
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
一
〇
。
㊤
G
。
）
』

　
　
　
　
に
於
け
る
認
識
と
存
在
と
の
関
係
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（
1
）

　
ω
　
さ
て
、
行
動
の
弁
証
法
的
発
展
過
程
の
中
で
見
る
場
合
、
　
「
選
択
の
行
為
」
は
そ
の
一
過
程
の
中
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
し

か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
中
で
も
、
そ
れ
以
前
の
現
象
学
的
諸
過
程
を
存
在
論
的
背
景
の
中
に
細
き
換
え
る
と
い
う
決
定
的
な
役
割
を
有
し

て
い
た
。
そ
こ
で
、
我
々
は
次
に
、
　
「
選
択
の
行
為
」
の
も
っ
こ
の
独
自
な
性
格
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
れ
迄
、
行
動
の
弁
証
法
的
発
展
の
過
程
に
簸
て
は
、
行
動
に
従
属
す
る
手
段
の
み
が
問
題
に
さ
れ
、
そ
の
諸
過
程
そ
の
も
の
の
実
在

性
は
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
諸
過
程
は
行
動
に
含
ま
れ
た
「
究
極
的
要
求
」
と
の
連
関
に
診
て
辿
ら
れ

た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
過
程
の
謂
わ
ぱ
支
点
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
行
動
に
内
的
な
究
極
的
要
求
そ
の
も
の
の
客
観
的
実
在

性
は
十
分
な
意
味
に
於
て
定
立
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
動
の
学
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
意
志
の
要
求
と
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

拡
り
の
諸
過
程
は
、
実
は
「
行
動
が
自
己
自
身
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
手
段
、
或
い
は
条
件
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
故
、
行
動
に
従
属
す
る

「
現
象
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
行
動
の
学
は
、
人
間
の
行
動
を
中
心
に
響
き
、
そ
の
諸
形
態
を
現
象
学
的
、
乃
至
、
解
釈
学
的

晃
地
か
ら
追
求
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
行
動
の
基
く
存
在
論
的
基
盤
は
真
の
意
味
で
は
問
わ
れ
ず
、
行
動
が
そ
こ
に
定
着
さ
れ
な
い
為
に
、

行
動
は
そ
の
根
源
に
於
て
謂
わ
ば
闇
と
し
て
現
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
諸
過
程
も
又
、
行
動
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
「
現
象
」
と
し

　
　
　
　
ブ
、
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
H
G
Q
り
c
Q
）
』
に
於
け
る
認
識
と
存
密
と
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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第
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二
〇

28
3
　
て
あ
ら
わ
れ
、
客
観
的
存
立
を
も
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
註
　
行
動
は
こ
れ
迄
、
次
の
様
な
角
度
か
ら
取
上
げ
ら
れ
た
。
q
D
「
形
蒲
上
学
が
取
上
げ
ら
れ
た
時
も
、
す
べ
て
の
生
と
事
物
の
概
念
に
共
通
す
る
要

　
　
　
　
素
の
み
を
、
つ
起
り
、
諸
々
の
体
系
の
多
様
性
や
、
繊
値
の
中
か
ら
唯
だ
、
人
聞
が
世
界
及
び
霞
己
の
運
命
の
理
念
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
と
い
う
必
然
性
の
み
を
抽
出
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
形
岩
上
学
が
遵
徳
の
諸
形
態
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
の
は
か
か
る
理
幽
に

　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
よ
る
。
」
　
偶
「
行
鋤
の
発
展
の
更
に
進
ん
だ
段
階
で
、
神
の
理
念
に
出
念
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
も
、
そ
れ
は
全
く
実
践
的
な
面
か
ら
の
み
考
察

　
　
　
　
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
理
念
が
否
応
な
し
に
意
識
の
う
ち
に
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
を
し
て
そ
の
無
限
の
完

　
　
　
　
全
性
の
生
け
る
実
在
を
少
く
と
も
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
る
よ
う
に
促
す
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
神
の
存
在
を
帰
結
す
る
こ
と
は
闘
題
と
は
な
ら
な
か

　
　
　
　
つ
た
の
で
あ
る
。
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
実
在
曲
な
神
の
必
然
的
理
念
が
、
我
情
を
最
高
の
二
者
択
～
へ
、
即
ち
、
神
が
我
々
に
対
し
て
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
凄
）

　
　
　
　
す
る
か
否
か
が
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
二
者
択
～
へ
と
導
く
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
　
鋤
「
更
に
超
良
然
の
必
然
性
、
啓
示
さ
れ
た

　
　
　
　
教
義
、
及
び
、
形
式
的
実
行
の
必
然
性
に
つ
い
て
述
べ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
も
、
意
志
の
斜
月
的
要
求
を
の
み
考
察
し
、
こ
の
最
高
の
要
求
が
溝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
　
　
足
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
考
察
し
な
か
っ
た
。
」

　
し
た
が
っ
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
現
象
学
的
諸
過
程
の
支
点
を
な
し
て
い
た
行
動
を
逆
転
し
、
こ
れ
迄
行
動
に
対
し
て
「
手
段

　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
＞

の
系
列
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
そ
の
諸
過
程
を
、
行
動
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
「
真
理
の
体
系
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
動
を

存
在
論
的
場
に
内
化
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
こ
れ
迄
の
先
行
す
る
全
て
の
も
の

は
、
行
動
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
た
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
行
動
の
要
求
の
極
限
に
到
る
に
は
、
今
や
そ
れ
を
絶
対
的
に
妥
妾
せ
し

め
、
行
動
を
そ
れ
に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
　
一
切
を
、
つ
ま
り
、
存
在
の
認
識
や
承
認
す
ら
も
単
な
る
現
象
と
考
え
た

後
、
最
後
に
現
象
の
う
ち
に
存
在
そ
の
も
の
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
問
題
の
通
常
の
関
係
を
逆
転
す
る
こ
と
で

あ
り
、
　
『
存
在
』
を
『
現
象
』
の
背
後
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
　
『
現
象
臨
の
う
ち
に
『
存
在
』
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
行
動
が
内
包

す
る
諸
要
求
の
完
全
な
洞
察
は
、
行
動
に
課
さ
れ
た
諸
要
求
の
秘
密
を
我
々
に
明
す
。
そ
し
て
、
我
々
が
要
求
す
る
も
の
の
全
て
を
確
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
我
々
に
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
て
を
理
解
し
、
妥
当
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
」



　
　
　
た
し
か
に
、
ブ
p
ン
デ
ル
の
こ
の
よ
う
な
問
題
の
提
示
の
仕
方
は
算
兄
逆
の
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
存
在
の
側
か
ら
出
発
す
る
の
で
は

　
　
な
く
、
そ
れ
を
も
行
動
の
現
象
と
見
食
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ず
人
間
の
側
、
乃
至
、
主
体
の
側
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
存
在
へ
と
昇

　
　
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
或
る
意
味
で
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
以
来
、
主
体
を
哲
学
の
確
実
な
出
発
点
と
す
る
近
世

　
　
の
哲
学
に
共
通
し
た
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
同
じ
く
、
近
世
の
哲
学
に
共
通
し
た
困
難
さ
に
付
ま
と
わ
れ
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
そ
の
困
難
さ
と
い
う
の
は
、
言
う
迄
も
な
く
、
認
識
か
ら
存
在
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

　
　
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
そ
の
困
難
さ
に
穏
を
関
じ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に
国
を
開
く
。
即
ち
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
認
識
か
ら
存
在
へ

　
　
到
る
道
が
一
直
線
に
続
く
わ
け
で
は
な
く
、
パ
ス
カ
ル
や
カ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
道
は
断
絶
し
て
い
る
こ
と
、
「
存
在
の
認
識
」
と

　
　
「
存
在
の
所
有
」
と
の
問
に
は
驚
喜
の
距
離
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
既
に
児
た
如
く
、
行
動
に
必
要
な
或
る
「
存
在
者
」
が
あ
る
と

　
　
し
て
も
、
行
動
は
必
ず
し
も
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
行
動
の
必
然
的
春
画
に
よ
っ
て
、
神
の
「
理
念
」
に
出
会

　
　
わ
ね
ば
な
ら
な
い
地
点
迄
導
か
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
、
直
ち
に
神
の
存
在
を
帰
結
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
神
は
行
動
に
よ
っ
て
要

　
　
求
さ
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
、
行
動
の
う
ち
に
基
礎
を
も
つ
が
、
し
か
し
、
行
動
が
神
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
神
は
現
実
酌

　
　
に
存
在
す
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
「
超
越
的
理
念
」
と
し
て
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
　
「
考
え
ら
れ
た
神
か
ら
、
そ
の
生
け
る

　
　
実
在
を
推
論
す
る
こ
と
は
、
…
…
神
の
現
実
性
（
①
齢
0
9
0
陣
門
仙
）
を
確
立
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
真
理
は
、
そ
こ
で
は
ま
だ
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
の
手
段
と
し
て
、
行
動
に
全
く
桐
対
的
な
の
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
「
超
越
的
実
在
の
理
念
」
を
導
く
こ
と
で
立
停
る
こ
と
は
、
単
に

