
在
の
側
、

　
　
も
し
く
は
直
観
の
側
よ
り
い
え
ば
爆
発
的
発
展
で
あ
る
。
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
は
勿
論
、
先
に
の
べ
た
精
神
と
自
然
の
不
断
の
往
復
と
い
う
ボ

　
　
ン
サ
ン
ス
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
　
《
展
労
す
る
》
と
い
う
語
に
注
意
が
肝
要
で
あ
る
。
颪
観
の
知
性
化
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
書
葉

　
　
で
い
え
ば
、
直
観
の
「
分
析
的
展
鞠
」
（
（
鵠
く
鉱
。
満
了
峯
箕
〔
葺
〔
ξ
ひ
β
償
①
。
岡
、
駕
■
黛
O
）
な
の
で
あ
る
Q
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
　
「
吾
々
の

　
　
い
う
直
観
と
は
反
省
で
あ
る
」
と
い
う
事
と
、
直
観
と
は
「
否
定
の
能
力
」
だ
と
い
う
事
は
相
応
じ
た
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
還
帰
的
反

　
　
省
は
否
定
で
あ
る
事
は
勿
論
、
定
立
的
反
省
も
そ
の
奥
に
否
定
を
も
つ
。
だ
か
ら
、
今
あ
げ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
㎜
葺
葉
は
ジ
グ
ザ
グ
的
発
展

　
　
の
全
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
運
動
の
原
動
力
即
ち
否
定
そ
の
も
の
は
直
観
に
内
在
し
た
能
力
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
的
発
展
の
努
力
は
「
一
つ
の
全
体
的
直
視
」
（
§
。
＜
鼠
8
巨
費
猛
ρ
図
O
．
く
一
國
｛
）
を
得
さ
し
め
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
霞

　
　
己
の
立
場
に
お
け
る
自
己
の
今
の
瞬
聞
に
お
け
る
「
全
体
的
経
験
」
（
同
．
o
ζ
2
窪
8
陣
欝
禽
崇
｛
劉
信
疑
．
ω
嬉
）
で
あ
る
。
存
在
全
体
の
原
理



　
　
は
自
己
の
立
場
で
把
握
さ
れ
る
。
こ
こ
で
自
己
と
他
者
の
問
題
も
あ
わ
せ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
存
在
と
自
己
が
一
つ
に
な
る
事
は
他

　
　
者
が
自
己
に
な
る
事
で
あ
り
自
己
が
他
者
と
な
る
事
で
あ
る
。
偉
大
な
る
自
己
は
全
世
界
の
問
題
も
自
己
の
歴
史
即
ち
過
玄
と
な
し
て
い

　
　
る
。
他
人
の
問
題
も
自
己
の
問
題
と
な
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
に
は
程
度
が
あ
る
。
存
在
の
深
さ
の
程
度
は
趨
観
の
深
さ
の
程

　
　
度
に
比
例
す
る
。
存
在
の
自
覚
は
連
続
的
持
続
の
流
れ
に
お
け
る
自
己
を
知
る
事
で
あ
る
。
万
物
は
相
連
続
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
そ

　
　
の
直
観
の
瞬
間
は
創
造
的
歴
史
の
創
造
的
瞬
間
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
を
絶
対
的
独
創
的
と
い
っ
て
も
永
遠
の
今
な
の

　
　
で
は
な
い
。
永
遠
の
今
は
時
の
停
止
を
前
提
と
す
る
。
存
在
そ
の
も
の
は
悠
久
の
流
れ
で
あ
る
。
生
の
永
遠
と
は
心
眼
が
な
い
事
で
あ
る
。

　
　
不
動
の
永
遠
は
ど
こ
に
も
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
物
質
で
あ
れ
精
神
で
あ
れ
動
き
で
あ
る
事
は
そ
れ
ら
は
凡
て
ど
こ
か
精
神
的
な
も
の
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
　
「
直
観
は
物

　
　
質
に
お
い
て
さ
え
精
神
性
を
分
有
し
て
い
る
点
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
」
（
勺
ζ
■
b
σ
G
。
）
の
で
あ
る
。
直
観
に
と
っ
て
固
有
な
対
象
は
精
神

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
次
の
如
く
の
べ
る
。

　
　
　
「
純
化
さ
れ
精
神
化
さ
れ
て
も
、
吾
々
の
意
識
に
は
尚
、
人
間
的
な
も
の
が
混
っ
て
い
る
の
を
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
精
神
性
と
い
う
よ

　
　
　
り
神
性
（
焦
一
く
一
つ
瞳
け
俸
）
と
雷
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
混
っ
て
い
る
人
間
性
に
よ
っ
て
直
観
の
努
力
は
違
っ
た
高
さ
、
違
っ
た
点
に
対
し

　
　
　
て
果
さ
れ
る
。
」
（
歪
≦
．
b
Q
り
）

　
　
直
観
の
程
度
は
人
間
性
（
人
閾
の
自
然
な
傾
向
）
か
ら
の
超
越
の
度
合
で
あ
る
。
こ
の
直
観
に
お
け
る
人
間
性
の
混
入
は
、
逆
に
い
え
ば
、

　
　
「
色
§
≦
欝
一
に
た
ち
戻
っ
た
精
神
の
努
力
に
は
、
そ
れ
が
極
め
て
些
細
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
既
に
何
か
神
的
な
も
の
（
ρ
器
5
器

　
　
c
｝
さ
器
蕾
ぬ
蕪
鑑
潔
く
ぎ
）
が
あ
る
」
（
弓
ツ
歳
幽
　
①
薩
～
Φ
の
）
と
い
う
事
で
あ
る
。
僅
か
な
り
と
も
人
間
の
立
場
、
地
上
の
立
場
か
ら
離
れ
て
い
る
。

　
　
神
秘
家
の
直
観
は
「
天
に
ま
で
」
（
甘
超
蟷
．
君
田
。
配
曾
℃
竃
■
α
O
）
登
っ
て
い
る
。
神
秘
家
は
人
間
な
る
種
を
超
え
た
新
し
い
種
と
な
っ
て
い

