
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
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而
上
学
と
科
学

（
引
用
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ペ
ー
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筒
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○
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國
　
形
而
上
学
と
科
学

　
　
　
『
形
而
上
学
入
門
』
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
測
定
の
見
地
か
ら
対
象
を
扱
う
物
質
の
研
究
即
ち
科
学
的
知
識
で
あ
る
。

　
　
　
他
は
実
在
ド
括
9
ま
ぴ
と
共
感
す
る
精
神
の
研
究
で
あ
り
、
こ
れ
が
形
而
上
学
で
あ
る
。
科
学
の
常
習
機
能
は
分
析
、
つ
ま
り
記
号
へ

　
　
の
翻
訳
だ
か
ら
、
記
号
を
増
撫
さ
せ
て
際
限
が
な
い
。
形
而
上
学
は
実
在
の
翻
訳
で
な
く
て
そ
の
直
観
を
得
る
方
法
、
　
「
記
暑
な
し
で
す

　
　
ま
そ
う
と
す
る
科
学
（
や
お
㊤
①
）
」
で
あ
る
。
分
析
の
達
す
る
概
念
・
図
式
の
本
質
的
特
微
は
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
閾
は
不
動
な

　
　
る
こ
と
で
あ
る
。
直
観
は
運
動
そ
の
も
の
に
入
り
変
化
の
中
に
具
体
的
な
も
の
を
認
め
る
。
直
観
に
よ
っ
て
の
み
把
握
で
き
る
実
在
は
少

　
　
く
と
も
一
つ
あ
る
、
そ
れ
は
「
持
続
す
る
自
我
（
や
誌
霧
）
」
で
あ
る
。
直
観
は
「
本
質
的
に
能
動
的
な
特
性
（
℃
．
H
念
0
）
」
を
持
ち
、
哲

　
　
学
は
自
我
の
観
照
に
の
み
閉
じ
こ
も
る
こ
と
は
な
い
。
直
観
は
単
一
な
行
為
で
な
く
無
限
な
系
列
で
あ
り
、
そ
の
種
々
性
が
存
在
者
の
あ

　
　
ら
ゆ
る
度
合
い
に
鰐
嘉
し
、
持
続
に
身
を
概
け
ば
、
　
「
透
る
極
め
て
決
定
的
な
緊
張
感
（
ワ
魔
ミ
）
」
が
得
ら
れ
、
そ
の
決
定
性
そ
の
も

　
　
の
が
無
数
の
可
能
な
持
続
の
一
つ
の
選
択
と
し
て
現
れ
る
。
で
は
ど
う
し
て
我
々
は
自
己
の
持
続
に
閉
じ
こ
も
ら
な
い
か
。
持
続
の
具
体

　
　
的
流
れ
に
入
る
場
合
、
そ
こ
に
「
雑
多
で
様
々
な
持
続
を
措
定
す
る
論
理
的
理
由
は
少
し
も
見
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
（
や
置
お
）
」
我

714　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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我
の
持
続
の
直
観
は
、
上
下
い
ず
れ
へ
も
追
求
で
き
る
持
続
の
連
続
性
全
体
と
接
触
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仕
方
は
一
つ
の
比

　
　
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
i
厳
密
に
は
我
々
の
持
続
以
外
に
持
続
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
、
燈
色
以
外
に
色
が
世
界
に
存
在
し
な
い
か
も
知

　
　
れ
ぬ
よ
う
に
。
し
か
し
色
の
底
に
存
す
る
或
る
意
識
が
喜
色
を
外
的
に
知
覚
す
る
代
り
に
そ
れ
と
共
感
す
る
な
ら
ば
、
赤
と
黄
の
問
に
虜

　
　
分
が
入
っ
て
い
る
の
を
感
じ
、
赤
か
ら
黄
へ
移
行
す
る
連
続
性
を
感
じ
と
る
筈
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
は
か
く
て
自
己
を
超
え
る
。
下
方
に
超
え
れ
ば
分
散
す
る
持
続
が
あ
り
、
極
限
に
存
す
る
純
粋
等
質
・
純
粋
反
復
に
よ
っ
て
「
物

　
　
質
性
」
が
定
義
さ
れ
、
上
方
に
進
む
と
き
持
続
は
緊
張
し
、
極
限
に
「
生
の
永
遠
性
」
が
あ
る
。
薩
観
は
こ
の
両
極
間
を
動
き
、
　
「
そ
の

　
　
運
動
が
形
而
上
学
そ
の
も
の
で
あ
る
（
や
H
既
り
）
」

　
　
　
で
は
直
観
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
論
理
的
理
由
は
な
い
に
し
て
も
他
の
持
続
と
の
接
触
は
如
何
に
し
て
可
能
か
。
物
質
性
、
生
の
永
遠

　
　
性
は
何
を
指
す
か
。

　
　
　
　
函
　
原
理
と
方
法

　
　
　
直
観
運
動
の
諸
段
階
を
巡
歴
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
で
き
ぬ
が
、
方
法
の
概
観
を
示
し
そ
の
依
拠
す
る
原
理
を
定
式
化
す
る
と
い
う
。

　
　
　
ω
　
実
在
糾
運
動
性
　
外
的
で
而
も
精
神
に
直
接
な
る
一
つ
の
実
在
が
あ
る
、
そ
れ
は
運
動
性
ヨ
○
び
読
み
で
あ
る
。
既
成
の
物
匙
①
ω

　
　
。
ぴ
。
器
ω
臨
鉱
落
ω
は
な
く
生
成
す
る
物
鉱
①
ω
魯
○
ω
霧
ρ
a
器
｛
○
巨
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
我
々
の
意
識
は
実
在
の
連
続
的
流
動
に
於

　
　
い
て
一
つ
の
実
在
の
内
部
へ
我
々
を
導
く
。

　
　
　
㈹
　
知
的
操
作
の
逆
転
　
知
性
が
圃
形
の
知
覚
と
安
定
し
た
概
念
に
よ
っ
て
進
み
不
動
の
函
数
と
し
て
動
を
見
る
の
は
、
行
動
が
実
在

　
　
に
対
し
て
設
定
す
る
実
践
の
問
題
で
あ
り
、
実
在
を
と
り
逃
す
。
我
々
は
絶
え
ず
変
る
実
在
の
方
向
に
一
致
し
て
そ
れ
を
把
握
で
き
る
。

　
　
「
哲
学
は
思
考
作
用
の
習
慣
的
方
向
を
逆
転
す
る
こ
と
に
存
す
る
（
℃
．
に
お
）
」

　
　
　
㈹
　
科
学
と
形
而
上
学
と
の
接
点
　
一
度
得
ら
れ
た
直
観
の
表
現
及
び
応
用
の
仕
方
は
、
静
止
し
た
概
念
の
中
に
固
定
点
を
与
え
る
も

　
　
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
科
学
の
い
う
整
磁
性
が
生
ず
る
。
不
動
か
ら
動
へ
進
め
ば
相
対
的
で
あ
る
が
、
動
の
中
に
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身
を
置
く
直
観
的
知
識
は
絶
対
に
達
す
る
。
し
か
し
科
学
も
対
象
を
得
る
の
は
、
　
「
そ
の
対
象
を
与
え
る
元
に
な
る
と
こ
ろ
の
而
も
灘
然

と
し
た
直
観
（
ワ
H
葭
①
）
」
か
ら
で
あ
る
。
「
盧
観
以
外
の
す
べ
て
を
産
出
し
得
た
直
観
（
9
占
卜
。
ω
）
」
を
忘
れ
な
け
れ
ば
科
学
と
形
而
上

学
は
直
観
に
於
い
て
結
び
つ
く
。
こ
こ
で
直
観
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
　
「
主
と
し
て
精
神
を
精
神
で
知
る
内
的
認
識

の
こ
と
で
あ
り
、
醐
と
し
て
は
物
質
の
中
に
あ
る
本
質
的
な
も
の
を
精
神
で
知
る
認
識
の
こ
と
で
あ
る
（
や
に
譲
註
）
」

　
㊥
　
直
観
の
材
料
　
科
学
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
観
察
と
実
験
の
全
体
は
薩
観
の
材
料
に
な
る
と
い
う
。
実
在
の
表
面
的
な
現
れ
と
親

交
し
て
お
か
ね
ば
、
　
「
実
在
に
つ
い
て
の
直
観
、
即
ち
実
在
が
持
つ
よ
り
内
的
な
も
の
へ
の
精
神
的
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
　
（
ワ

に
G
。
b
。
）
」
の
で
あ
る
q

　
直
観
を
得
る
方
法
は
、
科
学
の
提
供
す
る
材
料
か
ら
分
析
を
許
し
た
元
の
も
の
へ
の
棚
行
と
い
う
一
面
を
持
つ
。
科
学
は
絶
対
に
連
繋

す
る
な
ら
ば
既
に
直
観
か
ら
発
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
囹
　
『
創
造
的
進
化
』
に
於
け
る
《
円
環
運
動
》

　
こ
れ
か
ら
『
創
造
的
進
化
』
に
於
い
て
直
観
・
知
性
・
物
質
等
を
考
察
す
る
。
　
《
円
環
運
動
》
と
は
、
形
而
上
学
・
認
識
論
・
進
化
の

経
験
的
研
究
三
者
の
相
互
関
係
を
指
す
。
　
「
一
方
に
於
い
て
、
も
し
も
知
性
は
物
質
に
直
観
は
生
命
に
調
子
を
合
わ
せ
て
出
来
て
い
る
な

ら
ば
、
知
性
及
び
薩
観
の
対
象
の
精
髄
を
抽
出
す
る
た
め
に
は
、
知
性
と
直
観
を
締
め
て
絞
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
形
而
上

学
は
認
識
論
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
も
し
意
識
が
こ
の
よ
う
に
直
観
と
知
性
と
に
裂
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
物

質
に
対
処
す
る
と
同
晴
に
生
命
の
流
れ
に
も
乗
る
と
い
う
必
要
か
ら
で
あ
る
。
　
か
く
て
意
識
の
二
分
δ
衆
恥
。
嬬
鋸
Φ
ヨ
Φ
簿
幽
①
『
8
類
・

も。

純
ﾂ
β
o
o
　
は
実
在
の
二
重
形
式
に
基
く
こ
と
に
な
り
、
認
識
論
は
形
而
上
学
に
依
存
す
る
。
下
穿
は
、
こ
の
二
つ
の
探
求
は
ど
ち
ら
か
ら

も
他
へ
導
か
れ
る
。
二
つ
は
円
環
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
円
の
中
心
は
進
化
の
経
験
的
研
究
の
他
に
は
あ
り
得
な
い
（
や
黛
①
）
」
こ
れ
を

見
る
と
、
認
識
論
は
意
識
（
知
性
と
薩
観
）
の
研
究
、
形
而
上
学
は
実
在
の
工
垂
形
式
（
物
質
と
生
命
）
の
研
究
で
あ
る
。
進
化
の
研
究

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
後
に
見
る
如
く
生
命
の
哲
学
蜀
勺
ぼ
ざ
。
。
o
℃
窪
①
儒
Φ
莚
鼠
Φ
で
あ
る
。
進
化
の
考
察
か
ら
知
性
と
直
観
の
成

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
葡
上
学
と
科
巌
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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立
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
、
認
識
論
は
円
の
中
心
か
ら
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
生
命
は
《
物
質
の
中
を
投
げ
ら
れ
て
進
む
意

　
　
識
》
で
あ
る
が
ら
、
進
化
を
辿
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
意
識
と
物
質
の
闘
題
を
惹
起
し
、
形
而
上
学
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

第
二
章
　
進
化
の
経
験
的
研
究

　
ω
　
進
化
論
に
於
け
る
哲
学
的
命
題
　
種
の
発
生
は
我
々
に
見
当
の
つ
か
ぬ
不
連
続
な
過
程
を
経
た
と
し
て
も
、
進
化
論
の
想
定
す
る

関
係
は
依
然
と
し
て
立
て
ら
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
観
念
的
壷
縁
¢
β
①
℃
鴛
①
纂
俸
二
進
δ
で
あ
っ
て
物
質
的
血
統
鐸
コ
④
艶
冨
－

鉱
。
⇒
ヨ
簿
吟
陣
色
気
で
な
い
。
「
そ
の
よ
う
な
観
念
的
血
縁
を
示
す
諸
形
態
の
現
れ
方
は
同
時
的
で
な
く
継
起
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

ど
う
し
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
や
α
H
㎝
）
」
哲
学
者
か
ら
見
て
重
要
な
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
二
重
の
基
本

命
題
が
成
立
す
る
。
①
観
念
的
血
縁
を
示
す
諸
形
態
は
継
起
的
で
あ
る
。
②
諸
形
態
の
間
に
い
わ
ば
論
埋
的
関
係
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の