　
　
存
在
論
的
問
題
を
提
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
行
動
の
問
題
を
存
在
論
の
場
で
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
、
　
「
選
択
の
行
為
」
は
こ
こ
で
、
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
即
ち
、
こ
の
認
識
と
存
在
と
を
分
つ
無
限
の
距
離
を
埋
め

　
　
る
も
の
が
「
選
択
の
行
為
」
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
究
極
的
な
も
の
の
単
な
る
認
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
向
っ
て
自
己
を
開
き
、

　
　
自
己
と
共
に
、
他
の
一
切
を
そ
れ
に
供
す
る
か
否
か
を
実
際
に
選
ぶ
行
為
を
意
味
す
る
。
か
か
る
決
断
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
　
「
思
惟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
筋
に
、
意
欲
に
内
在
す
る
手
段
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
」
が
「
思
惟
に
内
在
す
る
穏
的
と
し
て
意
志
の
外
に
定
立
さ
れ
た
も
の
」
と
な

謝　
　
　
　
　
　
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
8
c
o
り
も
Q
）
』
に
於
け
る
訓
鰍
識
と
存
在
と
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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り
、
音
心
志
の
背
後
に

る
の
で
あ
る
。

第
五
百
十
五
号

「
手
段
の
系
列
」

と
し
て
置
か
れ
た
も
の
が
、
　
「
真
理
の
体
系
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

と
し
て
意
志
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ

　
周
　
さ
て
、
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
　
「
超
越
的
実
在
の
理
念
」
に
到
る
こ
と
と
、
　
「
超
越
的
実
在
」
を
所
有
す
る
こ
と
と
は
、

全
く
別
の
こ
と
で
あ
り
、
理
念
か
ら
、
存
在
を
帰
結
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
念
と
存
在
と
の
合
…
は
認
識
の
次
元
に

於
て
は
可
能
で
は
な
く
、
た
だ
「
選
択
の
行
為
」
と
い
う
主
体
的
決
断
に
顧
て
の
み
考
え
ら
れ
得
た
。
そ
こ
で
、
　
「
選
択
の
行
為
」
は
、

認
識
に
存
在
を
賦
与
す
る
か
、
或
い
は
、
認
識
が
存
在
を
喪
失
す
る
か
を
実
際
に
決
す
る
分
岐
点
と
な
る
。
超
越
者
へ
の
決
断
の
行
為
は
、

認
識
を
犠
性
に
し
て
、
知
ら
れ
ざ
る
超
越
者
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
超
越
者
へ
の
決
断
に
於
て
、
認
識
に
関
わ
る
主
体
の
在
り

方
を
根
本
的
に
転
換
し
、
認
識
を
確
実
な
存
在
の
基
盤
に
す
え
る
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
存
在
の
外
側
を
巡
る
認
識
を
意
志
の

転
換
に
よ
っ
て
存
在
の
中
に
定
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
我
々
は
、
（
行
動
の
現
象
学
的
展
開
が
）
我
々
に
課
す
る
二
老
択
一
の
要
求
に
実

際
に
従
う
こ
と
な
し
に
、
要
す
る
に
、
全
て
の
意
志
が
そ
こ
で
態
度
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
存
在
の
真
理
が
燦
く
　
点

を
通
る
こ
と
な
し
に
、
如
何
な
る
対
象
の
実
在
性
を
も
肯
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
は
客
観
的
存
在
（
U
一
①
蛋
）
の
理
念
を
有
し
、

諸
対
象
の
実
在
性
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
自
己
の
運
命
の
問
題
を
措
定
し
、
自
己
の
存
在

や
、
山
稼
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の
の
全
て
を
選
択
の
行
為
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
存
在
や
諸
存
在
に
達
す
る
の
は
、
こ

の
二
者
択
一
を
通
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
人
が
そ
れ
を
決
断
す
る
仕
方
に
よ
っ
て
、
存
在
の
意
味
は
お
の
ず
か
ら
異
っ
て
来
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
認
識
（
O
O
詳
雛
9
同
ω
の
餌
ゆ
O
①
　
　
瓢
Φ
　
　
阿
り
ゆ
侍
同
Φ
）
は
選
択
の
行
為
の
必
然
性
を
含
む
。
し
か
し
認
識
に
於
け
る
存
在
（
一
、
ゆ
嘗
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

山
曽
昌
ω
貯
o
o
口
鐸
蝕
ω
ω
帥
鋤
。
①
）
は
選
択
の
自
由
の
前
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
後
に
あ
る
。
」

　
し
た
が
っ
て
、
　
「
選
択
の
行
為
」
を
境
に
し
て
、
認
識
の
二
つ
の
在
り
方
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
獄
ソ
デ
ル
は
選
択
に
先
立

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

っ
認
識
を
「
必
然
的
認
識
」
　
（
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
O
O
］
P
路
9
図
ω
o
口
番
昌
O
Φ
　
　
鐸
O
O
①
o
◎
の
O
一
H
①
）
　
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
所
有
す
る
か
、
或
い
は
喪
失
す
る
認
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
続
す
る
認
識
を



　
　
（
o
o
跡
p
p
貯
の
窪
8
唱
。
。
。
ω
Φ
ω
。
。
恥
く
①
◎
¢
鷲
ぞ
簿
記
①
）
と
す
る
。
前
軍
は
ま
だ
「
主
観
的
認
識
」
に
す
ぎ
な
い
が
、
少
老
は
「
客
観
的
認
識
」
で

　
　
あ
る
。
爾
者
の
間
に
は
対
象
の
拡
大
は
な
い
が
、
根
本
的
な
質
的
相
違
が
あ
る
。
選
択
の
行
為
に
先
立
つ
認
識
は
「
必
然
的
に
問
題
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
示
し
、
瞬
時
で
あ
り
、
落
窪
純
化
さ
れ
た
形
に
於
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
普
遍
的
秩
序
の
全
体
的
展
望
を
我
々
に
も
た
ら
す
」
が
、
し
か
し
、

　
　
そ
れ
は
「
主
観
に
於
け
る
対
象
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
解
り
易
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
思
惟
の
対
象
と
行
動
の
条
件
は
当
然
実
在
す
る
筈
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
と
い
う
、
人
間
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
考
え
に
す
ぎ
な
い
こ
し
か
し
、
第
二
の
認
識
は
単
に
「
主
観
的
志
向
」
　
（
黛
ω
℃
o
ω
三
〇
類
ω
鋸
げ
・

　
　
甘
9
〈
①
）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
我
々
の
思
惟
に
そ
の
解
決
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
為
す
べ
き
も
の
の
前
に
我
々
を
連
れ
て
ゆ
く
代
り

　
　
に
、
為
さ
れ
た
事
に
潤
て
存
在
す
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
真
に
客
観
的
認
識
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
選
択
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
さ
れ
る
前
に
は
単
に
精
神
の
観
照
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
確
実
な
所
有
、
或
い
は
喪
失
の
自
覚
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

　
　
　
註
　
こ
こ
で
主
観
的
認
識
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
橘
人
的
主
観
の
特
殊
性
に
ま
と
わ
れ
た
偶
然
的
な
も
の
と
い
う
意
昧
に
於
て
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す

　
　
　
　
べ
て
の
主
観
に
必
然
的
、
普
遍
的
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
一
般
に
は
む
し
ろ
、
客
観
的
認
識
と
嫌
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
か
し
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
、
そ
れ
を
客
観
的
認
識
と
区
薄
し
て
、
殊
に
主
観
的
認
識
と
す
る
の
は
、
そ
の
認
識
が
存
在
の
中
に
入
り
込
み
、
存
在
と
　

　
　
　
　
つ
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
こ
の
主
観
的
認
識
と
い
う
語
の
使
用
は
混
同
を
招
く
。
そ
こ
で
ブ

　
　
　
　
ロ
ン
デ
ル
は
後
に
誤
解
を
避
け
て
、
　
「
主
観
的
認
識
」
を
思
弁
的
認
識
と
し
、
　
「
客
観
的
認
識
」
を
現
実
的
認
識
と
改
め
て
い
る
。
選
択
の
行
為
を

　
　
　
　
境
に
し
て
二
二
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
二
つ
の
認
識
は
、
更
に
『
思
惟
』
に
於
て
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
、
「
ノ
エ
的
思
惟
」
と
「
プ
ヌ
ー
マ
的
思
惟
」

　
　
　
　
に
改
め
ら
れ
、
行
動
を
介
し
て
両
者
の
弁
読
法
的
運
動
が
存
在
論
の
中
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
認
識
は
、
そ
の
対
象
に
撃
て
で
は
な
く
、
対
象
を
見
る
こ
と
と
、
所
有
す
る
こ
と
に
於
て
異
る
。
選
択
に

　
　
よ
っ
て
、
　
「
存
在
の
認
識
」
は
認
識
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
の
で
は
な
く
、
　
「
存
在
に
よ
っ
て
充
さ
れ
た
認
識
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
又
、