　
　
る
。
そ
こ
に
は
、
「
人
間
的
意
志
と
神
的
意
志
の
一
致
」
（
一
、
罷
。
馨
臨
。
葺
δ
質
〔
δ
㌶
〈
。
げ
摸
駆
9
ヨ
虚
器
碧
①
。
難
く
○
ざ
冨
融
象
く
ぎ
¢
U
ψ
鍾
卜
。
・

　
　
に
謹
）
が
あ
る
。
先
に
、
存
在
を
く
。
δ
馨
伽
そ
の
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
、
人
間
性
の
混
入
を
許
し
程
度
を
も
つ
限
り
そ
れ
は
米
だ
人

蹴　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘
七
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間
的
意
志
だ
と
い
え
よ
う
。
又
、
逆
に
直
観
そ
の
も
の
が
絶
対
だ
と
い
う
点
で
神
的
と
い
い
う
る
。
神
秘
家
で
は
そ
れ
が
一
致
し
て
い
る

　
　
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
神
と
い
え
ど
も
完
結
で
は
な
い
。
　
「
神
は
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
何
も
の
も
持
た
な
い
。
や
む

　
　
事
の
な
い
生
命
で
あ
り
自
由
で
あ
る
」
（
国
○
』
お
）
、
或
は
叉
、
「
完
全
な
神
秘
主
義
は
行
為
で
あ
り
創
造
で
あ
り
愛
で
あ
る
」
（
O
ω
』
。
。
。
。
）

　
　
と
い
わ
れ
る
。
神
秘
家
の
立
場
は
吾
々
は
告
知
を
ま
つ
の
み
で
超
越
的
な
点
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
直
観
は
そ
こ
ま
で
深
ま
ら
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
吾
々
の
直
観
は
ど
こ
ま
で
奥
深
く
進
み
自
覚
が
深
ま
る
か
、
そ
れ
は
は
か
り
知
れ
ず
悠
久
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
事
か
ら
も
、
ジ
グ
ザ
グ
的
前
進
が
必
須
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
存
在
は
底
知
れ
ず
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
は
ど
こ
ま
で
も
進
ま
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
。
こ
の
ジ
グ
ザ
グ
は
連
続
と
非
連
続
の
問
題
で
あ
る
。
存
在
は
持
続
で
あ
り
切
れ
め
の
な
い
連
続
で
あ
る
。
直
観
の
知
性
化
は

　
　
そ
れ
に
切
れ
鼠
を
い
れ
る
事
で
あ
る
。
連
続
を
非
連
続
と
す
る
事
で
あ
る
。
還
帰
的
反
省
は
又
連
続
に
復
帰
す
る
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
連

　
　
続
と
非
連
続
の
ジ
グ
ザ
グ
が
あ
る
。
更
に
深
く
考
え
て
み
る
に
、
存
在
そ
の
も
の
が
飛
躍
で
あ
り
非
連
続
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
過
去
よ
り

　
　
の
連
続
は
そ
の
ま
ま
未
来
と
は
な
ら
ぬ
。
未
来
は
予
見
不
可
能
で
あ
る
。
反
省
と
分
析
の
長
い
連
続
は
そ
の
ま
ま
直
観
と
は
な
ら
ぬ
。
存

　
　
在
の
瞬
聞
瞬
間
が
絶
対
で
未
だ
な
き
未
来
を
創
造
し
て
ゆ
く
事
で
あ
る
。
存
在
は
爆
発
的
発
展
で
あ
り
非
連
続
な
発
展
で
あ
る
。
エ
ラ

　
　
ン
・
ヴ
．
、
タ
…
ル
で
あ
り
、
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
存
在
の
進
化
の
流
れ
は
過
去
を
背
お
い
な
が
ら
未
来
に
切

　
　
り
こ
ん
で
い
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
る
と
、
存
在
そ
の
も
の
は
単
な
る
連
続
で
は
な
く
、
非
連
続
の
連
続
で
あ
る
。
そ
れ
と
合
致
し
よ
う
と

　
　
す
る
認
識
自
身
も
非
連
続
の
連
続
で
あ
る
。
直
観
の
知
性
化
は
連
続
の
非
連
続
化
で
あ
る
と
共
に
単
な
る
非
連
続
で
は
な
い
。
そ
の
知
性

　
　
は
単
な
る
概
念
的
知
性
で
は
な
く
直
観
と
共
に
動
く
柔
軟
な
反
省
約
知
性
で
あ
る
。
知
性
自
身
が
自
ら
の
う
ち
に
否
定
を
含
ん
だ
否
定
的

　
　
知
性
で
あ
る
。
こ
の
知
性
は
連
続
を
含
蓄
的
に
有
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
更
に
、
直
観
に
内
在
す
る
否
定
力
は
他
方
で

　
　
存
在
の
非
連
続
的
発
展
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
ジ
グ
ザ
グ
的
前
進
の
論
理
は
単
に
認
識
の
方
法
で
あ
る
よ
り
は
、
存

　
　
在
の
。
疑
庸
で
あ
り
存
在
の
論
理
で
あ
る
。
直
観
の
知
性
化
と
直
観
へ
の
復
帰
は
、
存
在
そ
の
も
の
に
緊
張
と
弛
緩
が
考
え
ら
れ
る
限
り
、

　
　
そ
れ
は
存
在
の
理
法
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
論
理
は
吾
々
が
存
在
に
あ
た
え
る
の
で
は
な
く
、
存
在
自
身
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
事
を
知



る
べ
き
で
あ
る
。

通

　
　
今
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
ジ
グ
ザ
グ
的
前
進
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
。
還
帰
的
反
省
を
論
理
か
ら
直
観
へ
で
あ
る
と
し
、
定
立
的

　
　
反
省
を
薩
観
か
ら
論
理
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
の
反
省
と
直
観
を
論
理
と
直
観
の
関
係
だ
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
事
が
知
ら
れ
た
。

　
　
直
観
そ
の
も
の
に
否
定
の
能
力
が
内
在
し
、
存
在
そ
の
も
の
に
見
る
能
力
が
内
在
す
る
。
い
わ
ば
存
在
そ
の
も
の
に
論
理
が
内
在
す
る
の