諸
形
態
の
物
質
的
な
現
れ
と
し
て
の
様
々
な
種
の
間
に
も
継
起
の
関
係
が
あ
る
。

　
物
質
を
担
っ
た
生
命
の
全
歴
史
を
物
質
的
血
統
と
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
親
A
の
子

は
変
異
し
て
測
と
な
り
孫
は
更
に
A
に
変
っ
た
と
い
う
変
遷
の
《
図
式
》
が
観
念
的
血
縁
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
　
「
或
る
瞬
間
に
、

空
薫
の
い
く
つ
か
の
点
に
、
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
流
れ
が
生
ま
れ
出
た
（
や
餌
①
）
」
と
い
う
。
見
え
る
も
の
は
ど
こ
か
ら
来

た
か
と
問
え
ば
、
我
々
は
見
え
る
も
の
か
ら
見
え
な
い
も
の
へ
進
化
論
想
定
の
場
所
を
拡
大
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
②
　
生
命
の
哲
学
　
生
命
活
動
の
本
性
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
生
命
が
人
間
ま
で
進
化
す
る
途
上
で
捨
て
ら
れ
た
全
要
素
を
探
し
嵐

し
て
知
性
と
融
合
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
際
判
明
な
知
性
を
囲
む
混
濁
し
た
縁
が
助
け
と
な
る
。
こ
れ
は
進
化
の
本
源
の
う
ち
で
我
々

ま
で
縮
ま
ら
な
か
っ
た
部
分
が
密
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
し
て
み
れ
ば
知
性
を
超
え
て
高
ま
る
に
必
要
な
は
ず
み
を
受
け
る
原

動
力
は
そ
こ
に
あ
る
。
　
「
余
す
と
こ
ろ
な
き
知
性
は
更
に
、
進
化
の
各
終
点
に
見
つ
か
る
も
の
を
酬
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
れ
ら
様
々
な
方
伺
の
諸
要
素
を
エ
キ
ス
が
そ
れ
だ
け
幽
る
と
冤
て
、
こ
れ
ら
の
エ
キ
ス
は
湘
互
に
補
い
合
っ
て
い
る
か
、
少
く
と
も
こ
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ペ
ル
グ
ソ
ン
の
形
蒲
上
学
と
科
学

ぐ
下
等
な
形
態
で
あ
っ
た
頃
に
は
補
い
倉
っ
て
い
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
初
め
て

我
々
は
進
化
運
動
の
性
質
を
実
在
そ
の
ま
ま
に
予
感
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
も
ま
だ
予
感

す
る
に
す
ぎ
ぬ
、
何
故
な
ら
我
々
の
扱
う
の
は
進
化
を
遂
げ
た
も
の
つ
ま
り
結
果
だ
け
に
決
っ
て

お
り
、
進
化
そ
の
も
の
即
ち
そ
う
し
た
結
果
を
も
た
ら
す
行
動
は
我
々
に
は
扱
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

…
…
以
上
が
私
の
蟹
指
す
生
命
の
哲
学
で
あ
る
（
ワ
窃
ω
『
）
」

　
こ
こ
で
生
命
の
哲
学
の
方
法
論
が
与
え
ら
れ
る
。
①
先
ず
A
を
探
し
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②
次
に
B
を
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
③
A
、
B
二
者
が
同
一
実
質
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
④
B
に
於
け
る
C
の
《
濃
縮
運
動
》
が
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⑤
A
・
B
と

C
と
の
融
合
は
如
何
に
し
て
可
能
か
、
ま
た
そ
こ
に
何
が
成
立
す
る
か
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
証
明
の
原
理
及
び
手
続
き
　
機
械
論
は
未
来
及
び
過
去
を
現
在
の
函
数
と
し
て
計
算
で
き

る
と
考
え
、
実
在
の
全
体
は
永
遠
の
中
に
置
か
れ
、
見
か
け
の
持
続
は
存
し
て
も
精
神
の
弱
さ
の

故
に
一
挙
に
知
り
得
な
い
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
経
験
の
中
で
最
も
異
論
の
な
い
意
識
に

と
っ
て
は
持
続
は
鋼
も
の
で
あ
る
。
持
続
は
潮
行
不
能
の
流
れ
で
あ
り
、
我
々
の
存
在
の
根
底
を

な
し
、
交
渉
す
る
事
物
の
実
相
そ
の
も
の
で
あ
る
。
目
的
論
は
、
実
在
を
既
に
辿
っ
て
お
い
た
プ

欝
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
す
る
か
ら
、
時
間
は
無
用
と
な
り
す
べ
て
は
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
過
去
の
推
進
力
を
未
来
の
牽
引
力
で
置
き
替
え
る
「
逆
さ
に
な
っ
た
機
械

論
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
超
え
て
進
む
に
は
ど
う
す
る
か
。
こ
こ
で
本
質
的
な
聞
い
に
帰
る
と
い
う
。
　
「
機
械

論
の
不
十
分
さ
は
事
実
に
よ
っ
て
証
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
（
や
密
O
）
」
証
囲
の
た
め
に
は
進
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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折
響
軍
研
究
　
　
第
五
百
十
六
田
写

（4｝研究の結果i・・灘葦撫劉〔2｝その帰結

七
〇

異
よ
も
環
に
，
応

変
に
た
的
う
る
は

の
積
れ
外
よ
す
論

連
累
き
，
の
蛭
藻
。

｝
る
行
り
型
形
重
る

は
な
遂
あ
鋳
を
う
れ

化
単
て
で
が
宮
い
さ

進
の
つ
の
境
器
と
破

進化の異った諸線
上に同じ器官が現
れることを確立す
る。

原困は，結果が多
妓に分かれても，
共通要素を保持し
ているはずである。
源で受けた衝動が
同一ならば，末端
に於ても進化の異
った諸線上に似て
もっかぬ手段で岡
じ器官を形成する
であろう。

説（1＞ 仮

困
ず
は
且
端
。

原
は
れ
。
末
る

的
の
ぞ
る
は
す

質
つ
，
あ
因
続

本
一
り
で
原
存

の
じ
あ
的
の
で

化
岡
で
理
そ
ま

進
は
み
心
つ
に

論
の
採
用
が
条
件
と
な
る
が
、
そ
の
証
明
の
原
理
及
び
手
続
き
は
上
表
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
㈹
を

当
面
の
同
的
と
し
、
㈲
か
ら
嵐
発
し
て
②
で
い
わ
れ
る
共
通
要
素
を
取
り
出
し
、
仮
説
ω
の
確
か
ら

し
さ
を
増
大
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
で
も
な
く
進
化
の
結
果
か
ら
進
化
運
動
そ
の

も
の
へ
の
蜘
槻
行
で
あ
る
。

　
　
国
検
討
の
結
果

　
同
一
の
根
源
的
は
ず
み
を
想
定
す
れ
ば
そ
れ
は
進
化
の
諸
線
上
に
共
通
要
素
を
保
持
す
る
は
ず
で

あ
る
と
し
て
、
生
物
の
饅
の
構
造
の
相
似
に
着
目
し
て
考
察
は
進
め
ら
れ
る
。
脊
椎
動
物
の
員
と
帆

立
貝
の
よ
う
な
軟
体
動
物
の
欝
を
比
較
す
る
と
き
、
本
質
的
部
分
（
網
膜
・
角
膜
・
水
晶
体
等
）
は

同
じ
で
あ
り
、
而
も
両
者
が
共
通
の
幹
か
ら
分
裂
し
た
の
は
帆
立
貝
ほ
ど
に
複
雑
な
際
が
現
れ
る
以

前
で
あ
っ
た
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
し
て
み
る
と
異
っ
た
環
境
下
で
二
者
が
同
じ
構
造
の
目

を
具
備
す
る
に
漁
る
に
際
し
て
、
単
に
外
的
環
境
が
押
し
つ
け
る
変
異
が
同
じ
よ
う
に
累
積
さ
れ
る

た
め
に
は
、
累
積
を
方
向
づ
け
る
「
善
霊
」
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
機
械
論
の
自
滅
を
意

味
す
る
。

　
　
囹
　
生
命
の
は
ず
み
と
進
化
の
発
散

　
生
命
の
根
源
の
は
ず
み
が
胚
の
世
代
か
ら
世
代
へ
伝
わ
り
、
成
体
は
胚
の
間
の
連
結
符
で
あ
る
。

こ
の
は
ず
み
こ
そ
進
化
の
根
本
原
因
で
あ
る
。
視
覚
へ
の
歩
み
が
到
達
饅
標
を
要
求
す
る
な
ら
演
台

概
念
に
戻
る
。
　
「
し
か
し
真
相
は
、
視
覚
へ
の
歩
み
は
生
命
の
根
源
の
は
ず
み
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

根
源
の
は
ず
み
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
独
立
し
た
進
化
の
諸
線
上
に

そ
の
歩
み
を
再
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
に
ま
た
如
何
に
し
て
そ
の
歩
み
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
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る
か
。
そ
の
問
い
に
は
、
生
命
は
何
で
あ
る
よ
り
も
先
ず
な
ま
の
物
質
す
旨
匿
酵
①
ぴ
歪
8
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
と
答
え
よ
う
（
や

鵯
日
と
働
き
か
け
の
方
向
は
予
定
さ
れ
ず
偶
然
性
を
帯
び
選
択
の
き
ざ
し
を
含
む
。
選
択
に
は
行
動
に
先
立
っ
て
行
動
の
種
々
の
可
能
性

が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
見
る
知
覚
は
こ
の
可
能
性
に
他
な
ら
ぬ
。
し
て
み
れ
ば
視
覚
は
様
々
の
程
度
に
様
々
の
動
物
に
冤
出
さ
れ
、

同
程
度
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
は
同
じ
樽
造
の
複
雑
さ
で
発
見
す
る
。

　
視
覚
は
源
の
は
ず
み
に
含
ま
れ
て
い
た
、
郡
ち
行
動
に
先
行
す
る
可
能
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
重
要
な
閥
い
が
残
さ
れ
て
い
な

い
か
。
　
《
そ
の
よ
う
な
可
能
性
、
更
に
行
動
は
、
如
何
に
し
て
物
質
に
突
き
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
》

　
発
散
し
た
進
化
の
諸
傾
向
を
取
り
出
し
、
各
線
上
の
出
来
事
の
重
要
度
を
評
価
し
た
上
で
、
そ
の
諸
傾
向
を
結
合
し
て
「
不
可
分
の
起

動
原
理
（
宰
軌
。
。
H
と
の
模
造
品
を
作
成
す
る
こ
と
が
当
齎
の
仕
事
で
あ
る
。
植
物
と
動
物
を
萌
葱
に
区
流
す
る
特
微
は
　
つ
と
し
て
な
い

が
、
両
者
は
各
自
が
含
む
性
質
の
割
合
に
よ
っ
て
鷹
…
別
さ
れ
る
。
動
物
は
感
受
性
と
覚
醒
し
た
音
心
識
に
よ
っ
て
、
植
物
は
無
感
覚
と
眠
っ

た
意
識
に
よ
っ
て
、
要
る
程
度
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
命
の
本
領
は
動
き
そ
の
も
の
に
存
し
、
そ
こ
に
は
内
在
す
る
二
つ
の
能
性

℃
繊
ω
舞
o
o
の
ω
が
見
ら
れ
る
。
動
物
界
に
於
け
る
生
命
運
動
を
追
跡
す
る
と
、
節
足
動
物
と
脊
椎
動
物
に
於
い
て
頂
点
を
示
す
種
が
考
察
さ

れ
る
。
即
ち
昆
虫
特
に
膜
翅
類
と
人
間
で
あ
る
。
本
能
は
前
老
に
於
い
て
最
も
発
達
し
、
後
者
ほ
ど
知
性
的
な
動
物
は
な
い
。
か
く
て
生

命
衝
動
の
中
に
寄
り
合
っ
て
い
た
要
素
は
植
物
的
麻
痺
・
本
能
・
知
性
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。

第
三
章
　
本
能
と
知
性

　
進
化
の
経
験
的
研
究
で
得
た
も
の
は
右
の
三
者
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
問
題
と
す
る
の
は
意
識
の
二
側
面
耶
ち
本
能
と
知
性
で
あ
る
。
こ

れ
は
そ
の
ま
ま
認
識
論
へ
の
移
行
で
も
あ
る
。

　
　
魁
　
行
動
か
ら
の
解
明

　
ω
　
本
能
・
知
性
の
暫
定
的
定
義
　
本
能
と
知
性
は
互
い
に
他
の
痕
跡
を
持
ち
両
者
は
傾
向
で
あ
る
か
ら
固
定
的
定
義
は
で
き
ぬ
。
生

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
七
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折
鳳
嵩
ず
研
究
　
　
口
叩
五
百
∴
一
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

命
は
第
一
に
な
ま
の
物
質
か
ら
懸
る
種
の
も
の
を
獲
得
す
る
努
力
を
示
す
か
ら
、
二
つ
の
心
的
活
動
形
態
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
無
生
の
物