　
　
選
択
を
介
し
て
認
識
を
充
す
「
存
在
」
は
、
そ
れ
の
必
然
的
認
識
が
承
認
す
る
も
の
と
は
別
の
も
の
と
な
る
の
で
は
な
く
、
　
「
実
現
さ
れ

　
　
た
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
　
「
選
択
の
行
為
」
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
実
在
を
産
み
串
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
於

　
　
て
存
在
す
る
実
在
を
我
々
に
所
有
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
を
存
在
へ
と
参
与
せ
し
め
る
媒
介
点
を
な
す
。
そ
し
て
、
そ
の
媒
介

謝　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
H
Q
O
り
ら
Q
）
』
に
於
け
る
認
識
と
存
在
と
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
ご



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
伸

32
3
　
点
は
、
存
在
が
我
々
に
対
し
て
自
ら
を
開
示
す
る
一
点
に
外
な
ら
な
い
。
先
に
、
選
択
の
行
為
が
「
存
在
の
真
理
の
焼
く
一
点
」
と
い
わ

　
　
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
で
あ
っ
た
。
　
「
真
理
の
必
然
的
認
識
は
事
物
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
事
物
の
実
在
樵
を

　
　
所
有
す
る
か
、
失
う
か
の
中
間
項
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
認
識
さ
れ
た
対
象
の
真
の
実
在
性
が
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
受
け
入
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
と
も
、
拒
絶
す
る
こ
と
も
可
能
な
も
の
（
U
δ
億
）
の
う
ち
に
果
て
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
対
象
の
実
在
性
が
実
現
さ
れ
る
の
は
、
現
わ

　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
れ
る
も
の
に
存
在
を
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
的
行
為
に
於
て
で
あ
る
。
」

　
　
　
註
　
選
択
の
行
為
に
よ
る
主
観
的
認
識
の
客
観
的
認
識
へ
の
転
換
は
、
カ
ン
ト
が
「
第
二
批
判
」
に
於
い
て
積
極
的
に
取
く
ん
だ
問
題
と
類
似
性
を
有

　
　
　
　
す
る
と
代
え
よ
う
。
理
性
の
実
践
的
使
用
は
理
論
理
性
を
拡
張
す
る
が
、
そ
れ
は
雷
う
迄
も
な
く
、
思
弁
的
に
拡
張
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
理

　
　
　
　
論
理
性
が
純
粋
理
性
の
対
象
、
即
ち
、
自
由
・
不
死
・
神
の
三
理
念
に
保
翻
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
確
実
性
を
与
え
、
理
論
理
性
に
於
て
は
単

　
　
　
　
に
蓋
然
的
に
す
ぎ
な
か
っ
た
理
念
に
客
観
的
実
在
性
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
於
て
拡
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
超
感
覚
的
対
象
の
認
識
が

　
　
　
　
拡
大
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
こ
の
超
感
覚
的
理
念
に
対
象
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
対
象
を
認
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
き
れ
る
と
い
う
意
味
で
拡

　
　
　
　
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
霊
薬
的
認
識
は
選
択
の
行
為
に
よ
っ
て
存
在
を
賦
与
さ
れ
、
客
観
的
認
識
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
客
観
的
認
識
と
「
存

　
　
在
」
　
（
国
時
①
）
と
の
か
か
る
合
一
は
、
客
観
的
認
識
が
存
在
の
一
切
の
内
容
を
自
ら
の
う
ち
か
ら
展
開
す
る
如
き
絶
対
知
と
な
る
と
い
う

　
　
如
き
意
味
で
の
合
一
で
は
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
客
観
的
認
識
は
そ
こ
で
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
全
体
的
展
望
を
得
る
の
で
は
な

　
　
い
。
そ
の
合
一
に
於
て
も
、
　
「
存
在
」
は
や
は
り
、
客
観
的
認
識
を
無
限
に
超
出
す
る
超
越
的
全
体
で
あ
り
、
客
観
的
認
識
に
と
っ
て
は

　
　
く
み
つ
く
し
え
ぬ
「
闇
」
　
（
酔
伽
］
P
①
一
り
肘
Φ
ω
）
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
選
択
の
決
断
に
よ
っ
て
、
自
愛
の
根
を
断
っ
た
「
眼
ざ
し
」

　
　
（
庸
㈹
霞
岱
）
　
は
も
は
や
存
在
の
外
側
を
巡
ら
ず
、
そ
の
内
部
に
浸
透
し
得
る
も
の
に
な
る
。
そ
こ
に
は
眼
と
対
象
を
遮
る
幕
が
存
在
し
な

　
　
い
と
い
う
立
脚
味
で
眼
と
対
象
と
の
合
一
が
あ
る
。
丁
度
、
水
中
に
浸
透
し
ゆ
く
視
線
が
水
面
か
ら
の
反
射
光
線
が
消
さ
れ
る
時
、
水
中
に

　
　
泳
ぐ
魚
の
姿
を
生
き
生
き
と
捉
え
る
様
に
。
そ
こ
で
は
、
客
観
的
認
識
に
と
っ
て
、
存
在
は
そ
の
内
部
か
ら
露
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
た

　
　
と
え
、
行
動
は
そ
の
発
展
の
全
過
程
に
於
て
、
絶
え
ず
新
た
な
認
識
の
源
と
し
て
み
え
た
に
せ
よ
、
そ
の
極
限
に
於
て
、
否
定
の
完
全



　
　
な
行
為
そ
の
も
の
に
続
く
認
識
は
存
在
の
よ
り
画
直
せ
る
開
示
を
有
す
る
。
そ
れ
は
も
は
や
外
か
ら
存
在
を
見
な
い
。
そ
れ
は
存
在
を
知

　
　
り
、
所
有
し
、
自
ら
の
う
ち
に
発
見
す
る
。
真
の
哲
学
は
理
性
の
聖
化
で
あ
る
。
内
的
離
脱
の
純
粋
性
は
完
全
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
媒
体
で

　
　
　
（
1
9
）

　
　
あ
る
。
」

　
　
　
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
こ
こ
に
総
て
形
而
上
学
的
世
界
を
考
え
る
。
し
か
し
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
形
而
上
学
を
可
能
に
す
る
よ

　
　
う
な
特
溺
な
直
観
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
我
々
の
認
識
の
在
り
方
を
転
換
し
、
そ
れ
を
聖
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　
　
即
ち
、
我
々
の
認
識
を
更
に
そ
の
背
後
に
於
け
る
意
志
と
の
関
係
に
於
て
捉
え
、
そ
の
意
志
の
転
換
に
よ
っ
て
我
々
の
認
識
を
存
在
の
内

　
　
部
に
移
し
、
そ
の
有
限
な
認
識
の
う
ち
に
絶
対
そ
の
も
の
の
現
わ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
認
識
は
そ
こ
で
は
同
一
の
対
象
に

　
　
関
り
な
が
ら
、
認
識
の
背
景
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
の
内
部
か
ら
対
象
を
現
わ
し
出
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
認
識
の
も
っ
こ
の
よ
う
な
背
景
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ソ
が
神
秘
家
の
創
造
的
行
為
の
う
ち
に
見
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
周
知
の
よ

　
　
う
に
、
ペ
ル
グ
ソ
ン
は
完
全
な
神
秘
主
義
を
、
幌
惚
に
撃
て
、
そ
れ
故
、
思
惟
と
感
情
と
に
於
て
神
と
一
つ
に
な
っ
た
魂
が
、
更
に
魂
の

　
　
暗
夜
を
経
て
、
意
志
に
於
け
る
神
と
の
合
一
に
迄
到
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
う
ち
に
見
る
。
そ
の
よ
う
な
神
秘
家
の
魂
は
、
視
力

　
　
が
鉄
屑
の
中
を
貫
き
進
む
腕
に
縫
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
質
の
抵
抗
の
う
ち
を
貫
き
進
む
鋼
鉄
の
機
械
に
讐
え
ら
れ
る
。
完
全
な
神
秘
家

　
　
が
一
様
に
経
て
来
た
魂
の
暗
夜
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
憐
惚
、
観
想
に
於
て
神
と
の
合
一
に
達
し
た
魂
が
、
し
か
し
ま
だ
意
志
に

　
　
於
て
取
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
識
が
魂
に
投
げ
か
け
る
影
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
魂
の
暗
夜
の
中
で
徹
底
的
な
自
己
反
省
と
自
己

　
　
否
定
を
経
た
魂
は
も
は
や
観
想
の
う
ち
で
、
し
た
が
っ
て
自
愛
の
残
灘
を
残
し
て
、
光
の
も
と
に
留
ろ
う
と
は
せ
ず
、
意
志
を
も
神
の
中

　
　
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
光
の
な
い
賭
夜
の
中
で
鋼
鉄
の
機
械
の
如
く
行
為
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
神
と
の
真
の
合
～
を