　
　
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
r
所
望
論
理
は
直
観
の
説
明
で
あ
り
、
直
観
の
分
析
的
展
開
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
定
立
的
反
省
で
あ

　
　
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
還
帰
的
反
省
の
場
合
の
探
求
の
論
理
に
つ
い
て
も
、
そ
の
否
定
力
は
直
観
の
微
光
だ
と
考
え
た
如
く
、
そ
の
論
理

　
　
性
は
却
っ
て
直
観
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
所
か
ら
く
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
て
真
理
は
神
の
誠
実
性
を
そ
の
保
証

　
　
と
し
た
の
に
似
て
い
る
。
直
観
に
達
し
え
ず
し
て
還
帰
的
反
省
が
徒
労
に
終
る
時
、
そ
れ
は
膚
ら
の
論
理
性
を
放
棄
し
た
事
を
意
味
す
る
。

　
　
直
観
は
問
題
の
解
決
で
あ
り
定
立
約
反
省
は
そ
の
説
明
で
あ
る
。
問
題
が
解
決
さ
れ
た
時
に
の
み
、
真
に
問
題
を
恵
贈
し
問
題
を
提
出
し

　
　
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
、
反
対
に
闇
題
が
解
決
で
き
な
い
時
、
そ
れ
は
問
題
た
り
え
ず
疑
似
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し

　
　
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
真
の
大
問
題
は
そ
れ
が
解
決
さ
れ
た
時
に
し
か
提
出
さ
れ
な
い
」
（
轡
①
ω
嘘
吐
於
σ
q
鑓
¢
〔
『
鷲
◎
芝
①
B
の
も
。
嵩
①
巳
。
o
摸
唱
。
ω
辞

　
　
ρ
器
す
。
・
信
、
藷
8
寡
穏
診
皇
轟
℃
ζ
．
鵠
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
思
索
的
問
題
は
正
し
く
提
出
し
さ
え
す
る
な
ら
解
決
さ

　
　
れ
て
い
る
」
（
¢
昌
箕
。
幕
ヨ
①
。
・
鳳
呈
蝕
h
①
。
・
酔
曇
。
冨
〔
騨
ρ
瓢
、
凱
鐘
玄
2
℃
。
ω
傷
■
℃
鍔
蟄
）
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
時
、
還
帰

　
　
的
反
省
と
定
立
的
反
省
は
実
は
二
つ
で
は
な
く
て
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
閥
題
の
提
娼
と
問
題
の
解
決
は
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
先
ず
直
観
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
反
省
を
二
つ
と
す
る
の
は
雪
目
に
と
っ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
分
析
的
立
場
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
両
潜
の
反
省
は
共
に
直
観
に
そ
の
論
理
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
定
立
的
反
省
が
還
帰
的
反
省
へ
と
ジ
グ
ザ
グ
的
展
開
を

　
　
す
る
。
こ
の
事
は
定
立
的
反
省
そ
れ
自
身
が
そ
の
停
止
肯
定
に
も
拘
わ
ら
ず
、
否
定
響
動
性
を
含
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
直

058　
　
　
　
　
　
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姻
九
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〇

観
よ
り
動
性
を
え
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
丁
度
、
そ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
巧
み
な
例
を
借
り
れ
ば
、
機
関
車
の
停
鱈
場
に
お
け

る
停
止
の
如
く
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
の
停
止
は
機
関
は
制
動
さ
れ
て
い
る
が
、
運
動
は
そ
の
場
で
ゆ
れ
乍
ら
続
け
ら
れ
再
び
前

進
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
（
O
ω
’
b
⊇
儒
鳥
）
。
定
立
的
反
省
は
か
く
の
如
き
反
省
で
あ
る
。
何
れ
に
し
ろ
、
反
省
の
反
省
た
る
所
以
は
否
定
に

あ
る
。
反
省
が
一
方
で
は
知
性
に
か
か
わ
り
他
方
で
は
精
神
に
か
か
わ
る
と
さ
れ
る
の
も
、
直
観
の
否
定
力
が
知
性
を
動
的
な
ら
し
め
た

娼
く
直
観
が
そ
の
底
に
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
反
省
と
分
析
が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
観
点
に
た
っ
て
、
そ
の
動
的
知
性
そ
れ
自
身
及
び
定
立
的
反
省
を
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
科
学
と
形
而
上
学
の
関
係
に
論
及
す

る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
考
察
は
吾
々
の
主
題
で
あ
る
直
観
と
論
理
に
別
の
点
か
ら
光
を
あ
て
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
元
来
、
直
観
は
知
性
化
す
る
事
は
串
来
ぬ
。
に
も
拘
わ
ら
ず
知
性
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
四
つ
の
主
署
は
夫
々
、

曾
濫
ρ
8
⇔
ω
δ
⇔
霧
①
答
窪
ω
δ
P
騒
零
く
陣
感
恩
蝕
§
瓢
、
鋤
ヨ
。
鴛
と
い
う
直
観
の
緻
密
な
体
系
化
で
あ
り
分
析
的
展
開
で
あ
る
。
そ
れ
と

共
に
長
い
反
省
と
分
析
の
還
帰
的
反
省
を
示
し
て
い
る
。
還
帰
的
反
省
に
お
い
て
な
さ
れ
た
精
神
と
科
学
に
対
す
る
反
省
と
分
析
が
建
観

の
展
開
に
お
い
て
、
直
観
の
事
実
の
正
し
さ
を
証
す
る
も
の
と
し
て
生
か
さ
れ
て
く
る
。
実
際
、
薩
観
は
そ
の
分
析
的
展
開
に
お
い
て
、

科
学
の
検
討
に
服
す
る
も
の
で
あ
り
、
科
学
が
そ
の
採
用
を
認
め
、
科
学
を
前
進
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ペ
ル
グ
ソ
ン
の
失
語
症
の

研
究
は
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。
そ
れ
が
繊
来
な
い
の
は
慮
称
直
観
で
あ
り
空
虚
な
答
弁
で
あ
る
。
直
観
は
そ
の
分
析
的
展
開
に
お
い
て
自