質
に
対
す
る
二
通
り
の
働
き
か
け
（
ワ
①
に
）
」
で
あ
る
。
推
理
の
あ
る
と
こ
ろ
に
知
性
は
あ
る
。
推
理
は
過
去
の
経
験
を
現
在
に
曲
げ
る

こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
は
既
に
発
鴎
の
始
ま
り
で
あ
る
。
発
明
は
物
質
化
し
て
道
具
に
製
作
さ
れ
る
と
き
完
成
す
る
。
　
「
…
…
結
局
知
性
と

は
そ
の
本
来
の
歩
み
ぶ
り
ら
し
い
も
の
か
ら
見
る
な
ら
ば
（
ワ
①
ド
ω
）
」
無
機
の
道
具
を
製
作
し
使
用
す
る
能
力
で
あ
る
。
非
知
性
的
動
物

の
所
有
す
る
道
具
は
使
用
者
の
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
本
能
は
こ
の
持
っ
て
生
ま
れ
た
道
具
を
利
用
す
る
自
然
的
能
力
で
あ
る
。
本
能
は

有
機
化
の
仕
事
の
延
長
・
完
成
で
あ
り
、
こ
の
仕
事
と
本
能
と
の
閾
に
閉
確
な
線
は
引
け
ぬ
。
　
「
…
…
本
能
と
は
有
機
的
道
具
を
利
用
し

組
み
立
て
さ
え
す
る
能
力
（
や
①
に
）
」
で
あ
る
。

　
②
　
意
識
と
無
音
心
識
　
「
意
識
が
な
い
」
と
い
う
無
意
識
と
、
な
く
さ
れ
た
意
識
か
ら
来
る
無
意
識
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
℃
．
①
箋
）
、

と
い
う
。
行
為
が
完
全
に
表
象
に
は
ま
り
込
む
と
意
識
は
こ
ぼ
れ
出
な
い
が
確
か
に
存
在
し
中
和
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
。
意
識
と
は
行

為
の
表
象
に
対
す
る
不
十
分
さ
を
意
味
し
、
か
く
て
知
性
は
意
識
へ
本
能
は
無
意
識
へ
向
う
と
想
定
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
認
識
は
本

能
に
あ
っ
て
は
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
無
意
識
で
あ
り
、
後
者
に
於
て
は
考
え
ら
れ
る
も
の
で
意
識
的
で
あ
る
。
両
老
の
間
に
は
「
本
性
よ

り
は
む
し
ろ
程
度
の
差
（
や
霞
。
。
）
」
が
あ
る
。

　
㈲
　
対
象
の
相
違
　
二
者
の
本
質
的
差
異
は
活
動
の
作
用
点
と
な
る
根
本
的
に
異
っ
た
対
象
に
あ
る
と
い
う
。
昆
虫
の
塞
能
は
内
面
化

し
て
意
識
と
な
る
代
り
に
的
確
な
歩
み
と
し
て
外
化
さ
れ
る
が
、
昆
虫
は
特
定
の
事
物
が
存
在
す
る
時
と
所
を
「
学
ば
ず
に
知
っ
て
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
ワ
＄
り
）
」
、
そ
れ
の
表
象
を
行
動
と
し
て
描
く
。
他
方
知
性
は
関
係
の
枠
を
生
得
し
て
い
る
。
本
能
は
事
物
を
知
性
は
関
係
を
対
象
と
す

る
。
そ
れ
で
は
知
性
に
於
て
行
動
の
不
足
分
と
し
て
の
意
識
と
、
関
係
の
認
識
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
。

　
　
囹
　
認
識
か
ら
の
考
察

　
ω
　
形
式
と
素
材
　
こ
れ
ら
を
区
溺
す
る
場
合
、
素
材
と
は
「
な
ま
の
状
態
の
知
覚
能
力
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、
形

式
と
は
「
体
系
的
認
識
の
講
成
に
向
っ
て
こ
れ
ら
の
素
材
間
に
立
て
ら
れ
た
関
係
の
総
体
」
で
あ
る
（
ワ
①
b
。
H
）
。
形
式
は
素
材
な
く
し
て
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INSTINCT
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
術
上
学
と
科
学 INTELIilGENCE

［ZZZ％　actioR　r6ele

ilili｛liEE｛｛lil　coRscience　annu16e　（par　actlon

　　　　reele）

ua　connaissance．v．irpaelle　（emplie
　　　　　par　action　r6ele）

uamz誰輪講e…science

　　　　　conscienee　6veil16e
　　　　　（一一action　virtuelle）

e　connalssance

の
認
識

第
一
種

巨懸樋瓶（縮樋の晩とる）
12．　充実した認識であり，取り出して見せるこ

　　となく実際の行動の中にこもらせる。

　3．特定の対象に素材そのものの面で直接に達

　　　する。限られた部分にのみ適用される。

の
認
識

第
二
種

1．知性的形式（仮嘗命題の形をとる）

2．外的巴つ無内容な認識で，一つの枠に無数

　の事物が入り込む。

3．　特殊な対象には達しない。

七
一

と
方
向
を
鋼
に
す
る

二
種
の
認
識
（
上
図

表
）
が
共
存
し
て
網

互
透
碧
し
て
い
る
。

二
傾
向
は
「
大
き
く

伸
び
る
た
め
に
分
か

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
（
ワ
O
卜
。
卜
。
）
」
の
で

あ
り
、
本
能
と
知
性

に
達
し
た
と
い
う
。

　
本
能
の
認
識
と
知

性
の
認
識
と
の
問
に

は
、
意
識
の
明
か
る

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
か
ら
み
れ
ば
程
度

㈲
　
二
種
の
認
識
　
生
命
に
は
様
式
と
方
向
を
鋼
に
す
る

認
識
の
対
象
と
な
り
得
る
。
た
だ
し
そ
の
認
識
は
所
有
さ
れ

た
物
で
は
な
く
傾
向
、
注
意
の
方
訂
を
意
味
す
る
。
　
「
知
性

は
、
そ
の
生
得
的
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
形
式
の
認

識
で
あ
り
、
本
能
は
或
る
種
の
素
材
の
認
識
を
含
む
（
℃
．

①
b
。
ド
）
」
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哲
学
研
究
　
第
五
百
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

へ
　
　
へ

の
差
が
あ
っ
た
。
今
や
根
本
的
な
《
対
象
の
差
》
が
示
さ
れ
た
。
か
く
し
て
二
様
式
の
認
識
に
よ
っ
て
本
能
と
知
性
は
定
義
さ
れ
る
が
、

「
認
識
と
行
動
と
は
同
じ
一
つ
の
能
力
の
二
相
面
に
す
ぎ
な
い
（
唱
◆
①
b
。
込
。
）
」
も
の
で
、
認
識
に
よ
る
定
義
は
行
動
か
ら
の
定
義
を
見
な
お

し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
同
じ
一
つ
の
能
力
」
と
は
、
根
本
的
仮
説
と
も
い
う
べ
き
《
無
生
の
物
質
へ
の
生
命
の
働
き
か
け
》
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
が
本
能
に

於
て
は
行
動
・
意
識
・
認
識
の
一
つ
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
働
く
。
知
性
の
場
合
に
は
、
可
能
的
行
動
が
意
識
で
あ
り
、
認
識
の
基
本
様

式
は
現
実
的
行
動
か
ら
可
能
的
行
動
へ
の
注
意
の
方
向
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
解
る
推
察
が
成
り
立
た
ぬ
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

《
行
動
の
不
足
分
》
と
《
関
係
の
認
識
》
が
知
性
に
嘗
て
原
初
的
に
結
び
つ
く
と
す
れ
ば
、
関
係
は
先
ず
現
実
的
行
動
と
可
能
的
行
動
と

の
間
に
た
て
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
囹
　
知
性
の
世
界

　
知
性
を
純
粋
思
弁
の
能
力
と
み
る
限
り
そ
の
一
般
的
枠
は
還
元
不
能
の
絶
対
と
な
り
他
方
知
性
の
認
識
は
相
対
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、

「
私
は
人
間
の
知
性
は
行
動
の
必
要
に
依
存
す
る
も
の
と
考
え
る
。
行
動
を
措
定
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
知
性
の
形
式
そ
の
も
の
が
導
出
さ
れ

る
。
…
…
知
性
の
形
式
が
独
立
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
こ
そ
認
識
も
そ
れ
に
依
存
す
る
も
の
と
は
最
早
言
え
な
い
。
認
識
は
知
性
の
産
物

で
な
く
或
る
意
味
で
実
在
の
構
成
部
分
と
な
る
（
℃
．
①
卜
。
膳
）
」

　
で
は
、
知
性
の
み
に
は
依
存
し
な
い
認
識
が
ど
ん
な
四
恩
味
で
実
在
の
部
分
と
い
え
る
か
。
こ
こ
で
も
認
識
論
と
形
而
上
学
の
相
互
連
関

が
問
題
と
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
行
動
の
措
定
か
ら
の
知
性
形
式
の
導
出
を
見
よ
う
。
①
生
命
は
先
ず
物
質
へ
の
働
き
か
け
で
あ
る
（
行
動

の
根
本
的
措
定
）
。
②
こ
の
能
力
の
一
面
は
無
機
の
道
具
の
製
作
に
向
う
。
③
無
数
の
事
物
上
に
拡
が
る
有
限
な
言
語
の
可
能
性
に
よ
っ

て
観
念
へ
移
る
道
が
内
に
開
か
れ
た
。
③
そ
こ
に
成
立
す
る
の
は
固
体
の
考
察
か
ら
生
じ
た
記
号
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
物
の
圃
体
性
を

扱
う
幾
何
学
に
於
い
て
知
性
は
勝
ち
誇
る
。
④
外
の
物
質
を
自
由
な
裁
断
縫
合
を
許
す
素
材
と
す
る
能
力
は
空
閥
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

⑤
知
性
の
内
的
世
界
は
記
号
の
世
界
、
外
的
世
界
は
空
閾
の
世
界
で
あ
る
。
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LE　MONDE　INTELLIGIBLE

　　’　　　　噂
?ｘｔｅｎｅ魏r intるrie賎r

1
． 1’espace

1
． 1es c・ncep£s（ext6rleur至es

2
． 96・m6trle（la 　　，rCIence uns aux　autres）……symb・les

qui　prend　la SOlidi艶
2
． 10gique……1’e斑semble　des　r6gles

des　corps　pour objet） des sy膿boles

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
諸
概
念
は
一
つ
に
な
っ
て
『
知
性
の
世
界
』
を
構
成
す
る
（
マ
①
。
。
ド
）
」
が
、
外
に
も
そ
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
界
を
考
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。
空
間
は
外
に
踏
み
嵐
す
知
性
の
原
動
力
と
し
て
「
精
神
の
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
行
為
（
弓
．
爵
①
）
」
一
知
性
的
積
極
的
で
あ
ろ
う
一
の
底
に
常
に
潜
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塑
　
本
能
の
本
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
初
の
本
能
は
あ
り
の
ま
ま
に
は
生
命
過
程
で
あ
り
、
本
能
は
「
自
分
慮
身
と
共
感
す
る
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
全
体
（
℃
■
の
。
。
刈
）
」
で
あ
る
か
ら
、
生
命
の
真
相
を
藷
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
　
本
能
・
知
性
閥
の
根
本
的
不
調
和
　
本
能
と
知
性
は
同
一
原
理
が
二
方
向
に
分
化
発
展
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も
の
で
、
前
老
は
自
己
に
閉
じ
こ
も
り
後
者
は
無
生
の
物
質
の
操
作
に
没
頭
す
る
。
か
か
る
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絶
は
「
根
本
的
不
調
和
を
証
拠
だ
て
、
知
性
が
本
能
を
吸
収
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
示
す
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
（
や
①
も
。
刈
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
直
観
の
定
義
　
知
性
は
対
象
を
外
か
ら
無
数
の
眺
め
に
写
し
取
っ
て
自
己
の
う
ち
へ
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
れ
る
が
、
直
観
は
我
々
を
生
命
の
内
部
へ
直
接
連
れ
て
行
く
。
　
「
倶
し
直
観
と
い
う
の
は
、
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
害
か
ら
自
由
に
な
り
、
自
己
を
意
識
し
、
対
象
を
反
省
し
て
そ
れ
の
範
囲
を
と
め
ど
な
く
拡
大
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
る
よ
う
に
な
っ
た
本
能
で
あ
る
（
唱
．
⑦
臨
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
が
本
能
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
①
元
来
利
害
の
あ
る
も
の
に
し
か
働
か
な
い
、
②
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
無
く
さ
れ
て
い
る
、
③
対
象
か
ら
帰
還
し
な
い
、
④
働
く
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
直
観
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沖
す
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
知
性
の
領
分
で
は
な
い
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
本
能
・
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
の
根
本
的
不
調
和
を
如
何
に
し
て
超
え
直
観
を
成
り
た
た
せ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衙
　
直
観
の
可
能
性
　
直
観
の
努
力
が
不
可
能
で
な
い
こ
と
は
人
間
に
美
的
能
力
の
あ
る
こ
と