　
　
見
出
す
。
そ
こ
で
は
魂
は
、
物
質
と
の
か
か
わ
り
を
離
れ
た
観
想
と
は
逆
に
、
い
わ
ば
臨
夜
と
も
い
う
べ
き
物
質
の
中
に
ふ
み
入
り
、
存

　
　
在
の
中
か
ら
存
在
を
開
示
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
神
秘
家
の
魂
の
構
造
を
直
接
、
認
識
と
存
在
と
の

　
　
か
か
わ
り
の
角
度
か
ら
取
上
げ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
認
識
を
そ
の
背
後
に
於
け
る
意
志
の
在
り
方
か
ら
捉
え
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、

333　
　
　
　
　
　
ブ
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ン
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認
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ベ
ル
グ
ソ
ン
が
神
秘
家
の
魂
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
な
次
元
で
認
識
の
問
題
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
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三

ω
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
選
択
の
行
為
」
は
事
物
の
表
象
と
し
て
の
我
々
の
主
観
的
認
識
を
事
物
の
所
有
と
し
て
の
客
観
的
認
識

、



　
　
に
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
我
々
の
認
識
を
拡
大
す
る
特
別
な
神
秘
的
直
観
に
訴
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
の
認
識
を

　
　
存
在
の
内
部
に
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
有
限
な
認
識
の
う
ち
に
絶
対
の
あ
ら
わ
れ
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

　
　
れ
は
我
々
の
認
識
を
思
弁
的
に
拡
大
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
謂
わ
ぱ
実
践
的
に
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
選
択
の
行
為
」
に
よ
る
主

　
　
体
の
転
換
と
結
び
付
い
て
、
我
々
の
認
識
は
存
在
の
外
部
か
ら
、
内
側
へ
と
も
た
ら
さ
れ
、
存
在
の
自
己
表
現
点
、
或
い
は
「
存
在
の
真

　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
理
の
煙
く
一
点
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
於
て
、
認
識
と
主
観
と
存
在
と
の
関
係
は
従
来
の
認
識
論
と
は
異
っ
た
仕
方
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
観
は
、
従
来
の

　
　
認
識
論
に
於
け
る
よ
う
に
、
事
物
と
そ
の
経
験
の
成
立
の
基
礎
と
し
て
、
そ
の
「
可
能
条
件
」
（
8
β
曲
鼠
。
づ
伽
Φ
娼
。
夕
げ
鴇
一
院
）
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
か
か
る
主
観
的
認
識
を
客
観
化
す
る
働
き
と
し
て
、
事
物
と
そ
の
認
識
と
の
「
実
現
条
件
」
（
8
巳
蕊
8

　
　
傷
④
泳
p
・
房
蝕
。
鐸
）
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
認
識
成
立
の
基
礎
と
し
て
不
可
欠
の
基
盤
と
考
え
ら
れ
て
い
た
認
識
主
観
が
、
事
物

　
　
の
外
に
立
つ
そ
の
絶
対
的
、
不
動
の
位
置
を
否
定
さ
れ
、
事
物
の
中
に
没
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
中
か
ら
事
物
、
或
い
は
そ
の

　
　
客
観
的
認
識
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
的
位
置
に
転
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
周
知
の
通
り
、
カ
ン
ト
は
科
学
的
認
識
の
構
成
原
理
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
と
そ
の
経
験
と
に
共
通
な
可
能
条
件
と
し
て

　
　
の
認
識
す
る
主
観
の
働
き
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
有
名
な
「
私
が
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
う
の

　
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
後
の
形
而
上
学
者
達
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、

　
　
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
こ
の
基
礎
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
う
シ
ュ
リ
エ
の
歩

　
　
ん
だ
道
が
そ
れ
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
等
は
こ
の
認
識
主
観
を
単
に
形
式
的
な
も
の

　
　
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
を
形
而
上
学
的
世
界
へ
の
入
口
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
超
越
論
的
主
観
の
反
省
を
押
し
進
め
た
極
限
に
開
か
れ

　
　
る
超
越
論
的
領
域
に
於
て
形
而
上
学
を
た
て
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
結
局
次
の
如

　
　
き
も
の
と
な
る
。
即
ち
「
批
判
主
義
は
諸
対
象
を
思
惟
の
ま
わ
り
を
旋
回
せ
し
め
る
と
称
し
て
い
な
が
ら
、
中
心
の
外
に
出
て
、
あ
た
か

353　
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363　
　
も
こ
の
光
景
を
外
か
ら
考
え
る
か
の
如
き
立
場
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
た
と
え
、
そ
れ
が
一
切
の
諸
事
物
を
主
観
に
も
た

　
　
ら
す
と
こ
ろ
の
求
心
的
運
動
に
特
に
注
霞
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
努
力
の
有
用
性
と
そ
の
視
点
の
新
し
さ
と
を
正
当
化
せ
ん
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
て
や
は
り
王
都
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
結
局
カ
ン
ト
に
調
て
は
、
そ
の
最
初
の
意
図
に
も
拘
ら
ず
、
主
観
と
客
観

　
　
は
対
立
し
、
認
識
と
存
在
は
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
。
認
識
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
認
識
で
あ
り
、
事
物
の
根
底
、
或
い
は
存
在
は
こ
の

　
　
認
識
に
と
っ
て
不
可
浸
透
楽
な
不
透
明
な
物
自
体
と
な
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
的
立
場
は
ロ
ッ
ク
の
主
観
主
義
を
そ
れ
程
越
え
出
た
こ
と

　
　
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
「
存
在
す
る
も
の
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
　
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
が
与
え
ら
れ

　
　
る
条
件
を
求
め
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
諸
事
物
が
そ
れ
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
事
物
と
は
異
っ
た
認
識
主
観
を
想
定
せ
ざ

　
　
る
を
得
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
、
主
観
は
事
物
の
外
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
事
物
は
主
観
に
と
っ
て
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も
に
、

　
事
物
の
根
底
は
主
観
に
と
っ
て
不
透
明
な
物
窃
体
と
な
る
。
し
か
し
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
対
象
と
し
て
の
対
象
の
秘
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
　
切
の
客
観
的
肯
定
が
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
地
点
に
於
て
」
で
あ
る
。
即
ち
「
諸
対
象
は
、
そ
れ
が
あ

　
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
実
在
は
何
か
接
近
し
得
な
い
背
後
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
か
に
知
ら
れ
、
き
っ
ぱ
り
と
限
定
さ
れ
た
も
の
に
煮
て
成
立
す
る
。
」
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
素
朴
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
帰
る
こ
と
で
は
な

　
　
い
。
　
「
与
え
ら
れ
た
も
の
」
の
存
在
の
条
件
を
求
め
る
こ
と
は
、
単
に
そ
の
可
能
条
件
を
求
め
て
事
物
の
外
に
出
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ

　
　
の
特
殊
な
限
定
さ
れ
た
認
識
の
う
ち
に
実
在
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
主
観
的
認
識
に
客
観
性
を
賦
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
主
観
は
そ

　
　
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
外
に
立
つ
そ
の
確
固
、
不
動
の
位
置
を
否
定
さ
れ
て
、
事
物
の
う
ち
に
屈
折
せ
し
め
ら
れ
、

　
事
物
の
運
動
の
契
機
の
書
替
に
お
か
れ
る
。
主
観
が
覆
さ
れ
て
事
物
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
事
物
の
う
ち
か
ら
事
物

　
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
媒
介
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
他
者
（
主
観
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
臼
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
た
し
か
に
こ
こ



　
　
に
客
観
的
存
在
物
の
神
秘
、
慮
ら
の
う
ち
に
自
ら
の
起
源
を
も
た
な
い
け
れ
ど
も
存
在
し
続
け
る
一
切
の
派
生
的
存
在
物
の
神
秘
が
根
ざ

　
　
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
こ
の
存
在
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ

　
　
う
に
し
て
実
在
的
で
あ
り
、
又
、
必
然
的
に
実
在
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
如
何
な
る
条
件
に
於
て
、
認
識
と
意
志

　
　
は
そ
の
対
象
を
剣
離
し
得
る
の
か
、
関
係
の
項
を
逆
転
し
て
、
認
識
さ
れ
て
在
る
事
物
が
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
我
々
に

　
　
診
て
現
象
で
あ
る
も
の
が
、
事
物
に
於
け
る
実
在
で
あ
る
…
客
観
的
真
理
が
我
々
に
外
釜
か
ら
課
さ
れ
た
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
ず
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
し
か
も
や
は
り
我
々
に
勢
力
を
及
し
、
絶
対
的
に
支
配
す
る
と
い
う
具
合
に
一
と
ど
う
し
て
雷
い
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

　
　
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
認
識
主
観
が
存
在
の
中
に
概
か
れ
、
存
在
の
中
か
ら
存
在
を
明
ら
か
に
し
ゅ
く
契
機
と
し
て
、
　
「
事
物
の
実
現
条

　
　
件
」
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
こ
れ
迄
、
　
「
我
々
に
対
し
て
」
或
い
は
「
我
々
に
よ
っ
て
」
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
事
物
は
、
か
か
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
面
を
保
ち
な
が
ら
同
聴
に
、
　
「
我
々
な
し
に
」
或
い
は
「
我
々
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
画
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識