ら
の
論
理
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
形
而
上
学
と
は
芸
術
の
反
省
で
あ
り
〕
（
霧
臼
¶
に
ま
）
、
単
な
る
パ
ト
ス
（
芸
術
）
に
止
ま
り
え
ぬ
。

　
以
上
の
べ
た
事
は
、
今
一
つ
の
点
か
ら
も
言
う
事
が
出
来
る
。
物
質
性
と
理
知
性
は
精
神
性
へ
の
運
動
の
逆
転
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
限
り
適
合
或
は
損
応
が
あ
る
。
精
神
性
へ
の
運
動
の
逆
転
に
よ
っ
て
物
質
は
物
質
性
に
精
神
は
純
粋
空
間
の
表
象
に
い
た

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
終
点
の
図
式
に
す
ぎ
ず
現
に
あ
る
物
質
は
多
少
と
も
動
き
を
も
ち
、
空
間
も
度
合
を
も
つ
。
物
質
と
純
粋
空
聞

の
一
致
は
そ
の
途
上
に
あ
り
、
数
学
的
法
螺
は
完
全
に
は
物
質
に
は
あ
て
は
ま
ら
ぬ
。
科
学
は
近
似
的
に
数
学
的
秩
序
を
解
明
す
る
。
し

か
し
、
知
性
は
物
質
と
網
互
に
適
合
し
あ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
知
性
の
節
々
は
物
質
の
節
々
と
一
致
す
る
。
そ
の
故
に
、
直
観



　
　
の
館
性
化
は
そ
の
展
開
に
つ
れ
て
科
学
心
す
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
い
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
吾
々
が
触
れ
た
点
が
深
け
れ
ば
深
い
程
、
吾
々
を
表
面
へ
送
り
返
す
推
力
が
強
く
な
る
。
哲
学
的
直
観
は
こ
の
接
触
で
あ
り
、
哲
学

　
　
　
は
こ
の
飛
躍
で
あ
る
。
奥
底
か
ら
き
た
衝
動
に
よ
っ
て
外
へ
っ
れ
も
ど
さ
れ
る
、
吾
々
の
思
考
は
開
花
し
散
ら
ば
る
に
つ
れ
て
、
蕎
々

　
　
　
は
科
学
と
接
舎
す
る
。
だ
か
ら
、
哲
学
は
科
学
の
型
に
あ
て
は
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
℃
］
！
角
●
　
ド
ω
↓
～
↑
ら
¢
c
o
）

　
　
科
学
の
型
に
あ
て
は
ま
る
と
い
う
事
は
、
哲
学
は
科
学
の
綜
合
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
。
哲
学
が
存
在
全
体
の
直
観

　
　
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
証
科
学
の
綜
合
の
よ
う
に
冤
え
る
仕
事
も
、
実
は
「
綜
合
で
は
な
く
て
分
析
で
あ
る
」
（
唱
竃
噸
H
Q
。
G
。
）
。

　
　
　
こ
こ
で
、
哲
学
と
形
而
上
学
の
区
別
を
し
て
お
き
た
い
。
物
質
は
精
神
と
同
じ
く
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
持
続
を
も
つ
。
そ
の
物
質
に

　
　
お
け
る
持
続
の
把
握
は
直
観
に
よ
る
。
哲
学
は
精
神
で
あ
れ
物
質
で
あ
れ
存
在
全
体
を
対
象
と
す
る
。
形
而
上
学
は
精
神
を
対
象
と
し
そ

　
　
の
方
法
は
哲
学
と
同
じ
く
直
観
を
そ
の
方
法
と
す
る
。
科
学
は
物
質
を
対
象
と
し
分
析
を
そ
の
方
法
と
す
る
。
だ
か
ら
、
　
「
ほ
ん
と
う
に

　
　
覆
観
的
な
哲
学
な
ら
ば
、
形
擶
上
学
と
科
学
の
統
一
と
い
う
熱
望
を
実
現
す
る
は
ず
で
あ
る
」
（
℃
㌘
憎
卜
⊇
い
①
）
。
物
質
と
い
い
、
精
神
と
い

　
　
い
程
度
の
差
だ
と
す
る
な
ら
嶺
然
そ
の
受
壷
は
接
合
し
て
い
る
。
哲
学
は
そ
の
全
体
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
物
質
と
い
っ
て
も
僅
か
な
り
と
も
持
続
を
も
つ
な
ら
そ
れ
を
対
象
と
す
る
知
挫
は
哲
学
的
直
観
よ
り
悪
銀
を
え
た
知
性
で
な
く
て
は
な

　
　
ら
な
い
。
蔭
観
の
知
性
化
は
逆
に
い
え
ば
「
知
性
化
さ
れ
た
直
観
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
雷
葉
に
終
始
す
る
ロ
ゴ
ス
的
知
性
や
純

　
　
粋
空
間
に
の
み
適
合
す
る
幾
何
学
的
知
性
と
は
違
っ
て
物
質
を
思
索
し
物
質
を
把
握
す
る
知
性
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
直
観
的
知
性
で
あ

　
　
る
。
そ
の
認
識
は
実
用
知
で
は
な
く
純
粋
認
識
賦
8
口
屋
…
。
。
Φ
p
8
℃
舞
①
で
あ
る
　
（
℃
竃
■
り
¢
粋
）
。
　
こ
れ
が
ま
さ
し
く
「
発
明
知
性
」

　
　
（
一
、
艮
。
田
顎
露
8
磨
二
舅
①
誤
貫
⇔
鉛
壽
）
で
あ
る
。
幾
傍
学
的
知
性
は
必
要
以
上
に
数
式
化
し
そ
の
空
間
性
を
強
調
す
る
。
発
明
知
性
は

　
　
直
観
を
根
底
に
も
つ
事
に
よ
り
、
持
続
を
も
つ
物
質
の
奥
底
に
触
れ
る
知
性
で
あ
る
。
こ
の
知
性
は
幾
何
学
的
知
性
に
対
し
て
い
え
ば
、