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
｝
珈
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
　
折
口
尚
ず
柑
耕
究
　
　
第
が
五
百
十
↓
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

82　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
か
ら
既
に
示
さ
れ
る
と
い
う
。
と
は
言
え
＋
忍
術
家
の
美
的
直
観
は
個
物
に
行
き
つ
く
の
み
で
あ
る
。
　
「
生
命
二
般
を
対
象
に
選
ぶ
（
℃
冒

　
　
①
禽
）
」
と
き
は
ど
う
な
る
か
。

　
　
　
ω
　
先
ず
《
直
観
の
位
置
》
が
み
ら
れ
る
。
　
「
知
性
は
栢
変
ら
ず
明
か
る
い
核
を
な
し
、
本
能
は
広
く
な
り
純
化
さ
れ
て
直
観
に
な
つ

　
　
た
と
は
い
え
、
そ
の
周
囲
に
お
ぼ
ろ
な
曇
り
を
作
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
（
サ
O
翫
）
」

　
　
　
㈹
　
本
能
は
知
性
を
補
い
知
性
の
み
に
よ
る
認
識
の
不
十
分
さ
を
我
々
に
気
づ
か
せ
、
そ
れ
を
補
う
手
段
を
垣
問
見
さ
せ
る
。

　
　
　
鱒
　
感
情
の
現
象
や
反
省
を
伴
わ
ぬ
共
感
反
感
に
於
て
、
昆
虫
が
本
能
的
行
動
を
す
る
際
に
そ
の
意
識
内
に
起
っ
て
い
る
に
違
い
な
い

　
　
も
の
を
、
我
々
は
幾
ら
か
体
験
す
る
。

　
　
　
勧
　
知
性
を
超
え
る
直
観
の
衝
力
は
知
性
か
ら
来
る
。
　
「
知
性
な
く
し
て
は
い
つ
ま
で
も
本
能
の
形
で
い
て
、
自
分
に
実
用
上
か
か
わ

　
　
り
の
あ
る
特
殊
な
事
物
に
釘
づ
け
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
事
物
に
よ
っ
て
外
化
さ
れ
た
ま
ま
場
所
運
動
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
（
ワ
①
ま
）
」

　
　
　
本
能
と
知
性
と
の
間
の
根
本
的
不
調
和
と
は
、
充
実
と
空
虚
、
糧
野
壷
入
と
栢
互
疎
外
、
動
と
不
動
、
持
続
と
空
間
の
間
の
不
調
和
な

　
　
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
知
性
か
ら
向
う
限
り
超
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
第
一
の
も
の
は
超
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
本
能
は
《
意

　
　
識
の
覚
醒
》
を
知
性
に
見
習
う
の
で
あ
る
。
動
き
な
が
ら
の
覚
醒
は
、
生
命
性
の
延
長
を
歩
む
こ
と
で
あ
り
異
物
の
投
入
に
は
な
る
ま
い
。

　
　
直
観
の
可
能
性
は
そ
こ
に
開
か
れ
る
。
　
「
本
能
は
知
性
の
領
域
に
入
ら
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
精
神
の
領
域
に
位
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
㌻

　
　
①
幽
ら
。
）
」
生
命
は
自
己
の
本
道
た
る
ω
覧
は
貯
簿
節
価
を
離
れ
て
ぎ
8
環
①
o
讐
巴
蹄
価
に
向
う
と
き
洌
の
世
界
を
形
成
す
る
。
し
か
し
そ
の
世
界

　
　
は
精
神
性
か
ら
完
全
に
隔
絶
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
。
現
に
直
観
は
そ
の
衝
力
を
知
性
か
ら
得
る
の
で
は
な
い
か
。
而
も
本
能
の
覚
醒
と

　
　
い
う
と
き
、
本
能
に
知
性
の
覚
醒
を
並
べ
て
お
く
よ
う
な
安
易
な
手
順
で
直
観
は
成
立
す
る
か
。
直
観
の
成
立
過
程
は
未
だ
十
分
に
解
明

　
　
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
認
識
の
素
材
は
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
知
覚
の
鴨
宮
は
生
命
過
程
の
産
物
で
あ
り
、
器
官
形
成
の
延

　
　
長
が
本
能
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
認
識
は
本
能
を
欠
い
て
は
成
り
立
つ
ま
い
。

　
　
　
　
圖
　
意
識
の
自
己
限
定
と
解
放
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Ie　cours
la　vie

de

organisateur

ペ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
挙
と
科
学

　
「
様
々
の
行
動
が
も
つ
れ
合
う
こ
と
こ
そ
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
意
識
が

自
己
を
解
放
す
る
唯
一
の
道
で
あ
る
（
や
①
ミ
）
」
か
ら
、
意
識
は
行
動

の
道
呉
で
な
く
て
原
因
で
あ
る
。
生
命
即
ち
物
質
の
中
を
投
げ
ら
れ
て

通
る
意
識
は
、
虜
分
の
運
動
か
さ
も
な
く
ば
自
分
の
通
過
す
る
物
質
に

注
意
を
國
定
し
、
意
識
は
直
観
と
知
性
の
こ
方
向
を
と
っ
た
。
直
観
は

外
皮
に
締
め
つ
け
ら
れ
て
本
能
に
縮
小
し
、
　
「
自
己
を
限
定
し
て
知
性

と
な
る
場
合
（
ワ
鐙
り
）
」
は
対
象
の
領
域
を
拡
大
し
た
。
　
「
意
識
は
一

度
解
放
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
の
中
に
折
り
返
し
て
自
分
の
中
に
眠

っ
て
い
る
様
々
な
直
観
の
潜
在
力
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
（
℃
・
①
㎝
O
）
」

　
《
限
定
》
は
本
能
に
も
知
性
に
も
施
さ
れ
た
。
解
放
は
直
観
に
於
て

の
み
言
い
得
る
。
縮
小
し
た
本
能
か
ら
直
観
へ
復
帰
す
る
に
は
、
単
に

対
象
の
範
囲
を
拡
大
す
る
だ
け
で
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
　
知
性
と
物
質

　
　
国
　
研
究
の
矯
標
と
方
法

　
本
能
と
知
性
は
共
に
唯
一
の
下
地
か
ら
浮
き
娼
た
も
の
で
、
こ
れ
を

意
識
一
般
賦
8
⇒
ω
o
δ
p
o
①
①
障
σ
q
曾
酔
巴
（
℃
■
①
㎝
G
。
）
と
呼
ん
で
よ
い
。

と
こ
ろ
で
知
性
の
大
筋
は
す
べ
て
物
質
に
対
す
る
我
々
の
働
き
か
け
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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学
研
究
　
第
五
百
十
穴
畳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
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4
　
一
般
形
式
を
描
い
て
い
る
の
で
、
知
性
・
物
質
両
者
の
発
生
を
追
跡
す
る
こ
と
は
相
関
的
で
あ
る
と
い
う
。
　
「
知
性
ら
し
さ
と
物
質
ら
し

　
　
さ
は
相
互
に
適
応
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
細
部
ま
で
作
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
。
両
者
は
一
層
広
く
て
高
い
存
在
形
式
か
ら
出
た
の
で
あ

　
　
ろ
う
（
宰
O
O
ω
）
」
か
く
て
こ
れ
か
ら
の
研
究
冒
標
は
《
知
性
・
物
質
の
、
よ
り
高
い
存
在
形
式
か
ら
の
発
生
と
、
両
者
の
相
互
適
応
に
よ

　
　
る
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
》
で
あ
る
。
他
方
、
知
性
が
知
性
を
超
え
た
意
識
に
入
っ
て
い
く
際
、
先
ず
知
性
的
な
も
の
を
頼
り
と
せ

　
　
ぬ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
し
か
し
固
体
的
知
性
が
そ
れ
よ
り
広
い
流
体
か
ら
凝
縮
し
た
核
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
再
び
流
体
に
溶
け
込
め

　
　
ぬ
は
ず
は
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
「
我
々
の
思
考
が
飛
躍
を
決
定
し
た
場
合
（
や
①
α
り
）
」
に
方
法
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
團
科
学
と
哲
学

　
　
　
ω
　
科
学
的
認
識
と
哲
学
的
認
識
　
事
実
の
考
察
を
実
証
科
学
に
任
せ
れ
ば
、
哲
学
者
は
科
学
者
か
ら
事
実
と
法
劉
を
受
け
取
り
、
そ

　
　
れ
ら
の
奥
に
あ
る
原
因
に
達
し
よ
う
と
す
る
か
、
科
学
的
認
識
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
超
え
得
ぬ
こ
と
を
証
明
す
る
か
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
こ
の
分
業
は
一
切
を
混
乱
さ
せ
る
、
と
い
う
。
形
而
上
学
な
い
し
認
識
批
判
は
科
学
の
記
述
や
分
析
の
中
に
含
ま
れ
、
そ
れ
を
哲

　
　
学
者
は
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
に
な
る
、
つ
ま
り
科
学
が
実
在
に
対
し
て
と
る
態
度
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
不
整
合
な
形

　
　
而
上
学
・
認
識
批
判
を
定
式
化
す
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
の
狙
い
は
働
く
こ
と
に
し
か
な
く
、
働
く
に
は
無
生
の
物
質
を
介
す
る

　
　
以
外
に
方
法
は
な
い
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
を
そ
の
梱
面
か
ら
見
る
。
生
命
や
心
理
の
現
象
ま
で
も
科
学
に
委
ね
る
な
ら
、
哲
学
は
自
然

　
　
全
体
の
機
械
論
的
把
握
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
容
認
し
、
そ
の
こ
と
が
物
質
的
必
要
か
ら
出
た
こ
と
を
問
わ
な
く
な
る
。
哲
学
は
認
識
及
び

　
　
自
然
の
抽
象
的
一
元
性
を
受
け
い
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
知
性
は
生
物
も
無
生
の
物
質
も
共
に
知
性
の
カ
テ
．
コ
リ
ー
を
用
い
て
捉

　
　
え
、
そ
の
と
き
に
得
ら
れ
る
成
果
に
三
豊
は
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
独
断
が
成
立
す
る
。
他
方
、
無
生
の
物
質
は
知
性
の
枠
に
合
う
が
生

　
　
命
は
そ
の
本
性
を
分
離
し
な
い
と
枠
に
入
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
ら
、
枠
に
入
っ
て
い
る
も
の
ま
で
も
疑
う
懐
疑
が
芽
生
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
真
の
一
元
性
へ
の
道
　
独
断
論
の
偏
見
を
正
す
に
は
生
命
の
領
域
に
向
う
態
度
及
び
手
勢
を
明
ら
か
に
し
、
懐
疑
論
の
誤
解
を
解

　
　
く
に
は
生
の
本
質
を
回
復
さ
せ
る
と
共
に
知
性
と
物
質
の
結
合
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
知
性
の
作
り
も
の
の
一
元



485

性
を
捨
て
て
、
内
的
で
生
き
た
真
の
一
元
性
（
ワ
①
鍵
）
」
へ
向
う
途
上
に
、
い
わ
ば
《
暫
定
的
二
元
性
》
が
採
用
さ
れ
る
。
　
「
物
質
は
知

性
に
調
子
を
合
わ
せ
て
い
て
両
者
の
間
に
は
明
ら
か
な
一
致
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
　
一
方
の
発
生
を
見
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
他
方
の
生

成
を
辿
ら
ぬ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
地
者
を
共
に
含
ん
だ
素
材
か
ら
、
同
じ
一
つ
の
過
程
が
尊
者
を
い
ち
ど
き
に
裁
断
し
た
に
違
い
な
い

（
勺
・
①
罐
）
」
こ
の
よ
う
な
素
材
と
過
程
の
解
明
に
よ
っ
て
暫
定
的
二
元
性
の
一
半
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
挙
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
た
直

観
と
生
命
の
問
題
が
他
の
一
半
を
担
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
知
性
は
そ
れ
よ
り
広
い
意
識
か
ら
濃
縮
し
た
核
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
知
性
・
物
質
共
に
そ
こ
か
ら
裁
断
さ
れ
た
素
材
は
、
そ
の
よ

う
な
意
識
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
露
わ
に
さ
れ
た
と
き
我
々
は
初
め
て
真
の
一
元
性
に
触
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
囹
持
続
の
立
場
か
ら
の
考
察

　
物
質
は
無
持
続
で
は
な
い
が
、
物
理
的
存
在
は
弛
緩
の
方
向
へ
、
心
的
存
在
は
緊
張
の
方
向
へ
傾
く
と
想
定
し
て
よ
く
、
こ
の
仮
定
の