　
　
成
立
の
基
礎
と
し
て
の
「
我
々
」
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
外
に
要
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
存
在
の
中
に
深
ま
り
ゆ
く
の
で
あ
り
、

　
　
事
物
の
自
己
実
現
の
通
路
、
或
い
は
媒
介
老
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ
蓬
「
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存

　
　
在
し
た
諸
事
物
」
は
「
存
在
す
る
が
儘
に
認
識
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
の
立
場
を
認
め
な
が
ら
、
そ

　
　
れ
を
も
う
～
度
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
向
に
転
換
し
て
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。
　
「
主
観
的
イ
デ
ア
リ
ス
ム
が
誤
っ
て
実
在
の
真
の
表
現
と
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
込
ん
で
い
る
も
の
は
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
素
材
（
ご
P
鋤
件
一
①
種
O
）
に
す
ぎ
な
い
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
認
識
論
的
主
観
が
存
在
の
中
に
持
込
ま
れ
、
営
々
の
特
殊
的
認
識
は
主
観
を
介
し
て
の
存
在
の
自
己
表
現
点
と
見
ら
れ

　
　
て
く
る
と
き
、
認
識
は
広
く
、
存
在
に
内
在
す
る
『
思
惟
』
の
運
動
の
生
成
過
程
に
於
て
捉
え
ら
れ
て
く
る
。
認
識
論
的
立
場
が
思
惟
の

　
　
形
而
上
学
的
考
察
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
認
識
の
対
象
は
思
惟
そ
の
も
の
と
な
る
。
即
ち
、
済
々
の
個
別
的
認
識

　
　
が
世
界
の
把
握
へ
と
向
う
こ
と
は
、
思
惟
が
世
界
に
於
て
自
己
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
存
在
の
認
識
は
存
在
に
於
け
る
思

37

@
惟
の
自
己
認
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
、
さ
き
に
人
間
の
立
場
の
み
か
ら
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
層
理
的
、
形
式
的
性
格

3　
　
　
　
　
ブ
η
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
H
c
。
り
ω
V
』
に
於
け
る
認
識
と
存
在
と
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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〇

を
ま
ぬ
が
れ
え
な
か
っ
た
認
識
は
具
体
的
基
盤
を
得
る
。
こ
う
し
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
デ
カ
ル
ト
・
カ
ン
ト
的
な
形
而
上
学
的
出
発
点
を

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ト
マ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
り
古
い
形
而
上
学
の
伝
統
へ
と
屈
折
せ
し
め
る
。
そ
し
て
、
認
識
論
的
立
場
に
代
っ
て
思
惟

の
形
而
上
学
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
思
惟
は
認
識
す
る
主
観
に
於
て
明
澄
な
意
識
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
遠
く
、
暗
い
起
源
を

も
つ
「
宇
宙
的
思
惟
」
（
℃
2
ω
俸
①
8
の
巳
ρ
器
）
と
し
て
世
界
に
内
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
認
識
も
か
か
る
思
惟
が
世
界
を
通
し

て
発
展
し
ゆ
く
過
程
に
於
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
②
　
と
こ
ろ
で
、
思
惟
の
運
動
の
具
体
的
展
開
は
『
行
動
（
囲
。
。
Φ
。
。
）
』
に
於
て
は
十
分
で
は
な
く
、
後
の
『
思
惟
』
二
巻
に
持
ち
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
そ
れ
を
た
ど
る
こ
と
が
直
接
の
鼠
的
で
は
な
い
の
で
、
必
要
な
か
ぎ
り
、
そ
の
大
ざ
っ
ぱ
な
輪
郭
を
述
べ
る
に
と

ど
め
て
お
こ
う
。
思
惟
は
自
ら
の
う
ち
に
有
す
る
矛
翻
す
る
二
つ
の
傾
向
の
緊
張
関
係
を
通
じ
て
弁
証
法
的
に
自
ら
を
展
開
す
る
。
そ
の

一
つ
は
一
般
化
、
普
遍
化
の
方
向
に
向
う
「
ノ
エ
的
気
風
」
（
℃
窪
ω
曾
ぎ
傷
9
話
）
の
傾
向
で
あ
り
、
他
は
個
甥
化
、
特
殊
化
の
方
向
へ

向
う
「
プ
ヌ
ー
マ
的
思
惟
」
（
需
厚
目
①
醤
窪
ヨ
豊
ε
①
）
の
傾
向
で
あ
る
が
、
思
惟
は
こ
の
両
者
を
自
ら
の
栢
対
立
す
る
二
つ
の
エ
レ
メ

ン
ト
と
し
て
も
つ
。
と
こ
ろ
で
、
思
惟
に
於
け
る
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
区
鋼
は
、
必
ず
し
も
ブ
㍑
ン
デ
ル
に
独
自
な
も
の
で
は
な
く
、
こ

れ
迄
、
様
々
な
哲
学
者
に
よ
っ
て
素
適
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
パ
ス
カ
ル
が
幾
何
学
的
精
神
と
繊
細
な
精
神
と
の
間
に

た
て
た
区
別
も
そ
れ
に
対
応
す
る
と
言
え
る
が
、
し
か
し
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
両
者
を
区
別
す
る
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
を
否
定
し
て
、

他
方
を
強
調
せ
ん
が
為
で
は
な
く
、
こ
の
二
つ
を
思
惟
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
、
そ
の
両
為
の
相
互
否
定
、
絹
互
超
出
の
緊
張
関
係
に
よ

っ
て
産
み
出
さ
れ
る
特
殊
的
二
会
を
通
し
て
、
具
体
的
認
識
の
生
成
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
思
惟
は
こ
の
両
者
の
統
一
を
日
指
す
が
、

両
者
は
十
と
一
の
両
極
の
如
く
、
相
補
い
合
う
と
同
時
に
、
否
定
し
、
塩
出
し
あ
う
関
係
に
あ
っ
て
、
単
に
静
的
な
共
存
に
於
て
あ
り
え

な
い
の
で
、
両
者
の
共
存
に
到
ら
ん
と
す
る
努
力
が
思
惟
に
無
限
の
運
動
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
思
惟
は
こ
の
二
つ
の
傾
向
に

よ
る
弁
証
法
的
運
動
と
し
て
、
物
質
の
領
域
か
ら
生
命
を
経
て
精
神
に
い
た
る
迄
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
経
て
よ
り
完
全
な
統
一
に
向
っ
て
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自
ら
を
発
展
し
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
「
同
時
に
和
解
せ
し
め
る
こ
と
も
、
一
方
に
よ
っ
て
他
方
を
否
定
す
る
こ
と
も
繊
来
ぬ
、
こ
れ
ら
二
つ

の
傾
向
の
現
存
は
、
そ
の
共
存
の
同
時
性
と
緊
密
性
に
よ
っ
て
生
成
の
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
、
自
然
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
努
力
、
世
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

劇
を
惹
起
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
無
数
の
挫
折
と
死
を
経
て
の
出
産
（
冨
ほ
霞
三
8
）
に
似
て
い
る
。
」

　
　
註
　
臼
D
統
　
性
の
原
理
と
し
て
の
「
ノ
エ
的
思
惟
漏
は
世
界
の
う
ち
に
あ
っ
て
世
界
を
統
一
の
方
向
へ
と
促
し
て
い
る
実
在
的
要
素
と
し
て
あ
る
。
し

　
　
　
た
が
っ
て
我
々
が
思
惟
に
よ
っ
て
世
界
の
う
ち
に
統
一
性
と
秩
浄
を
挿
入
し
ゆ
く
こ
と
は
、
超
越
論
的
主
観
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
既

　
　
　
に
物
質
に
内
在
し
て
い
る
超
越
的
要
素
と
し
て
の
「
ノ
エ
的
思
惟
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
物
質
の
う
ち
に
「
ノ
エ
的
思
惟
」
を
発

　
　
写
し
、
顕
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
在
す
る
粗
野
な
認
識
と
後
か
ら
そ
れ
を
秩
序
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
精
神
と
い
う

　
　
二
元
論
は
先
ず
斥
け
ら
れ
る
。
　
「
こ
の
ノ
エ
的
な
も
の
の
う
ち
に
既
に
実
現
さ
れ
た
思
惟
、
認
識
に
適
合
し
た
対
象
が
根
差
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
認
識
が
繊
界
の
真
理
の
条
件
を
主
観
的
発
明
に
よ
っ
て
外
か
ら
課
す
る
の
で
も
、
又
愚
意
に
作
り
上
げ
る
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
に
既
に
先
在
し
て
い
る
英
知
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
働
他
方
、
多
様
化
、
個
別
化
、
内
薗
化
の
原
理
と
し
て
の
「
プ
ヌ
ー
マ
的
思
惟
」
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
化
を
の
が
れ
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
に
く
み