　
　
ボ
ン
サ
ン
ス
或
は
繊
細
の
精
神
だ
と
晶
蔽
え
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
の
知
性
は
こ
こ
で
積
極
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
　
「
繊
細
の
精

　
　
神
は
知
性
の
中
へ
の
直
観
の
反
映
で
あ
る
」
（
じ
．
。
琶
武
和
Φ
餅
窮
。
二
野
一
霞
〔
岬
①
｝
、
鎧
鼠
瓢
§
舞
塁
｝
、
葺
象
σ
q
窪
8
●
℃
録
。
。
圃
）
と
べ
ル
グ
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工

08
8
　
ソ
ン
は
言
う
。
ボ
ン
サ
ン
ス
に
つ
い
て
は
実
在
と
の
不
断
の
接
触
だ
と
の
べ
て
い
る
事
は
既
に
の
べ
た
。
こ
の
知
性
は
「
直
観
か
ら
生
れ

　
　
た
独
自
に
し
て
唯
ム
な
情
緒
の
火
で
燃
や
さ
れ
た
知
性
」
　
（
一
、
陣
艮
箋
戦
費
8
ρ
器
8
潮
溜
ヨ
Φ
（
げ
ω
。
愚
息
；
一
、
仏
ヨ
。
紳
ご
⇔
。
甑
α
q
ぎ
鉱
・
舞
§
圃
ρ
器

　
　
急
。
瓢
、
§
Φ
一
、
一
摸
盲
ご
戸
○
ω
■
へ
G
。
）
で
あ
り
、
「
潜
在
的
に
既
に
密
己
自
身
を
と
り
戻
し
た
意
識
漏
（
国
ρ
μ
①
O
）
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
情
緒
的
知
性
は
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
言
え
ば
知
性
で
あ
る
が
、
暫
学
の
立
場
か
ら
意
え
ば
持
続
に
触
れ
る
限
り
一
つ
の
直
観
だ

　
　
と
い
え
る
。
勿
論
、
こ
の
直
観
は
物
質
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
知
性
化
さ
れ
た
直
観
」
（
閃
坤
”
静
¢
一
瓢
◎
口
　
陣
”
陛
O
一
一
〇
〇
龍
駕
螢
一
一
ω
傷
①
．
　
℃
竃
’
　
G
◎
ト
⊃
）

　
　
で
あ
り
、
直
観
的
知
性
で
あ
る
。
知
性
を
直
観
と
岡
一
視
す
る
事
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
用
語
か
ら
す
れ
ば
異
様
で
あ
る
。
勿
論
、
精
神

　
　
を
対
象
と
す
る
形
而
上
学
の
直
観
は
如
何
な
る
意
味
で
も
そ
の
よ
う
に
解
し
え
ぬ
。
し
か
し
、
無
謬
的
知
性
は
物
質
を
思
索
し
て
純
粋
認

　
　
識
を
な
す
知
性
で
あ
る
。
こ
の
知
性
は
物
質
に
お
け
る
存
在
の
理
法
を
開
示
す
る
。
い
わ
ば
、
物
質
の
構
造
が
示
さ
れ
る
。
原
直
観
か
ら

　
　
動
性
を
得
て
、
自
ら
も
物
質
に
対
し
て
あ
た
か
も
直
観
の
如
く
働
く
。
物
質
の
持
続
は
こ
の
よ
う
に
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
必

　
　
ず
し
も
、
物
質
の
内
に
入
り
物
質
と
一
つ
に
な
る
事
が
必
要
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
は
不
可
能
だ
と
い
え
る
。
情
緒
的
知
性
は

　
　
そ
れ
に
代
る
働
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
と
、
科
学
者
と
形
而
上
学
老
の
区
別
は
つ
け
ら
れ
て
も
、
科
学
着

　
　
と
哲
学
者
の
区
別
は
つ
け
ら
れ
ぬ
。
科
学
者
も
亦
持
続
に
か
か
わ
る
限
り
哲
学
岩
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
真
の
科
学
者
は
そ
れ

　
　
を
な
し
て
い
る
。
時
に
は
天
才
的
な
科
学
着
は
形
而
上
学
の
領
域
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
い
る
。

　
　
　
存
在
全
体
と
い
う
哲
学
の
立
場
に
た
て
ば
、
幾
何
学
的
知
性
さ
え
直
観
的
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
存
在
全
体
の
立
場
に
た
つ
故
に
、

　
　
持
続
が
ゼ
ロ
と
な
る
純
粋
空
閣
も
明
白
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
物
質
と
純
粋
空
關
の
一
致
を
無
造
作
に
信
じ

　
　
て
し
ま
う
票
に
な
る
。
そ
れ
は
精
神
の
弛
緩
の
極
限
で
あ
る
。
そ
の
直
観
は
「
精
神
の
単
純
に
し
て
不
可
分
な
直
観
」
（
§
Φ
巨
杉
δ
降

　
　
ω
冒
且
Φ
ゑ
『
黛
く
雪
ぴ
δ
＾
一
①
一
、
⑦
醤
誉
．
O
磨
＄
）
で
あ
る
。
或
は
又
、
「
等
質
的
境
位
の
直
観
」
（
O
H
「
↓
ω
）
と
も
書
う
。
「
純
粋
な
空
間
直
観
レ

　
　
（
一
猷
二
）
田
．
Φ
凶
づ
2
三
。
⇒
。
・
℃
起
掛
p
国
ρ
ト
ニ
蕊
）
は
か
く
し
て
存
在
全
体
と
い
う
暫
学
の
立
場
か
ら
把
握
さ
れ
る
事
は
了
解
さ
れ
よ
う
。
動
き
を

　
　
対
象
と
す
る
趨
観
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
動
き
の
ゼ
ロ
と
な
っ
た
純
粋
空
間
も
亦
直
観
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
直
観
は
そ
の
意
味
か
ら
も