正
し
さ
は
物
を
持
続
の
立
場
か
ら
だ
け
で
な
く
拡
が
り
の
見
地
か
ら
見
る
と
き
も
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
。

　
ω
　
物
質
・
知
性
に
関
す
る
仮
説
及
び
帰
結
　
我
々
は
弛
緩
の
極
限
に
調
て
絶
え
ず
新
た
に
始
ま
る
現
在
で
出
来
た
存
在
を
壇
間
見
る

が
、
懸
り
の
方
向
へ
は
数
歩
を
踏
み
出
す
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
し
ば
ら
く
の
間
、
　
「
物
質
は
更
に
先
へ
進
め
ら
れ
た
そ
の
同
じ
運
動

に
存
し
、
物
理
的
な
も
の
は
心
的
な
も
の
の
単
に
逆
転
し
た
も
の
で
あ
る
（
や
①
①
①
）
」
と
仮
定
す
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。

　
ω
　
精
神
は
物
暫
ハ
に
暗
示
さ
れ
て
「
層
判
明
に
空
間
を
表
象
す
る
や
否
や
、
空
間
内
で
自
然
…
に
ふ
る
ま
う
。
精
神
は
こ
の
よ
う
な
空
閥

を
暗
々
裏
の
表
象
鼠
話
℃
鵠
ω
Φ
簿
簿
同
。
路
樋
ヨ
℃
腎
冨
と
し
て
、
起
る
か
も
知
れ
ぬ
弛
緩
即
ち
可
能
的
拡
が
り
か
ら
受
け
る
感
じ
そ
の
も
の

の
中
に
、
孕
ん
で
い
た
。

　
㈹
　
物
質
は
精
神
の
眼
で
眺
め
ら
れ
る
と
き
、
い
よ
い
よ
物
質
性
を
強
め
る
。

　
鋤
　
物
質
は
精
神
に
衝
動
を
与
え
て
物
質
ま
で
下
降
さ
せ
た
。
精
神
は
更
に
進
ん
で
空
間
の
國
式
に
ま
で
劉
達
し
た
。
精
神
の
作
る
純

　
粋
空
間
の
表
象
は
、
そ
う
し
た
運
動
が
行
き
つ
く
は
ず
の
終
端
を
図
式
に
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
薦
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
九
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哲
学
研
究

1．　精神が物を見習う。

2．　物が精神を見習う。

3．精神と物との間に神秘的照合を想定する◎

4．　知性は精神の特殊な一機能で本質上無生の物

質に向けられる。知性と物質は一方が他方に自

分の型を押しつけるのでもなく，両者間に予定

調霜があるのでもなく，両者は互いに漸進的に

適合して一つの共通形武1こ落ちついたものであ

る，とする。

筑
伊
五
百
十
六
弩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
○

　
　
　
　
　
　
切
　
空
間
の
図
式
が
一
度
獲
得
さ
れ
る
と
、
精
神
は
こ
れ
を
網
の
鷺
と
し
て
物
質
を
把
握
す
る
。

　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
認
識
論
に
は
第
四
の
場
合
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
（
上
表
）
。
こ
の
相
互
適
応

　
　
　
　
　
は
「
ご
く
回
心
に
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
同
じ
運
動
の
同
じ
反
転
か
ら
、
精
神
の
知

　
　
　
　
　
性
面
と
物
の
物
質
面
が
　
度
に
翻
り
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
や
①
ぎ
）
」
こ
の
見
地
か
ら
は
知
覚
と

　
　
　
　
　
科
学
が
物
質
に
つ
い
て
も
つ
知
識
は
近
似
的
で
あ
る
が
索
餅
的
で
は
な
い
。
但
し
知
覚
は
実
際
的
要

　
　
　
　
　
求
に
左
右
さ
れ
す
ぎ
る
の
で
、
ま
た
科
学
は
数
学
的
形
式
に
よ
っ
て
物
質
の
空
蝉
性
を
強
め
す
ぎ
る

　
　
　
　
　
の
で
、
共
に
改
作
を
要
す
る
。
科
学
は
原
理
と
し
て
は
無
生
の
物
質
を
領
域
と
す
る
限
り
「
実
在
そ

　
　
　
　
　
の
も
の
に
手
が
届
く
（
や
①
刈
O
）
」
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

認
　
　
　
識

蕎∠L
講1田

島
上
学
の
場
と
も
い
う
べ
き
こ
の
共
通
形
式
を
探
し
出
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

（
や
①
①
O
）
」
を
区
別
す
る
こ
と
に
か
か
わ
り
、
物
質
の
空
間
性
を
強
め
す
ぎ
る
科
学
が
収
敏
す
る
べ
き
場
所
を
示
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

科
学
の
物
質
認
識
を
桐
対
的
で
な
く
近
似
的
と
い
う
の
は
、
こ
の
《
共
通
形
式
》
と
《
純
粋
空
間
》
の
問
で
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

「
慎
重
に
分
析
を
進
め
て
思
考
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
決
め
る
だ
け
で
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
産
み
出
す
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
（
ワ
①
謡
）
」

と
い
う
と
き
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
決
め
ら
れ
る
の
は
既
に
純
粋
空
關
に
ま
で
下
降
し
た
知
性
の
膚
己
展
開
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

ろ
う
。
ま
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
産
出
の
問
題
と
は
、
純
粋
空
間
に
ま
で
下
降
す
る
精
神
の
運
動
を
追
跡
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
後
に
見
る

侶
　
問
題
点
　
以
上
の
考
察
か
ら
生
じ
た
幾
つ
か
の
間
題
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

ω
　
　
「
同
一
運
動
の
同
　
反
転
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

㈹
　
知
性
・
物
質
閥
の
慮
然
な
網
互
適
応
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

㈹
　
露
呈
適
応
の
末
に
落
ち
着
く
共
通
形
式
と
は
何
か
。
空
間
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
物
質
は

「
空
間
の
中
に
拡
が
り
き
っ
て
は
い
な
い
（
や
①
雪
）
扁
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
言
わ
ば
科
学
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
反
し
て
「
空
間
性
の
度
合
い
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ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
と
科
学

Ie　mame　mouvement

よ
う
に
、
精
神
は
純
粋
空
間
へ
の
途
上
で
は
何
も
し
な
い
で
終
点
で
一
挙
に
知

性
と
な
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
展
開
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
萌
芽
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
國
　
拡
が
り
の
見
地
か
ら
の
考
察

　
ω
　
意
識
・
物
質
・
空
間
　
意
識
の
弛
緩
運
動
を
辿
れ
ば
自
我
は
疎
外
し
合

う
思
い
出
に
拡
散
し
、
意
識
は
こ
の
運
動
が
極
限
ま
で
続
く
可
能
性
を
我
々
に

垣
間
見
さ
せ
る
が
意
識
は
実
際
そ
こ
ま
で
は
行
か
ぬ
。
逆
に
物
質
を
熟
視
す
れ

ば
、
空
間
に
会
致
し
て
見
え
た
物
質
は
注
意
の
集
中
に
よ
り
絹
互
透
入
す
る
。

か
く
し
て
物
質
は
空
問
の
方
向
に
展
開
は
し
て
も
完
全
に
そ
こ
に
至
り
は
し
な

い
。
　
「
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
で
き
る
。
意
識
は
我
々
の
中
で
そ
の
運
動

が
生
ま
れ
か
か
る
状
態
を
素
描
で
き
た
が
、
物
質
は
そ
の
運
動
を
は
る
か
遠
く

ま
で
続
け
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
て
み
る
と
我
々
は
鎖
の
申
闇
の
環
は
把
握

し
て
い
な
い
が
、
鎖
の
両
端
は
押
さ
え
て
い
る
（
遣
．
霜
H
）
」

　
意
識
の
弛
緩
の
醐
始
点
と
空
間
に
合
致
し
て
見
え
る
物
質
と
を
鎖
の
両
端
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
爾
者
が
一
つ
の
鎖
の
両
端
で
あ
る
た
め
に
は
、
意
識
の

弛
緩
運
動
と
物
質
の
い
わ
ば
浮
上
運
動
と
が
同
　
線
上
に
行
わ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。
そ
の
保
証
は
ど
こ
か
ら
く
る
か
。
而
も
こ
の
よ
う
な
考
察
は
我
々
が
欲
す

る
と
き
に
為
し
得
る
、
い
わ
ば
《
意
識
と
物
質
の
個
体
発
生
》
で
あ
る
。
他
方

知
性
と
物
質
は
相
互
適
応
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
す
る
と
き
、
　
《
系
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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八
二

88
4
　
発
生
》
を
語
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
意
識
は
自
己
が
限
定
さ
れ
て
知
性
と
な
っ
た
歴
史
を
、
そ
の
た
び
ご
と
の
弛
緩
運
動
に
於
て
再
演
す

　
　
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
㈲
　
意
識
の
拡
が
り
と
物
質
　
一
つ
の
詩
を
緊
張
し
て
把
握
す
れ
ば
詩
人
の
単
～
な
気
分
を
体
験
で
き
る
が
、
注
意
が
ゆ
る
め
ば
意
味

　
　
の
中
の
音
が
「
物
質
ら
し
く
な
っ
て
」
現
れ
る
。
旬
は
語
に
、
語
は
シ
ラ
ブ
ル
に
割
れ
、
更
に
各
文
字
が
想
像
の
紙
の
上
を
練
り
歩
く
。

　
　
こ
の
拡
が
り
は
意
欲
の
欠
如
を
表
現
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
　
「
こ
の
よ
う
な
比
較
か
ら
、
或
る
程
度
次
の
よ
う
に
書
え
る
。
積
極
的
実
在
の
同

　
　
じ
抑
圧
、
つ
ま
り
早
る
根
元
的
運
動
の
同
じ
反
転
が
、
鼻
髭
に
於
け
る
拡
が
り
と
、
数
学
が
そ
こ
に
見
幽
す
見
事
な
秩
序
と
を
一
ど
き
に

　
　
作
り
出
す
有
様
が
わ
か
る
（
や
①
刈
G
。
）
」

　
　
　
意
識
の
拡
散
は
、
詩
が
文
宇
に
割
れ
た
よ
う
に
物
質
の
拡
が
り
と
な
る
の
か
。

　
　
　
　
固
　
知
性
の
生
成
と
操
作

　
　
　
知
性
の
全
操
作
は
幾
何
を
完
成
目
標
と
し
て
進
む
。
け
れ
ど
も
「
そ
れ
ら
の
操
作
は
空
間
を
再
構
成
す
る
ま
で
に
は
決
し
て
至
ら
ず
空

　
　
間
を
所
与
と
す
る
他
な
い
か
ら
、
幾
何
は
必
然
的
に
前
提
さ
れ
る
。
従
っ
て
我
々
の
知
性
の
原
動
力
と
な
り
知
性
を
前
進
さ
せ
る
の
は
、

　
　
空
間
表
象
に
内
在
す
る
密
か
な
幾
何
で
あ
る
（
℃
．
①
ぱ
）
」
右
の
こ
と
は
知
性
の
本
質
的
二
機
能
た
る
演
繹
と
帰
納
と
を
考
察
す
れ
ば
納
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
さ
れ
る
と
い
う
。
知
性
が
作
動
す
る
と
き
空
間
は
常
に
所
与
で
あ
り
、
操
作
は
密
か
な
幾
何
か
ら
幾
何
へ
の
運
動
と
い
え
よ
う
。
他
方
知

　
　
性
の
生
成
過
程
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
知
性
の
生
成
と
既
得
の
知
性
の
行
う
操
作
と
を
区
別
し
て
眺
め
る
態
度
が
許
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
ω
　
演
繹
と
帰
納
　
二
角
の
等
し
い
三
角
形
は
二
等
辺
三
角
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
幾
何
学
を
学
ぶ
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
そ

　
　
の
明
晰
さ
と
自
明
さ
が
他
の
演
縄
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
自
然
幾
何
§
㊦
σ
Q
傷
。
臼
σ
葺
①
轟
ε
器
臨
①
が
幾
何
学
冨
σ
q
σ
。
露
蜂
層
泉
。
・
零
き
8

　
　
に
先
行
す
る
（
や
①
置
）
。
更
に
①
位
置
及
び
大
き
さ
の
問
題
は
、
外
化
さ
れ
て
行
動
と
な
っ
た
知
性
一
、
一
艮
①
謀
σ
q
露
8
0
器
σ
鳳
。
構
一
ω
曾
窪

　
　
餌
。
骨
δ
口
が
反
省
的
知
性
｝
．
汐
け
Φ
浸
⑳
魯
8
審
隷
。
ぼ
①
の
嵐
現
以
蔚
に
既
に
解
決
す
る
。
②
未
開
人
は
文
明
人
よ
り
も
距
離
を
見
積
り
方
向