　
　
つ
く
し
え
ぬ
深
み
を
与
え
て
い
る
。
恰
も
呼
吸
す
る
存
在
が
還
元
し
え
ぬ
中
心
点
を
有
す
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
欄
別
的
存
在
を
内
面
化
し
、
く
み
つ

　
　
く
し
え
ぬ
深
み
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
プ
ヌ
ー
ヌ
的
な
る
も
の
は
、
個
劉
的
存
在
的
に
於
て
特
殊
化
さ
れ
、
質
的
な
仕
方
で
反
応
す
る
迂
る
一
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
慌
て
、
普
遍
的
境
域
を
吸
い
込
み
、
岡
化
し
、
吐
き
出
す
。
そ
れ
は
世
界
に
絶
え
ず
新
し
い
も
の
を
導
入
す
る
秘
密
に
満
ち
た
交
換
で
あ
る
。
偏

　
さ
て
、
思
惟
の
こ
の
二
つ
の
傾
向
は
分
離
さ
れ
て
は
単
な
る
抽
象
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
　
「
プ
ヌ
ー
マ
的
黒
蝿
」
は
生
気

を
与
え
る
べ
き
「
ノ
エ
的
」
な
る
も
の
を
予
想
し
、
ま
た
、
　
「
ノ
エ
的
思
惟
」
は
一
般
化
す
べ
き
「
プ
ヌ
ー
マ
的
」
な
る
も
の
を
予
想
す

る
。
ノ
エ
的
な
る
も
の
は
プ
ヌ
ー
マ
的
な
る
も
の
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
内
面
化
し
、
具
体
化
す
る
と
と
も
に
、
プ
ヌ
ー
マ
的

な
る
も
の
は
ノ
エ
的
な
る
も
の
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
特
殊
性
か
ら
脱
し
て
普
遍
性
へ
と
高
ま
る
。
思
惟
は
こ
の
両
者
の
完
全
な

統
一
を
爵
指
し
て
無
限
に
集
中
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
、
そ
の
背
後
に
両
老
の
部
分
的
綜
合
と
し
て
の
無
数
の
個
別
的
存
在

を
形
成
し
ゆ
く
。
と
こ
ろ
で
両
者
の
絹
互
媒
介
の
諸
過
程
に
於
て
必
然
的
に
行
動
が
介
入
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
こ

の
両
者
の
裂
緕
に
統
一
を
挿
入
す
る
も
の
は
そ
れ
自
身
不
動
な
曇
る
存
在
者
で
は
な
く
、
創
造
的
行
為
で
あ
る
。
行
動
は
両
者
の
矛
盾
す

ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
H
G
o
⑩
Q
◎
）
』
に
於
け
る
認
識
と
存
在
と
の
関
係

一一
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る
緊
張
関
係
の
中
に
あ
っ
て
、
絶
え
ず
新
た
な
独
良
な
綜
合
を
飛
躍
的
に
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
思
惟
の
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
存
在
の
様
々
な
段
階
に
於
て
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
段
階
を
上
る
に
つ
れ
て
よ
り
内
面
的
、
自

　
　
覚
的
と
な
る
。
人
問
の
認
識
に
於
て
は
そ
れ
は
次
の
逆
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
即
ち
、
ノ
エ
的
な
面
は
理
性
に
於
て
あ
ら
わ
れ
、
プ
ヌ
ー

　
　
マ
的
な
面
は
感
性
に
於
て
あ
ら
わ
れ
、
両
者
が
「
我
々
」
に
而
て
何
ら
か
の
穂
別
的
綜
合
に
達
す
る
と
こ
ろ
に
備
別
的
認
識
、
或
い
は
事

　
　
物
の
客
観
的
存
在
が
実
現
さ
れ
る
。
我
々
は
一
方
で
は
理
性
に
よ
っ
て
事
物
の
う
ち
に
入
り
こ
み
、
そ
の
諸
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
事
物
を
一
般
化
、
普
遍
化
の
方
向
に
も
た
ら
す
が
、
他
方
で
は
、
事
物
は
感
性
を
通
じ
て
我
々
の
う
ち
に
入
り
こ
み
、
感

　
　
覚
の
も
つ
個
別
化
の
性
格
に
よ
っ
て
、
多
様
化
さ
れ
、
質
化
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
理
性
的
認
識
は
そ
の
普
遍
化
の
方
向
に
よ
っ
て
、
常

　
　
に
感
性
の
個
別
化
を
越
え
て
そ
の
彼
方
を
羅
指
す
が
、
し
か
し
そ
の
背
後
に
於
て
は
常
に
感
覚
的
認
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

　
　
ひ
き
も
ど
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
我
々
の
認
識
は
感
性
を
越
え
る
と
同
時
に
た
え
ず
感
性
に
た
ち
帰
り
、
そ
れ
に
問
い
か
け
る
と
い
う
ジ
グ

　
　
ザ
グ
の
道
を
す
す
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
感
性
の
う
ち
に
入
り
こ
み
、
そ
の
深
み
を
現
わ
し
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
個
別
的
、
具
体
的
認
識
は
こ
の
両
落
が
「
我
々
」
に
於
て
何
ら
か
の
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
が
、
こ
の
統
～
の
場
と
し

　
　
て
の
「
我
々
」
は
行
動
に
外
な
ら
な
い
。
行
動
は
こ
の
二
つ
の
認
識
を
媒
介
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
両
為
は
排
除
し
あ
う
の
で
は
な
く
、

　
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
別
的
認
識
を
成
立
せ
し
め
る
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
思
惟
の
完
全
な
統
一
は
「
我
々
」
に
於
て
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
の
行
為
は
こ
の
二
つ

　
　
の
思
惟
の
間
を
た
え
ず
往
来
し
な
が
ら
次
第
に
そ
の
深
さ
と
拡
が
り
を
拡
大
し
ゆ
く
が
、
そ
の
底
に
於
て
は
常
に
不
可
知
な
領
域
に
懸
け

　
ら
れ
て
い
る
。
行
動
が
両
老
の
緊
張
の
間
に
形
成
す
る
部
分
的
統
一
は
恩
寵
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
に
於
て
そ
の
完
全
な
統
一
が
実
現
さ

　
れ
え
な
い
こ
と
は
我
々
の
有
限
性
を
示
す
。
思
惟
は
そ
こ
で
は
よ
り
完
全
な
統
一
を
求
め
て
個
溺
的
認
識
か
ら
雲
影
的
認
識
へ
と
移
り
ゆ

　
く
無
限
の
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
行
動
が
こ
の
二
つ
の
存
在
を
綜
合
媒
介
す
る
こ
と
は
、
そ
の

　
特
殊
的
綜
合
の
う
ち
に
顔
由
、
或
い
は
神
的
な
も
の
を
挿
入
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
に
於
て
無
気
に
多
様
な
個
別



的
存
在
を
形
成
し
ゆ
く
思
惟
の
無
限
の
運
動
を
そ
の
全
体
に
於
て
見
る
な
ら
ば
、
思
推
が
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
の
う
ち
に
そ
れ
迄
な
か
っ

た
新
し
さ
を
挿
入
し
、
世
界
を
人
間
化
し
、
更
に
有
限
な
も
の
の
う
ち
に
無
限
な
る
も
の
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
永
遠
に
も

た
ら
す
働
き
に
外
な
ら
な
い
。
　
「
こ
う
し
て
、
到
る
所
に
混
乱
し
た
感
性
の
反
復
と
多
様
化
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
各
々
の
細
工
的
役

翻
に
於
て
自
然
の
無
限
な
豊
か
さ
と
、
世
界
の
歴
史
の
形
成
に
於
け
る
神
的
英
知
の
肖
露
な
働
き
に
寄
与
し
、
か
く
し
て
究
極
的
集
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

向
け
て
の
必
要
な
準
備
を
な
す
。
」

　
　
　
㈲
　
最
後
に
、
思
惟
と
存
在
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
い
残
し
た
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
思
惟
の
弁
証
法
的
運
動
を
そ
の
外
へ
の
展
開
に

　
　
於
て
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
思
惟
さ
れ
た
思
惟
」
の
領
域
に
於
け
る
無
数
の
個
別
的
認
識
の
形
成
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
他
方
、
そ

　
　
の
運
動
を
中
心
に
向
っ
て
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
と
き
、
そ
こ
に
は
か
か
る
思
惟
さ
れ
た
思
惟
を
絶
え
ず
乗
越
え
ゆ
く
「
思
惟
す
る
思
推
」
、
の

　
　
秘
か
な
動
き
が
あ
る
。

　
　
　
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ノ
エ
的
思
惟
と
プ
ヌ
ー
マ
的
思
惟
と
の
完
全
な
統
一
は
「
我
々
」
に
於
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は

　
　
思
惟
の
弁
証
法
的
運
動
の
各
段
階
に
は
、
我
々
の
つ
か
む
こ
と
の
出
来
な
い
「
残
余
」
或
い
は
「
空
虚
〔
が
潜
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
思