　
　
全
体
の
把
握
で
あ
る
。
そ
し
て
、
科
学
の
典
型
で
あ
る
物
理
学
は
こ
の
幾
何
学
約
知
性
を
足
場
と
し
て
分
析
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
こ
で
、
知
性
に
は
発
明
的
知
性
と
幾
何
学
灼
知
挫
と
ロ
ゴ
ス
的
知
性
の
三
種
が
あ
る
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
穂
の
二
者
が
科
学
的

　
　
知
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ス
カ
ル
の
精
神
の
二
分
類
に
対
応
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
に
明
確
に
知
性
を
区
別
し
な
か
っ
た

　
　
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
デ
カ
ル
ト
の
知
性
を
数
学
的
知
性
と
ボ
ン
サ
ン
ス
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
知
性
に
よ
り
、
諸
科
学
は

　
　
持
続
が
全
く
な
い
数
学
か
ら
物
理
学
、
生
物
学
と
持
続
の
程
度
に
お
い
て
成
立
す
る
。
生
物
学
に
は
数
学
的
知
性
は
適
合
し
な
い
の
で
あ

　
　
る
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
的
知
性
は
ロ
ゴ
ス
的
知
性
と
全
く
絹
い
れ
な
い
。
ロ
ゴ
ス
的
知
性
は
持
続
が
ゼ
ロ
と
い
う
よ
り
持
続
を
無
視
し
た

　
　
「
曖
昧
な
知
性
」
（
露
緊
密
Φ
。
窪
巴
ま
毒
σ
q
鋸
Φ
邑
℃
鍔
。
。
“
）
で
あ
り
、
「
一
般
的
知
性
」
（
一
、
二
条
碍
窪
8
α
q
跨
騨
鋤
δ
●
℃
竃
脅
。
。
り
）
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
は
如
何
な
る
存
在
も
と
ら
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
の
宙
に
浮
い
た
知
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
科
学
的
知
性
は
「
科
学
に
ま
で
精
密
化
さ

　
　
れ
た
知
性
」
（
一
、
巨
①
謀
鱗
窪
8
℃
器
。
慧
。
の
⇔
。
・
c
｝
魯
8
．
勺
岸
。
。
り
）
で
あ
り
、
「
よ
り
狭
い
意
味
で
の
知
性
」
（
一
、
艮
㊦
鋏
鳴
只
ρ
磐
ω
魯
ω
℃
一
蕊

　
　
曾
。
狩
葺
＾
刷
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
的
知
性
は
と
も
す
れ
ば
ロ
ゴ
ス
化
し
硬
化
す
る
。
こ
こ
に
不
断
に
実
在
と
接
触
し
実
在

　
　
に
戻
ろ
う
と
す
る
ボ
ン
サ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ボ
ン
サ
ン
ス
は
実
在
へ
の
復
帰
（
還
帰
的
反
省
）
を
う
な
が
す
も
の
と
す
る

　
　
な
ら
、
繊
纈
の
精
神
は
原
直
観
の
反
映
H
鑑
驚
（
定
立
的
反
省
）
だ
と
区
別
す
る
事
も
出
来
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
知
性
は
反
省

　
　
的
否
定
的
知
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
外
か
ら
関
係
を
と
ら
え
る
の
は
科
学
だ
と
単
純
に
は
言
え
ぬ
。
そ
れ
は
純
粋
科
学
に
の
み
諾
え
る
事

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
ボ
ン
サ
ン
ス
も
し
く
は
繊
細
の
精
神
は
直
観
か
ら
生
れ
情
緒
の
火
で
も
や
さ
れ
た
パ
ト
ス
的
知
性
で
あ
る
。
存
在
は
こ
の
パ
ト
ス
予
知

　
　
性
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
反
省
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
肝
試
を
思
索
の
学
問
と
す
る
時
、
そ
の
思
索
を
な
す
知
性
は
こ
の
存
在
と
共
に
動
く
．
柔

　
　
露
な
知
性
で
あ
る
。
こ
の
知
性
に
よ
っ
て
盗
心
に
内
在
す
る
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
性
自
身
一
つ
の
直
観
だ

　
　
と
も
、
あ
る
意
味
で
は
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
知
性
は
単
に
科
学
的
知
性
で
あ
る
よ
り
は
哲
学
的
知
．
性
で
あ
る
。
或
は

　
　
又
、
凡
ゆ
る
貰
聞
に
は
こ
の
知
性
が
働
か
ね
ば
真
の
学
問
た
り
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
学
閥
約
知
性
」
　
（
離
疑
Φ
憲
σ
q
①
糞
①
㏄
鉱
Φ
艮
臨
ρ
器
）
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108　
　
と
名
づ
け
う
る
。
科
学
の
知
性
の
典
型
は
幾
何
学
的
知
性
に
あ
り
、
形
蒲
上
学
は
情
緒
そ
の
も
の
で
あ
る
。
情
緒
的
知
盤
は
こ
の
両
者
の

　
　
接
合
点
に
生
ず
る
。
存
在
の
奥
底
は
こ
の
知
性
を
足
場
と
し
て
直
観
し
う
る
の
も
、
こ
の
知
性
自
身
が
直
観
か
ら
生
れ
薩
観
の
微
光
を
も

　
　
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
吾
々
の
い
う
ジ
グ
ザ
グ
的
筋
進
も
こ
の
知
性
自
身
が
反
省
的
否
定
的
知
性
で
あ
る
か
ら
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
習
々
の
考
察
し
た
論
理
は
存
在
の
論
理
で
あ
る
事
か
ら
し
て
科
学
の
論
理
で
も
あ
る
。
形
葡
上
学
と
科
学

　
　
は
経
験
を
共
通
の
領
野
と
す
る
。
形
而
上
学
は
そ
の
穐
観
の
分
析
の
過
程
に
お
い
て
科
学
と
接
合
し
、
科
学
は
そ
の
知
性
の
根
源
に
お
い

　
　
て
形
而
上
学
と
接
触
す
る
。
形
而
上
学
は
知
性
化
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
科
学
か
ら
「
的
確
さ
の
習
慣
」
（
騨
冨
簿
鼠
①
。
。
山
Φ
℃
円
傷
。
邑
。
鐸