　
　
を
定
め
る
業
に
た
け
て
い
る
。
③
動
物
が
あ
ら
わ
に
演
繹
せ
ず
概
念
を
作
ら
な
い
な
ら
ば
等
質
細
動
も
持
た
ぬ
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
等
質



　
　
空
間
を
断
与
と
す
る
な
ら
同
時
に
必
ず
潜
在
幾
何
戸
5
①
σ
肴
伽
。
ヨ
驚
臥
①
＜
騨
ε
飢
一
Φ
（
や
㊤
誤
）
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
α

　
　
　
本
来
の
帰
納
は
、
実
在
は
系
に
分
割
さ
れ
系
は
弧
立
し
た
も
の
と
す
る
考
え
を
含
む
と
こ
ろ
の
、
因
果
法
則
の
信
仰
の
上
に
成
立
す
る
。

　
　
コ
ン
ロ
に
か
か
っ
た
鍋
の
水
が
今
日
も
沸
騰
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
島
辺
爽
角
の
決
っ
た
鼠
角
形
の
第
憲
辺
が
定
ま
る
の
と
同

　
　
じ
理
由
で
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
帰
納
に
撃
て
は
時
間
は
無
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
幾
何
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
　
幾
何
は
帰
納
に
於
て
も
ま
た
理
想
的
極
限
で
あ
る
。

　
　
　
鋤
　
知
性
の
生
成
と
操
作
　
自
然
幾
何
は
潜
在
幾
何
で
は
な
い
、
何
故
な
ら
前
者
は
知
性
の
生
成
途
上
に
あ
り
後
者
は
空
間
を
所
与
と

　
　
す
る
既
得
の
知
性
が
密
か
に
帯
び
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。
演
繹
に
於
て
考
察
し
た
諸
点
は
、
反
省
的
知
性
成
立
以
前
の
行
動
の
知
性
が

　
　
自
然
幾
何
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
知
性
の
見
地
か
ら
は
、
空
間
か
ら
幾
何
を
、
幾
何
そ
の
も
の
か
ら
論
理
を
、
自
動
的

　
　
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
前
件
先
取
の
誤
り
が
あ
る
と
し
て
も
、
反
対
に
若
し
空
士
が
精
神
の
弛
緩
運
動
の
終
端
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
ど

　
　
う
な
る
か
。
空
間
を
沃
与
と
で
き
る
た
め
に
は
、
純
粋
な
空
間
直
観
が
そ
の
終
端
と
な
る
と
こ
ろ
の
軌
道
上
に
存
す
る
論
理
及
び
幾
何
が
、

　
　
ど
う
し
て
も
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
や
霧
①
）
」

　
　
　
こ
の
よ
う
な
弛
緩
運
動
を
知
性
の
生
成
過
程
と
解
す
れ
ば
、
所
与
と
し
て
の
空
間
は
終
点
に
あ
る
空
聾
で
あ
る
。
空
間
が
幾
何
を
生
み

　
　
幾
何
か
ら
論
理
が
出
て
そ
の
開
渠
空
間
が
翫
与
と
な
る
、
と
す
る
の
は
知
性
的
に
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
幾
何
と
論
理
を
産

　
　
超
し
た
初
め
の
空
間
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
　
「
精
神
は
物
質
に
暗
示
さ
れ
て
一
層
判
明
に
空
間
を
表
象
す
る
や
否
や
、
空
間
内
で

　
　
い
か
に
も
心
安
ら
か
に
感
じ
い
と
も
霞
然
に
動
き
ま
わ
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
を
精
神
は
暗
々
裡
の
表
象
と
し
て
、
自
分
の
身
に
起
る
か

　
　
も
知
れ
ぬ
ゆ
る
み
即
ち
可
能
的
拡
が
り
か
ら
受
け
る
感
じ
そ
の
も
の
の
中
に
孕
ん
で
い
た
。
精
神
は
物
の
中
に
空
間
を
再
発
見
す
る
が
、

　
　
若
し
精
神
に
ナ
分
な
想
像
力
が
あ
っ
て
自
分
の
自
然
な
運
動
の
逆
転
を
終
端
ま
で
推
進
で
き
た
な
ら
、
物
は
な
く
て
も
精
神
は
空
間
を
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
手
で
き
た
で
あ
ろ
う
（
ワ
①
ま
）
」
精
神
は
、
自
分
磨
身
だ
け
が
弛
緩
さ
え
す
れ
ば
持
ち
得
る
よ
う
な
、
品
々
裡
の
表
象
と
し
て
の
空
間
を

　
　
君
為
し
て
い
た
。
知
性
の
生
成
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
自
然
幾
何
・
轟
然
論
理
を
形
成
し
、
　
「
純
粋
な
空
間
直
観
」
へ
到
達
す
る
過
程
で
あ

894　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
諭
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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哲
爵
ナ
研
究
　
　
牌
弟
五
百
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
運
動
を
開
発
す
る
一
つ
の
触
媒
と
し
て
物
質
が
存
し
た
。
だ
が
純
粋
空
間
を
手
に
し
た
知
性
の

源
泉
は
、
物
は
な
く
て
も
宮
力
で
空
間
ま
で
達
し
た
か
も
知
れ
ぬ
精
神
に
存
し
た
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
た
び
得
ら
れ
た
知
性
は
ど
ん
な
操
作
を
す
る
の
か
。
空
間
表
象
に
内
在
す
る
密
か
な
幾
何
を
携
え
て
こ
れ
を
物
質
に
押
し
当
て
、

幾
何
の
秩
序
通
り
に
物
質
を
分
割
す
る
。
つ
ま
り
知
性
は
「
物
」
を
得
る
。
萌
芽
期
の
知
性
は
暗
々
裡
の
表
象
と
し
て
の
空
間
を
携
え
て

行
動
の
必
要
か
ら
位
置
・
大
き
さ
を
問
題
と
し
て
物
質
を
処
理
し
た
。
け
れ
ど
も
如
何
に
し
て
知
性
は
と
も
か
く
も
そ
こ
ま
で
到
達
し
得

た
の
か
。
こ
の
問
い
は
《
知
性
・
物
質
問
の
相
互
適
応
》
の
何
た
る
か
を
尋
ね
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
囹
　
数
学
的
秩
序
と
物
質

　
ω
　
実
在
の
中
断
・
反
転
　
空
關
へ
の
運
動
は
精
神
の
中
に
知
性
を
、
物
の
中
に
秩
序
を
作
り
出
す
が
、
実
在
全
体
は
不
可
分
で
あ
り

創
造
へ
の
歩
み
で
あ
る
と
見
る
と
き
は
物
の
姿
は
一
変
す
る
。
　
「
物
質
的
要
素
の
複
雑
化
と
そ
れ
を
結
合
す
る
数
学
的
秩
序
は
、
実
在
全

体
の
懐
に
部
分
的
中
断
乃
至
反
転
が
起
こ
る
や
否
や
、
自
動
的
に
現
れ
る
に
違
い
な
い
（
ワ
。
謬
と
知
性
は
そ
の
同
じ
過
程
で
精
神
内
に

切
り
取
ら
れ
た
か
ら
、
物
質
の
複
雑
さ
と
秩
序
に
一
致
し
書
分
を
再
発
見
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
中
断
・

反
転
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
㈲
　
物
質
及
び
数
学
的
秩
序
に
関
す
る
仮
説
　
科
学
者
は
繁
る
変
数
を
独
立
さ
せ
灘
定
単
位
を
適
用
し
て
物
理
法
則
を
作
る
か
ら
客
観

的
実
在
性
を
具
備
し
な
い
。
と
は
言
え
物
質
に
も
客
観
的
近
似
的
な
数
学
的
秩
序
は
内
在
す
る
、
何
故
な
ら
「
物
質
と
は
無
延
長
か
ら
延

長
へ
の
、
従
っ
て
自
由
か
ら
必
然
へ
の
弛
緩
だ
と
す
る
な
ら
、
純
粋
な
等
質
空
間
に
全
く
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
導

く
運
動
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
は
違
い
な
い
。
し
て
み
る
と
物
質
は
幾
何
へ
向
う
途
上
に
あ
る
（
℃
・
①
G
。
O
）
」

　
こ
こ
に
も
ま
た
既
に
見
た
仮
説
と
帰
結
が
語
ら
れ
て
い
る
。
仮
説
一
精
神
は
弛
緩
運
動
の
末
に
純
粋
空
間
に
達
し
、
物
質
も
ま
た
岡

一
の
運
動
を
行
っ
て
い
る
。
帰
結
一
叢
っ
て
同
一
の
道
筋
に
於
て
、
途
上
に
あ
る
物
質
の
秩
序
と
終
端
に
あ
る
幾
何
の
秩
序
と
は
近
似

酌
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
物
質
と
数
学
約
秩
序
に
闘
す
る
仮
説
で
、
真
ら
し
い
も
の
は
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
。
①
物
質
が
独
立
に
数
学
釣
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秩
序
を
持
つ
な
ら
、
我
々
が
偶
然
そ
れ
に
興
趣
す
る
と
い
う
の
は
何
と
も
考
え
難
い
。
②
物
質
が
知
性
の
枠
を
全
然
受
け
つ
け
な
い
な
ら
、

科
学
の
成
功
と
い
う
事
実
の
説
明
が
つ
か
ぬ
。
③
そ
れ
故
我
々
の
枠
で
あ
っ
て
物
質
に
も
適
算
す
る
も
の
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
射

る
流
れ
の
中
断
か
ら
霞
動
的
に
知
性
物
質
両
者
の
枠
が
産
出
さ
れ
る
な
ら
原
因
の
同
一
（
枠
の
成
立
）
か
ら
結
果
の
同
一
（
両
者
の
近
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

性
）
が
説
明
さ
れ
る
。
何
よ
り
も
中
断
の
解
明
が
待
た
れ
る
。

　
㈲
　
秩
序
と
無
秩
序
　
数
学
的
秩
序
は
秩
序
た
る
限
り
何
か
積
極
的
な
も
の
を
含
む
筈
で
あ
り
、
秩
序
は
全
く
存
在
し
な
い
か
も
知
れ

ぬ
し
、
物
の
数
学
的
秩
序
は
無
秩
序
の
征
服
だ
か
ら
積
極
的
実
在
性
を
持
つ
…
…
こ
の
よ
う
な
考
え
は
依
然
と
し
て
根
強
い
と
い
う
。

「
一
般
に
、
実
在
は
そ
れ
が
我
々
の
思
考
を
満
足
さ
せ
る
度
合
い
に
正
確
に
比
例
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
秩
序
と
は
主
体
客
体

間
の
或
る
和
合
で
あ
る
、
そ
れ
は
物
の
中
に
自
己
を
再
発
見
し
て
い
る
精
神
で
あ
る
（
唱
．
①
c
。
腿
）
」
精
神
は
梢
反
す
る
二
方
向
へ
進
む
。
第

一
の
方
向
は
緊
張
の
形
を
と
っ
た
不
断
の
創
造
・
慮
由
な
活
動
で
あ
る
。
第
二
は
幾
何
仕
掛
け
に
向
う
。
い
ず
れ
に
於
て
も
精
神
は
自
己

を
再
発
見
す
る
か
ら
そ
こ
に
は
秩
序
が
あ
る
。
第
一
の
も
の
は
「
生
き
も
の
乃
至
意
志
さ
れ
た
も
の
の
秩
序
」
で
あ
り
、
第
二
の
「
無
生

と
宙
動
の
秩
序
」
に
対
立
す
る
（
ワ
①
G
。
O
）
。
無
秩
序
を
口
に
す
る
と
き
精
神
は
期
待
し
た
秩
序
と
は
溺
の
秩
序
に
薩
面
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
物
理
世
界
が
最
早
法
則
に
従
わ
ぬ
カ
オ
ス
の
表
象
を
我
々
が
持
つ
と
言
う
と
き
、
真
根
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
我
々
の
音
心
志
は
自

己
を
客
体
化
し
て
一
々
の
意
志
と
な
り
、
同
を
同
に
結
果
を
原
因
に
結
び
つ
け
ぬ
よ
う
に
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
意
欲
の
上
に
一
つ
の
単
一

な
志
向
を
概
く
。
カ
オ
ス
と
は
意
志
さ
れ
た
秩
序
が
現
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
不
統
一
な
も
の
が
あ
り
、
次
に
幾
何
的
な
も
の
が
あ

り
、
更
に
生
命
的
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
幾
何
の
秩
序
と
生
命
の
秩
序
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
両
者
間
を
精
神
が
動
揺
し
て
無

秩
序
の
観
念
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
囮
　
「
反
転
そ
の
も
の
」
物
質
の
生
成

　
己
れ
ま
で
の
分
析
は
「
実
在
が
如
何
に
し
て
反
転
と
い
う
仕
方
で
緊
張
か
ら
弛
緩
へ
、
三
曲
か
ら
必
然
へ
と
移
る
か
を
示
す
た
め
に
必