　
　
惟
は
自
己
自
身
の
根
源
を
知
覚
し
え
ず
、
そ
の
底
に
は
常
に
暗
黒
な
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
眼
が
眼
を
見
な
い
と
い
う
こ

　
　
と
が
見
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
様
に
、
思
惟
が
こ
の
様
に
自
己
の
根
源
を
知
覚
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
か
え
っ
て
思
惟
の
働

　
　
き
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
思
惟
と
存
在
と
の
間
に
は
埋
め
難
い
悪
評
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

　
　
思
惟
は
自
ら
の
底
に
潜
む
こ
の
暗
点
に
よ
っ
て
「
存
在
の
神
秘
」
に
さ
し
か
け
ら
れ
、
そ
の
秘
密
を
恩
寵
に
あ
お
ぐ
こ
と
に
な
る
。
思
惟

　
　
の
ヶ
ち
に
掘
ら
れ
た
こ
の
空
虚
は
、
当
る
上
か
ら
の
呼
び
か
け
に
対
応
す
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
、
少
く
と
も
そ
れ
は
思
推
が
受
け
容
れ

　
　
ね
隷
嚇
な
ら
ぬ
或
る
一
つ
の
現
存
を
必
要
と
す
る
。
か
く
し
て
、
先
に
、
行
動
の
弁
証
法
が
そ
の
展
開
を
通
じ
て
霞
ら
の
う
ち
か
ら
必
然
的

　
　
に
超
越
の
問
題
を
生
じ
た
と
陶
じ
よ
う
に
、
思
惟
の
運
動
も
又
自
ら
の
う
ち
か
ら
思
憔
を
越
え
た
超
越
の
次
元
を
開
き
、
存
在
の
閥
題
を

鐙　
　
　
　
　
　
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
H
c
Q
り
ω
）
』
に
於
け
る
認
識
と
存
在
と
の
閣
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　蕊
三
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新
た
に
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
思
惟
の
底
に
潜
む
空
虚
は
「
秘
か
な
予
定
」
の
我
々
に
於
け
る
反
響
と
見
倣
さ
れ
る
。
そ
こ
で
思
推
の

　
　
固
有
な
働
き
は
こ
の
恩
寵
を
受
け
容
れ
得
る
状
態
に
自
ら
を
実
際
に
篤
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
こ
の
空
虚
は
存
在
に
触
れ
得
る
唯
一

　
　
の
通
路
と
な
り
、
空
虚
の
う
ち
に
逆
に
充
濫
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
そ
し
て
、
こ
こ
に
曾
て
行
動
の
最
高
の
意
味
が
図
復
さ
れ
て
く
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
行
動
の
問
題
は
思
惟
の
弁
証
法
の
う
ち
に
内

　
　
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
存
在
の
内
部
に
移
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
惟
の
運
動
の
結
果
が
逆
に
我
々
に
予
て
思
惟
と
存
在
と

　
　
の
分
離
を
明
ら
か
に
し
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
分
離
を
塊
め
る
も
の
と
し
て
の
行
動
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
思
惟
が
存

　
　
在
の
中
に
光
を
投
げ
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
の
中
に
思
惟
を
定
着
す
る
の
は
行
動
で
あ
る
。
思
惟
と
存
在
の
問
題
は
行
動
に
よ
っ
て
は

　
　
じ
め
て
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
行
動
は
内
在
と
超
越
と
を
繋
ぐ
、
或
い
は
諸
存
在
と
存
在
と
を
繋
ぐ
「
実
体
的
騰
馬
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
ユ
）

　
　
（
瀞
欝
。
・
¢
ぴ
ω
悪
態
芭
）
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
単
に
人
闘
の
側
か
ら
だ
け
の
行
為
に
還
元
さ
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
　
は
な
く
、
人
間
が
存
在
の
中
で
存
在
と
の
一
致
を
実
現
す
る
働
き
と
し
て
「
意
欲
的
一
受
動
」
（
℃
霧
・
。
δ
嵩
－
〈
o
ぴ
登
臨
器
）
で
あ
る
。
そ
こ
に

　
　
於
て
、
人
間
は
存
在
の
全
て
の
働
き
を
自
己
に
引
受
け
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
積
極
的
に
意
欲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
密
己
を
存
在

　
　
の
働
き
の
謂
わ
ば
通
路
と
な
し
、
自
ら
を
存
在
に
内
化
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
存
在
も
又
か
か
る
我
々
の
働
き
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
我
々
の
う
ち
に
実
現
す
る
。
　
「
実
体
的
結
合
点
」
と
し
て
の
「
意
欲
的
－
受
動
」
は
人
間
と
存
在
と
の
「
共
働
」
（
o
O
6
℃
爾
豊
○
⇒
）
に
於

　
　
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
懲
然
は
そ
の
根
源
に
於
て
受
動
的
で
あ
る
の
で
、
存
在
す
る
た
め
に
は
真
の
働
き
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
そ
し
て
、
そ
の
働
き
は
、
そ
の
認
識
に
絶
対
の
性
格
を
与
え
る
こ
と
の
出
来
る
或
る
存
在
老
の
意
欲
的
受
動
に
於
て
真
の
存
立
に
到
る
。

　
　
恐
ら
く
、
人
間
は
自
己
の
う
ち
に
こ
の
神
的
生
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
こ
の
普
遍
的
結
合
点
の
役
を
演
じ
、
こ
の
創
造
的
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
介
に
充
足
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
」
し
た
が
っ
て
、
「
実
体
的
結
合
点
扁
に
於
け
る
人
閾
と
超
越
者
と
の
真
の
関
係
は
、
人
間
の
絶
対
的
自
発

　
　
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
自
発
性
を
否
定
す
る
無
神
論
的
立
場
の
う
ち
に
も
、
又
、
神
の
絶
対
性
の
も
と
に
人
間
の
能
動
性
を

　
　
否
定
す
る
神
中
心
的
立
場
の
う
ち
に
も
、
又
、
両
者
の
直
接
約
融
合
に
於
け
る
両
者
の
同
一
性
を
考
え
る
汎
神
論
的
立
場
の
う
ち
に
も
見
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禺
さ
れ
な
い
。
諸
存
在
の
絶
対
的
自
発
性
は
、
存
在
の
絶
急
性
に
対
立
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら

が
存
在
の
絶
対
性
の
荊
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
働
き
に
参
与
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
又
、
存
在
の

絶
対
性
は
自
ら
に
対
立
す
る
諸
存
在
の
創
造
的
召
書
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
露
ら
を
否
定
し
、
諸
存
在
の
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳩
）

き
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
通
し
て
自
ら
を
実
現
す
る
、
そ
の
「
謙
護
」
（
8
民
①
ω
。
窪
価
磐
8
）
の
う
ち
に
あ
る
。
　
「
実
体
的
結
合
点
」
と

し
て
の
行
動
は
、
こ
の
よ
う
に
両
者
が
脱
自
的
に
結
び
つ
く
地
点
と
し
て
「
意
欲
的
一
受
動
」
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
は
こ
の
よ
う
に
、
存
在
と
諸
存
在
と
の
実
体
的
結
合
点
を
示
す
こ
と
に
集
中
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
そ
の
結
合
を
現
実
的
に
実
現
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
結
合
が
実
現
さ
る
べ
き
条
件
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。
ブ
イ
ヤ
…
ル
の
馬
齢

を
借
り
る
な
ら
ば
馬
　
「
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
は
神
が
啓
示
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
啓
示
の
も
つ
諸
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を
知
り
、
承
認
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
し
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
自

己
自
身
に
於
て
は
完
結
せ
ず
、
現
実
的
な
宗
教
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
完
結
す
る
。
そ
れ
故
、
ラ
ク
ロ
ワ
の
言
う
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
不
十
分
性
の
哲
学
」
が
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
下
学
を
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
の
消
極
的
意

味
を
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
積
極
的
な
意
味
を
こ
そ
見
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
不
十
分
性
こ
そ
が
存
在
を
そ
の
至
芸
性
と
超

越
性
と
に
去
て
開
示
し
、
受
け
入
れ
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
不
十
分
性
は
歴
史
的
宗
教
に
よ
っ
て
補

わ
れ
て
は
じ
め
て
十
全
性
に
い
た
る
、
が
、
歴
史
的
宗
教
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
超
越
的
真
理
の
受
け
容
れ
ら
れ
る
場
は
そ
れ
に
よ
っ

て
開
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
一
方
で
は
現
実
的
な
宗
教
へ
の
道
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
常
に
か
か
る

現
実
的
な
宗
教
の
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
然
性
の
領
域
に
転
落
す
る
こ
と
か
ら
救
い
、
そ
の
超
越
的
生
命
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
哲
学
と
宗
教
と
の
媒
介
学
位
搬
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
京
都
産
業
大
学
〔
フ
ラ
ン
ス
語
〕
講
師
）