　
　
℃
窓
噸
濠
）
を
得
、
科
学
は
直
観
を
根
底
に
も
つ
事
に
よ
り
、
形
而
…
上
学
か
ら
動
性
を
得
る
。
両
者
は
対
象
と
方
法
を
異
に
す
る
が
、
接
合

　
　
す
る
事
が
出
来
る
事
に
よ
っ
て
相
互
に
検
証
し
あ
う
。
そ
れ
が
嵐
来
な
い
時
は
、
両
者
か
、
爾
老
の
ど
ち
ら
か
が
訂
正
す
べ
き
も
の
を
も

　
　
つ
か
ら
で
あ
る
。
両
者
は
無
限
に
訂
正
し
あ
い
な
が
ら
前
進
す
る
。
そ
の
故
に
、
両
老
は
権
利
上
に
お
い
て
は
絶
対
で
あ
る
が
事
実
上
は

　
　
相
紺
的
で
あ
る
。
直
観
の
論
理
性
と
客
観
性
は
科
学
の
検
証
に
た
え
る
と
い
う
事
か
ら
し
て
最
早
や
疑
う
事
が
出
来
な
い
。
哲
学
は
科
学

　
　
か
ら
同
）
は
9
臨
○
⇔
の
閣
慣
を
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
箕
箒
芭
0
5
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
存
在
の
原
理
を
把
握
す
る
事
に
外

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
直
観
の
論
理
性
は
科
学
を
保
菰
と
す
る
事
で
は
な
い
。
直
観
の
事
実
が
自
ら
を
厳

　
　
密
に
保
証
す
る
。
直
観
の
哲
学
は
科
学
を
前
進
せ
し
め
、
科
学
の
諭
理
性
を
も
生
ぜ
し
む
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
学
問
的
知
性
を
生
む
も

　
　
の
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
生
じ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
科
学
の
精
密
さ
は
却
っ
て
形
而
上
学
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
と

　
　
も
あ
れ
、
直
観
の
論
理
牲
は
奇
観
自
身
か
ら
出
て
く
る
。
所
調
論
理
は
そ
の
分
析
的
展
開
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
自
動
的
に
展

　
　
開
す
る
の
で
は
な
い
。
実
在
を
捌
ん
だ
哲
学
者
の
苦
心
す
る
の
は
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
整
含
約
な
理
論
が
構
成
さ

　
　
れ
て
始
め
て
実
在
に
つ
い
て
の
知
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
雪
雲
と
論
理
の
問
題
は
形
而
上
学
と
科
学
の
関
係
に
引

　
　
き
う
つ
す
の
に
は
限
界
が
あ
る
事
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
只
、
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
と
関
速
す
る
に
止
ま
る
。
そ
れ
は



　
　
哲
学
自
体
の
問
題
で
あ
る
。
哲
学
者
相
互
の
相
協
力
と
訂
正
の
努
力
か
ら
も
論
理
性
客
観
性
の
課
証
を
求
め
る
事
が
輝
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
、
最
も
大
事
な
の
は
、
事
実
を
把
握
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
存
在
の
原
理
を
直
観
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
論
理
の
も
つ

　
　
普
遍
妥
当
性
の
根
源
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す
べ
て
が
生
ず
る
。
言
葉
も
亦
単
に
記
号
で
は
な
く
、
直
観
を
反
映
し
た
「
、
動
的
記
勢
」
（
頃
O

　
　
H
＄
）
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
言
葉
は
単
に
意
味
で
は
な
く
意
義
を
に
な
っ
た
景
環
葉
で
あ
る
。
直
観
に
お
い
て
放
棄
さ
れ
た
雷
葉
が
新
し

　
　
い
意
義
を
に
な
っ
て
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
。
意
味
は
関
係
に
か
か
わ
り
意
義
は
存
在
全
体
に
か
か
わ
る
。
だ
か
ら
、
哲
学
の
鷺
押
葉
に
と

　
　
っ
て
大
事
な
の
は
意
味
論
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
の
君
国
が
に
な
っ
て
い
る
パ
ト
ス
の
深
み
を
じ
っ
く
り
味
わ
う
意
義
論
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
ぬ
。

　
　
　
そ
し
て
、
そ
の
事
実
の
把
握
は
程
度
を
許
す
事
か
ら
、
哲
学
者
科
学
岩
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
に
は
、
形
禰
上
学
と
科
学
、
哲

　
　
学
者
と
哲
学
巻
の
ジ
グ
ザ
グ
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
大
事
な
の
は
直
観
を
核
と
す
る
直
観
と
知
性
の
復
帰
と
外
化
の
ジ
グ
ザ
グ
だ
と
い
う

　
　
事
で
あ
る
。
直
観
そ
れ
自
身
が
自
ら
の
論
理
を
内
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
に
必
然
性
を
あ
た
え
る
も
の
は
直
観

　
　
を
知
的
に
整
理
し
緻
密
に
理
論
的
反
省
を
す
る
学
聞
的
知
性
即
ち
パ
ト
ス
的
知
性
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
の
論
理
は
ロ
ゴ
ス
的

　
　
知
性
で
は
な
く
パ
ト
ス
約
知
性
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
幾
何
学
的
知
性
は
存
在
の
動
き
を
把
握
串
来
ぬ
故
、
こ
の
場
合
は
役
に
た
た

　
　
ぬ
。
直
観
と
知
性
の
ジ
グ
ザ
グ
は
論
理
の
普
遍
妥
蜜
性
に
舶
え
て
必
然
性
を
え
さ
し
め
る
。

　
　
　
こ
れ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
存
在
の
論
理
・
虜
覚
の
論
理
で
あ
る
。
人
は
尚
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
論
理
の
軽
視
、
知
性
の
軽

　
　
視
を
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
終
始
求
め
た
も
の
は
娼
目
伽
9
。
。
δ
醇
で
あ
っ
た
。
事
実
に
接
触
し
て
苦
闘
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