要
で
あ
っ
た
（
℃
．
①
⑩
①
）
」
と
い
う
。
分
析
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
瀟
土
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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折
曙
学
研
凹
究
　
　
第
五
百
十
六
昇
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
ω
　
緊
張
・
弛
緩
二
項
の
問
の
関
係
は
音
心
急
と
感
覚
経
験
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
る
。

　
㈹
　
幾
何
の
秩
序
は
反
対
の
秩
序
の
純
粋
単
純
な
抑
圧
で
あ
っ
て
説
明
を
要
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
更
に
抑
圧
と
は
置
換
で

　
　
あ
り
置
換
と
解
す
る
他
な
い
こ
と
を
示
す
。

　
ω
は
持
続
及
び
拡
が
り
の
晃
地
か
ら
の
考
察
と
し
て
見
た
が
、
意
識
の
拡
が
り
と
物
質
の
拡
が
り
と
の
問
に
問
題
を
残
す
。
㈹
は
説
明

を
要
し
な
い
か
。
意
識
は
自
己
を
抑
圧
し
て
弛
緩
さ
え
す
れ
ば
空
聞
に
達
す
る
と
し
て
も
、
幾
何
の
秩
序
を
受
容
す
る
物
質
の
出
断
が
不

明
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
反
転
か
ら
の
帰
結
が
示
さ
れ
た
が
、
　
「
今
や
そ
の
反
転
を
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
や
①
り
①
）
」
と
こ
ろ
へ
来
た
。

「
弛
緩
す
る
だ
け
で
拡
が
る
原
理
と
は
何
か
。
そ
こ
で
は
原
因
の
陽
止
が
結
果
の
逆
転
と
等
価
に
な
っ
て
い
る
か
（
ワ
＄
①
）
」
原
因
の
阻

止
を
究
明
す
る
こ
と
に
於
て
知
性
物
質
が
共
に
産
出
さ
れ
る
有
様
が
あ
ら
わ
に
な
ろ
う
。
結
果
の
逆
転
と
は
、
空
間
に
達
し
た
知
性
と
物

質
そ
の
も
の
と
の
反
省
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
原
理
」
は
意
識
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
個
々
の
滅
澄
し
た
意
識
で
は
な
い
。
我
々
の
意
識
が
い
く
ら
か
で
も
霞
分
の
原
理
に

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

合
致
す
る
に
は
、
出
来
上
っ
た
も
の
を
離
れ
出
来
つ
つ
あ
る
も
の
に
駕
る
必
要
が
あ
る
、
見
る
能
力
が
自
分
砲
身
に
向
き
直
り
意
志
す
る

ヘ
　
　
へ

行
為
と
一
つ
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
（
℃
．
＄
①
）
。

　
ω
　
形
態
の
創
造
と
物
質
の
創
造
　
我
々
が
自
己
の
存
在
を
意
欲
に
置
き
も
ど
し
、
意
欲
を
衝
動
の
中
に
置
く
と
き
、
実
在
は
不
断
の

増
大
で
あ
り
果
し
な
く
続
く
創
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
　
「
…
…
尤
も
そ
れ
ら
は
形
態
の
創
造
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

以
外
の
も
の
で
あ
る
わ
け
が
な
い
（
ワ
①
ゆ
。
。
）
」
我
々
は
生
き
た
流
れ
そ
の
も
の
で
な
く
既
に
物
質
を
担
っ
て
凝
縮
し
た
そ
の
部
分
で
あ
る
。

我
々
は
素
材
の
単
純
な
寄
せ
集
め
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
も
の
を
翻
温
し
よ
う
と
す
る
が
や
は
り
そ
こ
に
は
諸
要
素
が
先
在
し
後
ま
で
生
き

残
る
。
　
「
し
か
し
形
態
を
生
む
活
動
の
単
な
る
停
止
が
形
態
の
素
材
を
構
成
し
得
る
も
の
と
す
れ
ば
、
素
材
の
創
造
は
理
解
も
容
認
も
で

き
ぬ
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
芸
術
家
の
描
く
独
創
的
な
線
は
そ
れ
自
身
既
に
運
動
の
固
定
で
あ
り
言
わ
ば
凝
結
で
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
）
。
何
故
な
ら
我
々
は
形
態
濫
造
を
内
側
か
ら
把
握
し
不
断
に
そ
れ
を
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
他
で
も
な
い
、
形
態
が
純
粋
で
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BA

物質的宇憲を或る与えらた瞬間に構成
しているアトムの数が増すということ
は我々の精神の翌償に合わぬし，経験
にも矛盾する。

今日までに審かれたアルファベットの
全文宇を考えてみよう。凝しい詩を作
るために別の文宇が現れて今までのも
のに加わるだろうとは思われない。

1

けれども秩序のまるで別な実在があり
これが詩人の思想がアルファベットの
文字を取捨するようにアトムを取捨し
て，唐突な附加によって増大する，と
いうことは容認されなくはない。

しかし詩人がその詩を製作し，人間の
思想がそれだけ冨んだ，ということは
実によくわかる。2

こうした創造は精神の単一な行為であ
り，行動が続いて新しい創造に入る代
りに休比すると，それだけでその行動
は散らばって語になり，語は文字に分
かれ，文宇はこれまで世界にあった一
切の文字に加わる。

その際この附加物は裏を返せばいずれ
も一つの世界であってよいはずで，こ
の雛界を我々はア1・ムの並置として記
号的｝こ表象するのである。

3

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
と
科
学

創
造
の
流
れ
が
一
瞬
阻
止
さ
れ
る
場
合
に
、
形
態
の
創
造
は
物
質
の
創
造
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
（
や
①
り
G
。
）
」

　
画
家
の
一
筆
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
世
界
に
存
在
し
な
か
っ
た
一
線
が
描
か
れ
た
と

す
る
と
き
、
形
態
は
創
造
さ
れ
た
。
ク
レ
ヨ
ン
、
画
布
等
の
先
在
す
る
諸
要
素
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

素
材
は
確
か
に
構
成
さ
れ
た
。
し
か
し
何
故
そ
の
こ
と
が
素
材
の
創
造
に
な
る
の
か
。

こ
こ
で
或
る
比
喩
と
そ
れ
の
意
味
す
る
創
造
が
語
ら
れ
る
（
サ
①
Φ
o
。
～
9
①
り
り
）
。
こ

れ
を
左
の
表
に
対
比
し
て
考
察
し
よ
う
。

　
先
ず
A
の
吟
味
か
ら
始
め
る
。
①
ピ
エ
…
ル
の
書
い
た
詩
に
用
い
ら
れ
た
a
と
ジ

／新し．い詩
　（単一な行為

行為の休止

による分散

入間の全思想

新しい文字1全文字集団
747／／／／／／／／／／a

ヤ
ン
の
使
っ
た
a
と
は
、
二
人
が
別
人
で
あ
る
ほ
ど
に
異
な

る
も
の
と
す
る
の
か
。
②
そ
れ
と
も
二
人
は
全
く
同
一
の
文

字
a
を
使
っ
た
と
い
う
の
か
。
図
表
の
一
と
考
え
る
な
ら
②

と
見
倣
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
新
し
い
詩
は
単
一
で

あ
り
そ
の
行
為
の
停
止
に
よ
っ
て
自
分
が
分
解
し
て
文
字
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
が
過
去
の
全
文
字
に
附

加
さ
れ
る
と
い
う
と
き
、
前
老
は
後
者
と
…
別
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
す
る
と
①
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
て
み
る
と
新
し

い
詩
は
文
字
集
団
か
ら
要
素
を
取
り
寄
せ
た
の
で
は
な
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
同
じ
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
過
去
の
全
文

字
集
団
に
於
け
る
各
文
宇
も
ま
た
こ
れ
ま
で
の
人
間
の
全
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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折
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研
究
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五
百
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六
畳

区　　　男｛1 秩　　　序 飼　　　　　　　造

runlveτS
高≠狽Uriel

幾侮に逓似す
髓￥

生命の創造活動から独立した

ｨ質の創造は如構？

；　　　　　　　　　　鵬　　　　　　　　；

P　　　　　　　塵　　　　　　：詩が分散して文
r醤鱒1　　　　　　　　　　・　　　　　　　　1

無生の物質は、

ﾁに芸術家の仕
魔ﾌ如き場合、

謐ﾝするのでは
ﾈいか？

「
…
；
3
…
…

une　r6a翫6
пfun£out

≠浮狽窒?　ordre

�O）
生命の秩序

蕪｛鶏叢

1：白白。。，。。／　　（芸衛家の仕事など）　｝

REALITE

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

想
の
影
に
過
ぎ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
幾

つ
か
の
a
は
皆
個
性
的
で
互
い
に
鋼
で
あ
る
。
共

有
さ
れ
る
イ
デ
ア
の
よ
う
な
文
字
を
考
え
て
は
な

る
ま
い
。
か
く
す
れ
ば
文
字
は
創
造
さ
れ
た
の
で

あ
る
、
更
に
適
当
な
表
現
を
す
れ
ば
創
造
活
動
の

或
る
固
定
的
眺
め
で
あ
る
。

　
次
に
B
を
見
る
。
い
ま
世
界
は
牛
・
馬
。
羊
か
ら

成
る
と
考
え
、
そ
こ
に
新
し
く
犬
が
生
ま
れ
出
た

と
し
よ
う
。
新
た
な
詩
の
創
作
に
よ
っ
て
思
想
が

富
ん
だ
よ
う
に
形
態
が
創
造
さ
れ
、
世
界
は
そ
れ

だ
け
豊
か
に
な
っ
た
。
犬
を
形
成
す
る
物
質
が
全

ア
ト
ム
の
集
団
か
ら
採
用
さ
れ
た
の
な
ら
、
質
料

は
創
造
さ
れ
ず
ア
ト
ム
が
転
位
し
た
だ
け
で
あ
る
。

質
料
の
創
造
を
語
る
た
め
に
は
、
文
字
が
詩
か
ら

の
分
散
で
あ
る
よ
う
に
、
質
料
が
形
態
と
一
つ
で

あ
っ
て
創
造
活
動
の
停
癒
に
よ
っ
て
両
者
共
に
出

現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
独
立
し
た
質
料
を
考
え
る

こ
と
は
後
で
行
う
単
な
る
眺
め
と
い
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。
全
ア
ト
ム
の
不
変
的
成
員
か
ら
成
る
物
質
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と
い
う
宇
宙
観
も
そ
の
と
き
自
ず
と
破
壊
さ
れ
よ
う
。

　
物
質
及
び
知
性
に
幾
何
の
秩
序
を
語
る
と
き
、
そ
れ
は
生
命
の
秩
序
の
単
な
る
抑
圧
か
ら
生
じ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
た
だ
の
眺
め
」

な
の
か
。
若
し
そ
う
な
ら
ば
幾
何
の
秩
序
は
知
性
の
迷
妄
乃
至
恣
意
か
ら
生
ず
る
も
の
と
な
る
。
抑
圧
す
る
の
は
哲
学
者
に
と
っ
て
悪
し

き
業
と
な
り
、
二
つ
の
秩
序
は
同
格
に
並
ぶ
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
い
わ
ば
生
命
的
一
元
論
で
あ
る
。
知
性
の
認
識
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず

物
質
の
秩
序
は
生
命
の
秩
序
と
は
鋼
の
同
鐙
郎
伽
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
、
丙
者
の
益
存
に
不
都
合
は
な
い
。
凝
る
二
元
論
が
姿
を
現
す
。

こ
こ
で
先
に
見
た
《
暫
定
的
二
元
性
》
を
見
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唯
一
の
実
在
が
あ
っ
て
こ
れ
を
真
の
眼
で
見
る
と
き
は
一
元
性
と
な
る

な
ら
、
そ
の
二
元
性
は
文
字
ど
お
り
暫
定
的
で
し
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
生
命
の
領
域
と
無
生
の
物
質
の
領
域
が
共
に
よ
り

高
い
存
在
形
式
か
ら
出
た
こ
と
が
確
立
さ
れ
、
而
も
両
領
域
が
後
ま
で
存
続
す
る
な
ら
、
最
早
そ
れ
は
暫
定
的
で
は
な
く
な
り
、
霞
己
の

基
底
を
与
え
ら
れ
た
上
で
、
実
在
の
二
分
肢
の
一
つ
と
し
て
生
き
残
る
。
科
学
は
お
そ
ら
く
こ
の
場
合
に
の
み
拠
点
を
確
保
す
る
で
あ
ろ

》
つ
。

　
勧
　
抽
象
的
延
長
と
物
質
　
先
ず
抽
象
的
に
拡
が
り
一
般
を
考
察
す
る
と
、
拡
が
り
は
専
ら
中
断
し
た
緊
張
二
⇒
Φ
8
霧
凶
○
昌
ρ
翫
ω
、
鉱
－