　
（
1
）
　
ピ
．
》
o
銘
。
静
や
浴
○
0
9

　
　
　
　
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
『
行
動
（
ド
◎
o
り
ω
）
』
に
於
け
る
認
識
と
存
礁
と
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline　of　such　an　article　as　aPPears　in　7nore　than　one　number　of　this

maga£ine　is　toうθ　given　togetゐer　with　the　la5彦　instali7ten彦　（ゾ　tゐ8　al一彦ガ‘1θ。

Les　rapports　de　la　connaissance　et　de　｝’Gtre　dans

　　　　　“L’Action　7’　（1893）　de　Maurice　Blondel

Par　Sh6t6　Hase

　　9uel　rapport　y　a－t－il　entre　christianisme　et　philosophie，　tel　est　le　point

central　autour　duguel　gravite　la　pens6e　de　Maurice　Blondel：　ce　que　le

philosophie　de　“L’Action”　se　propose　avant　tout，　c’est　d’61ucider　le　point　de

rencontre　oti　christianisme　et　philosophie　se　rejoignent，　de　fagon　a　pouvoir

61abo搬ainsi“聯e　philos。ph三e　qui　soit　religieuse　non　pas　par　hasard　mals

par　essence”，　se｝on　le　mot　de　Tresmontant．

　　A　1’arribre－plan　de　cette　intention　de　Blondel，　il　y　a　tout　naturellement　la

tendance　pr6dominante　au　s6cularisme　suscit6e　par　les　positivistes　de　1’epoT

que，　puis　les　circonstances　historlques　qui　aboutirent　a　une　scission　entre　la

r6alit6　humaine　et　la　r6alit6　chr6tienne，　dbs　que　Yhumanisme　se　ren’dit

ind6pendant　d’un　christianisme　qui　n’arrivait　plus　ti　le　circonscrire，　et　qui

provoquerent　simultan6ment　1’apparition　d’une　philosophie　et　d’une　th6010gie，

qui　h’ayant　aucune　relation　mutueile　finirent・　par　se　d6velopper　independam－

ment　1’une　de　｝’autre　sur　deux　lignes　para1161es．

　　Toutefois，　ce　que　B｝ondel　se　propose　de　faire　en　cette　conjoncture，　ce

n’est　pas　｝’apologie　d’ttn　simple　chr6tien，　comme　on　a　semb16　le　croire　d’une

fagon　g6n6rale．　En　d’autres　termes，　il　ne　s’agit　pas　du　tout　pour　lui　de　se

mettre　dtt　c6t6　du　th6010gien　pour　“donner　une　interpr6tation　philosophique

de　YEvangile’1　selon　1’expression　de　Valensin，　et　encore　moins　de　faire
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valoir　vis－a－Vis　de　la’ 狽唐?ｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　des　raisons　que　le　christianlsme　presente’：

comme　des　v6rit6s’р?　foi．　Une　pareiile　tentative　n’aboutirait　a　rien　de　plus，

qu’a　un　lien　externe　entre　christianisme　et　phi｝osophie．

　　Pour　saisir　le　lien　vivant　qu’il　y　a　entre　christianisme　et　philosophie，　ce，

n’est　pas　du　point　de　vue　de　la　th60iogie　ou　du　genre　d’apologie　signa16t

ci－dessus　qu　il　faut　partir，　mais　plut6t　du　coeur　meme　de　cette　r6alit6，

humaine，　qui　a　fini　par　se　soustraire　ti　la　quintessence　du　christ1anisme，　qu’il

faut　partir；　plus　encore，　c’est　en　examinant　h　fond　cette　realite　meme，

jusqu’a　ce　que　？on　puisse　y　d6couvrir，　en　son　sein，　le　filon　qui　peut　mener’

au　christianisme　que　Yon　pourra　r6ussir　enfin　a　saisir　ce　lien　vivant　qu’il　y

a　entre　christianisme　et　philosophie．

　　En　d’autres　mots，　ce　n’est　point　en　imposant　des　limites　ti　la　philosophie：

que　Von　pourra　d6couvrir　le　point　de　liaison　qui　1’unit　a　la　th6010gie，　mais・

c’est　plut6t　en　poussant　jusqu’a　1’extreme　limite　la　recherche　philosophique・

que　ce　point　de　liaison　finira　par　se　manifester　an　sein　meme　dg，　la　philo－

soph玉e．

　　A　vrai　dlre，　’ce　qui　fait　1’originalite　de　Blondel，　e’est　qu’il　a　voulu，　d’aprbs・

Bouillard，’　“construire　une　philosophie　qui，　par　la　logique　de　son　mouve－

ment　rationnel，　se　portat　d’elle－meme　au　devant　du　christianisme　et，　sans・

imposer　la　fol，　pos飢in6vitablement　le　prob1さme　chr6tien”。

　　Toutefois，　on　ne　peut　Passer　sous　silence　le　fait　que　pendant　toute　sa　vie，

Blondel　a　et6　fortement　influence　par　les　mystiques　chr6tiens，　comme　saint

Bernard，　saint　Paul，　saint　Jean，　et　que　cette　experience　chr6tienne　a　toujours；

6t6’　le　fil　conducteur　de　ses　r6fiexions．　Mais　cette　influence　n’a　aucunement

empech6　les　recherches　de　Blondel　d’6tre　philosophiques，　car　loin　de　portey’

un　jug’ement　sur　la　v6rit6　du　christianisme　du　point　’de　Vue　du　th6010gien．

Blondel　s’efforce　toujours　de　montrer，　a　partir　d’une　mise　en　qu’estion

totale　de　｝’existence　humaine，　que　la　v6rite　mSme　de　ce　christianisme　cor－

respond　aux　plus　pro£ondes　aspirations　de　1’existence　humaine．

　　Le　caract6re　philosophique　de　son　oeuvre　consiste　precisement　’en　ce　qu’i｝

n’essaie　pas　d’elucider　de　fagon　unilat6rale　1’exp6rience　humaiAe　par　la

v6rit6　du　christianis’me，　mais　bien　plut6t　en　ce　qu’il　s’efforce　toujours　de

soumettre　cette　v6yit6　mGme　h　tlne　nouvelle　T6fiekion　’ 垂≠秩@1’interm6dlaire
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de　｝’exp6rienee　humaine　tota｝e．

　　Cela　revient　a　orienter　ia　philosophie　par　1’interm6diaire　de　la　th6010gie

et　a　universaliser　la　th6010gie　par　1’interm6diaire　de　la　philosophie，　ou　bien，

selon　les　mots　de　Blondel・　lui－meme，　a　‘’la　constitution　de　la　philosophie

int6grale　dans　le　christianisme　1nt6gra？’．　L’analyse　int6grale　de　1’action　de

？homme　se　fait　dans　une　telle　perspective．

Einige　Betrachtungen　ilber　die　Tusckemalerei．

von　Taizo　Yomaoka

（1）

　　Die　Tuschemalerei，　die　China　eigentlimliche　Kunst，　entstand　im　8．　Jahr－

huhdert　und　erreichte　im　11．　Jahrhundert　und　12．　Jabrhundert　ihre　vollkom－

mene　Ent｛a｝tung．　Diese　Malerkunst　war　darin？　ganz　neuartig，　daB　man　die

Objekte，　anders　als　bei　den　farbigen　Bildern，　nur　mit　einer　Farbe　der　Tusche

und　deren　Abschattierung　erfassen　wollte．　Die　ttberlieferte　Kunst　in　China，

die　die　Umrisse　der　Dinge　genau　nachzubilden　und　dann　die　Farben　darauf

zu　geben　suchte，　ist　dazu　geeignet，　（um）　die　Objel〈te　streng　zu　unterscheiden

und　sie　zu　arrangieren．　ln　der　Tuschemalerei　lst　aber　vielmehr　beabsichtigt，

in　der　Abschattierung　die　Dinge　in　Zusammenhang　zu　bringen　und　Atmosphtire

und　Harmonie　des　ganzen　Bildes　auszudrticken．　Das　bedeutet　zugleich，　daS

der．．Ma｝er　die　Dimension　der　Sinne，　i．　e．　d2e　der　Farben　zu　transzendieren，

die　Dinge　zu　immateria｝isieren　und　sie　sozusagen，　mit　den　Augen　des　Geistes

zu　begreifen　strebt．　Hier　wurde　eine　neue　Kunst　geboren，　in　der　groSer　Wert

auf　das　Gemtit　oder　das　Wollen．des　Ktinstlers　und　nicht．　wie　in　der　alten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Kunst，　auf　die　Gestalt　oder　das’Abbild　und　die　Farben　der　Dinge　gelegt

war．　Die　frttheren　KUnstler　glaubten　£est　an　die　Selbstversttindlichkeit　der

Gestalt　der　Dinge，　und　wir　1〈6nhen　da　eine　ikonographische　Zusammenstimmung

oder　eine　Art　von　prtistabilierter　｝｛｛atmonie　zwischen　den　Dingen　und　dem

Ausdruckswollen　finden．　ln　der　Tuschemalerei　ist　der　ProzeS　des　1　Schaffens

s．e．lbst　viel　wichtiger，　weil　die　Gestalt　det　Dinge　．　gerade　in・　diesem　Proze3
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