　
　
こ
そ
鷲
曾
醒
。
⇔
の
何
た
る
か
を
示
し
て
い
る
。
吾
々
は
こ
こ
で
、
改
め
て
心
静
か
に
何
が
哲
学
の
論
理
で
あ
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
存
在
と
は
既
に
あ
る
の
で
は
な
く
未
だ
な
き
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
の
論
理
は
創
造
の
論
理
で
あ
る
。
情
緒
の
論
理
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
こ
そ
本
論
の
主
題
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
最
早
や
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。
た
だ
こ
蕎
、
人
は
論
理
を
冷
た

　
　
い
も
の
と
い
う
。
し
か
し
、
パ
ト
ス
を
根
底
に
も
つ
哲
学
の
論
理
は
燃
ゆ
る
轟
轟
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
哲
学
の
理
論
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8
　
の
美
し
さ
は
幾
何
学
的
な
単
純
の
美
し
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
優
美
σ
q
憲
8
に
あ
る
。
恩
寵
は
神
か
ら
く
る
如
く
、
優
美
は
直
観
（
動

　
　
き
）
を
内
在
し
た
美
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
美
し
さ
、
そ
れ
は
優
美
に
外
な
ら
な
い
。
（
了
）
（
筆
者
奈
良
県
立
医
科
大
学
助
教
授
）



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The・z‘伽θげSZtch　a7・article　as　a」妙ears　i71　m・ア’e　than　one　7’llCMうεr｛ザ’痂5

maga2ine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

W爲seine廻P量sode　von　Fra　A狙gel玉co　a廷deu厩

　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Juz6　Ueda

　　Nach　VasarS　soll　Fra　Angelico　gar　nichts　an　seinem　einmal　hergestellten

Werke　zu　verbessern　gesucht　haben，　auch　wenn　es　ihn　nicht　zufriedenstellen

konnte；　weil　er　glaubte，　daB　das　Werlsc　durch　den　Willen　Gottes　zustande

gebracht　wurde．　1）iese　Episode　gibt　uns　eine　Andeutung　darauf，　daB　der

Ursprung　der　Kunstwerl〈e　vielmehr　andersgeartet　ist　als　der　der　Reiigion．

Die　Kunst　hat　sich　zwar　seit　langem　in　enger　Verbi’ndung　mit　der　Religion

entwickelt，　welche　Verbindung　jedoch　in　Wahrheit　ganz　tiuBerlich　geblieben　ist．

Zwischen　Kunst　und　Religion　klafft　ein　Abgrund，　der　nie　zu　tiberbrttcken

ist．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　La　Logi（lue　d，】巳mo｛：ion

一一k’iRte蚕ligence　e亡l　la　rるflexi・n　dans

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　la凹凸osophie　hergSO蹴ie勲e一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Yoshinori　lkebe

　　On　pense，　en　g6n6ral，　que　g，’est　1’intelligence　qui　connait　la　r6alit6，　mais

d’apres　Bergson，　1’intelligence　n’est　que　fausse　connaissance　qui　cherche　b

r6soudre　tous　problemes　par　．des　mots．　Ainsi，　la　logique　d’intelligence　est

une　science　des　mots　qui　taille　la　r6alit6　d6ja　complbte　en　？L6rog．

　　Au　contraire，　selon　Bergs．g．　n，　la　r6alit6　ne　peut　Gtre　connue　que　par

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



i’intuition．　L’intuition　est　une　sympathie　spirituelle　avec　ce　qu’il　y　a　de　plus

int6rieur　dans　la　r6alit6．　Bergson　est　avant　tout　spiritualiste．　On　dit　que

la　philosophie　bergsonienne　insiste　sur　la　connaissance　sentimentale．　On

voulait　y　trouver　un　d6faut　de　la　logique．　Cependant，　1’intuition　n’est　ni

un　instinct　ni　un　sentiment．　EIIe　est　la　connaissnce　intime　de　1’esprit　par

1’esprit，　c’est－ti－dire　la　r6flexion．

　　Toutes　les　doctrines　philosophiques　ont　leur　logique　originale．　Alors，

qu’est－ce　que　la　logique　de　la　philosophie　bergsonienne？　C’est　ceHe

d’6motion．　L’6motion　est　le　ndeog　de　cr6ation．　Bergson　voulait　6tablir　］a

玉・gique　de　Cr6ati・n．　N・uS　av・nS　eSSay6　de　le　mOntrer　en　d6taiいOit　e且

expliquaRt　le　rapport　de　1’intuition　et　la　r6fiexion，　soit　en　examinant　la

structure　de　la　r6fiexion．　Et　surtottt　nous　avons　distingu6　la　r6flexion　de

d6part　d’avec　celle　de　retour．　Celle－la　ose　intellectualiser　1’intuition，　et　celle－

ci　retrouver　1’intuition．　En　d’autres　termes；　1’une　est　explication，　1’autre

est　recherche．

　　Nous　conclouons　que　1’essence　de　la　logique　bergsonienne　n’est　pas　le

d6veloppement　spiral　et　rectiligne，　mais　le　d6veloppement　zigzagu6．

　　Bergson　dit：　“Des　ces　d6parts　et　ces　retours　sont　faits　les　zigzags　d’une

doctrine　qui　＜＜se　d6veloppe＞＞，　c’est－a－dire　qui　se　perd，　se　retrouve，　et　se　corrige

圭nd6finiment　elle・漉me”（PM．121）．

Popper’s　Critieal

　　　　　by　Keiichiro

Rationalism

Kamino

　　As　Popper　uses　the　word‘rationalism’in　a　wide　sense　which　includes

‘ernpiric玉sm’as　well　as‘intellectualism’，　his　concept　of　rationalist　a枕itude

is　very　si騰ilar　to　that　of　the　scientific　att気tude　which　seeks　to　solve　as　many

problem　as　possible　by　an　apPea1　£o　reason，　i．e。　to　clear　thought　and

　　　　　コ
ex王）er王ence・

　　His　adoption　of　rationalism，　however，　is　not　simp｝y　an　intellectual　af£air．

It　is　a　moral　decision．　As　no　argument　can　log玉cally　justify　the　cho玉ce　of

rational圭sm　（arguments　can　only　v量ndicate　it），　comprehensive　ra£iollalis肌
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