8
隣
。
崖
冨
と
し
て
現
れ
る
。
次
に
こ
の
拡
が
り
を
満
た
す
具
体
的
実
在
町
は
鑑
＄
8
葬
歌
お
に
身
を
寄
せ
て
み
る
。
そ
こ
を
支
配
し

自
然
法
劉
と
な
っ
て
姿
を
現
す
秩
序
は
、
反
対
の
秩
序
が
抑
圧
さ
れ
る
と
き
に
自
ず
と
生
ま
れ
た
筈
の
秩
序
で
あ
る
。
意
欲
の
弛
緩
が
ま

さ
に
そ
の
秩
序
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
そ
の
実
在
が
進
む
方
向
は
、
今
や
我
々
に
解
体
す
る
物
の
観
念
囲
、
箆
俸
①
島
．
に
器

。
ゲ
○
ω
①
ρ
缶
。
。
①
匙
無
⇔
詳
を
傷
心
す
る
。
そ
こ
に
物
質
性
の
本
質
的
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
結
論
さ
れ
る
。
そ

う
し
た
物
が
出
来
上
る
過
程
δ
鷲
○
。
霧
ω
に
ω
℃
霞
冨
ρ
¢
巴
。
Φ
窪
①
。
｝
さ
。
。
Φ
も
。
⑦
｛
p
凸
需
は
物
質
と
は
反
対
向
き
に
進
み
、
そ
の
過
程
は
定
義

そ
の
も
の
か
ら
非
物
質
的
で
あ
る
。

　
抽
象
的
延
長
が
そ
こ
か
ら
出
る
と
こ
ろ
の
「
中
断
し
た
緊
張
」
と
は
、
何
が
中
断
す
る
こ
と
を
指
す
の
か
。
我
々
の
意
識
の
中
断
か
。

そ
の
延
長
を
満
た
す
「
具
体
的
実
在
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
　
「
秩
序
と
は
主
体
客
体
問
の
或
る
和
合
で
あ
る
。
秩
序
と
は
具
体
的
実

　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
甲
湘
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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〇

在
の
中
に
自
分
を
再
発
見
し
て
い
る
精
神
で
あ
る
」
こ
れ
に
な
ら
っ
て
言
え
ね
ば
な
る
ま
い
i
《
延
長
と
は
主
体
客
体
間
の
屠
る
和
合

で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
実
在
の
中
に
膚
分
を
再
発
見
し
て
い
る
精
神
で
あ
る
》
何
故
な
ら
、
　
（
具
体
的
実
在
を
物
質
と
解
し
て
よ
い
な

ら
ば
）
物
質
と
知
性
は
一
ど
き
に
何
か
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
は
弛
緩
に
よ
っ
て
は
物
質
を
産
出
し
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
く
て
そ
れ
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。

　
㈲
　
生
物
体
の
考
察
　
右
で
見
た
結
論
は
、
物
質
の
内
部
に
入
り
込
め
ば
、
即
ち
生
物
体
を
考
察
す
れ
ば
、
更
に
強
く
承
認
を
迫
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
。
生
命
に
は
物
理
変
化
の
停
止
や
逆
転
の
力
は
な
い
が
、
そ
の
歩
み
は
遅
ら
せ
得
る
。
全
生
命
は
植
物
の
葉
緑
素
機
能
に

依
存
す
る
、
つ
ま
り
生
命
を
分
裂
以
前
の
衝
力
と
し
て
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
何
か
を
貯
蔵
す
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
署
長
を
上
げ
る
動
作
を

考
え
る
。
腕
は
放
置
す
れ
ば
落
下
す
る
が
、
腕
の
中
に
或
る
意
欲
的
な
も
の
が
存
続
し
て
腕
を
生
命
づ
け
な
が
ら
持
ち
上
げ
よ
う
と
努
力

す
る
も
の
と
想
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
体
し
つ
つ
創
造
す
る
動
作
＝
⇔
σ
q
①
ω
＄
o
厳
跨
Φ
震
ρ
ξ
。
。
Φ
伽
無
鋤
圃
け
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
を

描
く
な
ら
、
相
当
精
密
な
物
質
表
象
を
得
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
生
命
活
動
の
中
に
解
体
す
る
実
在
を
貫
い
て
出
来
上
っ
て
い
く
実
在

＝
づ
Φ
は
巴
津
σ
ρ
鉱
。
。
①
萄
謬
呼
叶
鑓
く
Φ
湊
8
篇
①
ρ
鉱
ω
①
餌
驚
曽
一
け
（
℃
・
刈
O
α
）
を
冤
る
。

　
ω
　
我
々
の
世
界
の
考
察
　
我
々
の
世
界
を
見
る
と
「
こ
の
し
っ
か
り
と
結
ば
れ
た
全
体
の
厳
し
く
決
定
さ
れ
た
自
動
的
進
化
は
解
体

す
る
行
動
で
あ
り
、
生
命
が
そ
こ
に
切
り
取
る
予
見
不
能
の
形
態
は
、
そ
れ
自
身
伸
び
て
思
い
も
か
け
ぬ
運
動
に
な
り
得
る
も
の
で
、
出

来
上
る
運
動
を
表
現
し
て
い
る
（
や
勺
。
①
と

　
我
々
の
物
質
界
は
解
体
運
動
で
あ
り
、
こ
れ
を
進
化
と
呼
ぶ
か
ら
に
は
不
断
に
更
新
さ
れ
て
い
る
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
逆
向
き

の
生
命
が
流
入
す
る
と
き
生
物
体
が
生
じ
る
。
生
命
は
生
物
体
と
な
る
と
き
自
分
の
流
れ
を
中
断
さ
え
す
れ
ば
形
態
質
料
共
に
創
造
し
得

た
の
か
、
そ
れ
と
も
先
在
す
る
物
質
に
便
乗
し
た
の
か
。
　
「
物
質
は
無
延
長
か
ら
延
長
へ
の
ゆ
る
み
で
あ
る
（
マ
①
G
。
O
）
」
と
解
す
る
と
き
、

そ
の
無
延
長
と
は
何
か
。
物
質
は
逆
方
向
の
運
動
の
阻
害
か
ら
出
た
の
な
ら
、
無
延
長
は
そ
の
運
動
で
あ
ろ
う
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て

そ
こ
か
ら
延
長
が
娼
た
の
か
。



　
　
　
㈲
　
諸
々
の
枇
界
の
考
察
　
他
の
世
界
も
我
々
の
世
界
と
似
て
お
り
物
は
そ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
経
過
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
点
が
多
く
、

　
　
器
世
界
が
同
時
に
形
成
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
行
動
は
解
体
す
る
に
せ
よ
出
来
上
る
に
せ
よ
至
る
所
で
講
じ

　
　
種
類
の
行
動
が
為
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
専
ら
そ
の
あ
り
そ
う
な
相
似
を
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
と
い
う
。
　
「
照
る
中
心
が
あ

　
　
っ
て
、
そ
こ
か
ら
諸
世
界
が
雛
大
な
花
火
か
ら
の
火
矢
の
よ
う
に
噴
出
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
立
て
る
中
心
と
は
物
で
は
な
く
噴
出
の
連

　
　
続
の
こ
と
で
あ
る
（
や
圃
O
①
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
㈲
　
知
性
と
物
　
創
造
も
右
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
神
秘
で
な
く
な
る
と
い
う
。
創
造
を
考
え
る
際
に
創
造
さ
れ
る
物
や
創
造
す
る
物
を

　
　
立
て
る
と
一
切
が
闇
に
包
ま
れ
る
。
　
「
あ
り
の
ま
ま
に
は
、
生
命
は
運
動
で
あ
り
物
質
性
は
そ
れ
と
逆
の
運
動
で
あ
る
。
二
つ
の
運
動
は

　
　
各
々
単
一
で
あ
る
。
　
四
つ
の
世
界
を
形
成
す
る
物
質
は
不
可
分
の
流
れ
で
あ
る
し
、
物
質
を
貫
い
て
そ
こ
に
生
物
体
を
切
り
取
る
生
命
も

　
　
ま
た
不
可
分
の
流
れ
で
あ
る
。
工
つ
の
流
れ
の
う
ち
で
物
質
は
生
命
に
逆
ら
う
が
、
生
命
は
そ
れ
で
も
物
質
か
ら
何
か
を
取
得
す
る
。
両

　
　
者
間
に
或
る
生
存
方
式
が
生
じ
、
こ
れ
が
ま
さ
に
有
機
組
織
で
あ
る
（
や
『
O
刈
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
増
大
す
る
行
動
の
流
れ
を
知
性
が
切
断
す
る
と
き
物
畠
。
ω
Φ
が
出
来
上
る
の
で
あ
っ
て
、
知
性
の
構
成
物
以
外
に
物
な
ど
あ
り
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
な
い
、
と
い
う
。
物
質
を
固
定
的
な
物
質
粒
子
か
ら
成
る
と
す
れ
ば
、
物
を
形
成
す
る
前
に
物
質
粒
子
と
い
う
物
を
立
て
る
と
い
う
矛
盾

　
　
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
生
物
の
形
態
を
組
織
し
て
き
た
活
動
に
於
て
、
　
「
至
る
深
遠
な
知
識
が
そ
の
仕
察
を
し
て
い
る
な
ら
、
質

　
　
料
な
き
形
相
の
形
縦
な
き
質
料
に
対
す
る
作
用
は
如
何
に
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
（
や
『
○
『
）
」
静
的
な
物
質
粒
子
の
上
に
静
的
な
外
部
原
因

　
　
が
巧
み
な
有
機
組
織
を
か
ぶ
せ
る
と
す
る
か
ら
、
そ
う
し
た
困
難
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
物
の
前
に
物
を
立
て
る
の
を
止
め

　
　
て
、
物
質
と
い
う
流
れ
を
見
よ
う
。
先
ず
物
は
知
性
の
構
成
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
。
知
性
は
自
分
に
備
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
た
等
質
空
間
及
び
そ
れ
に
内
在
す
る
幾
何
を
～
方
的
に
流
れ
に
押
し
つ
け
て
物
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
ら
ば
、
物
質
・
知
性
が

　
　
相
互
適
応
に
よ
っ
て
互
い
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
考
え
は
意
義
を
持
た
な
く
な
る
。
つ
ま
り
物
質
の
正
体
そ
の
も
の
が
変
質
し
た
の
で
は

97

@
な
く
て
、
知
性
は
自
分
の
構
成
力
を
よ
り
強
力
に
し
た
だ
け
で
、
物
質
は
依
然
と
し
て
知
性
の
書
成
に
無
縁
な
流
れ
の
ま
ま
だ
っ
た
の
か
。

4　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
薇
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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九
ニ

　
　
　
　
　
へ

そ
う
な
ら
ば
物
の
破
壊
は
容
易
で
あ
る
し
ま
た
正
餐
で
あ
る
。
而
も
な
お
こ
こ
で
物
質
と
幾
何
の
秩
序
と
は
近
似
的
で
あ
る
と
い
う
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
は
、
物
質
も
ま
た
自
ら
の
歩
み
を
物
の
方
向
へ
進
め
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
謬
質
料
の
合
体
論
及
び
物
の
観
念
は
、
知
性
が
自
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

方
か
ら
の
み
物
質
を
見
る
と
き
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
知
性
は
物
質
の
一
側
面
に
自
己
を
発
見
し
て
《
物
を
構
成
し
た
の
だ
》
と
思
う
の

　
　
　
　
へ

で
あ
る
。
物
は
知
性
の
構
成
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
不
十
分
な
物
質
の
把
握
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
、
生
命
・
物
質
問
に
如
何
に
し
て
「
生
存
方
式
」
が
成
立
し
た
の
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
形
相
…
質
料
の
合
体
を

「
如
何
に
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
い
う
思
い
と
同
じ
重
み
を
持
た
な
い
か
。
唐
突
に
二
つ
の
流
れ
の
合
流
を
説
く
こ
と
は
、
知
性
が
一

方
的
に
作
り
出
し
た
よ
う
な
顔
を
す
る
「
物
」
の
成
立
と
同
じ
程
に
不
可
解
で
は
な
い
の
か
。

第
五
章
　
進
化
の
再
考
察

　
生
命
・
物
質
と
い
う
二
つ
の
単
一
な
流
れ
の
間
に
生
じ
た
或
る
生
存
方
式
が
生
物
体
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
生
命
進
化
の
一

般
的
考
察
は
光
を
投
じ
ら
れ
る
。
生
命
全
体
の
本
質
は
、
エ
ネ
ル
ギ
1
を
蓄
積
し
て
放
出
し
、
変
形
可
能
の
溝
を
流
れ
さ
せ
そ
の
端
で
非

常
に
多
様
な
仕
事
を
さ
せ
る
努
力
で
あ
る
。
生
命
の
は
ず
み
は
こ
の
成
果
を
一
挙
に
得
ら
れ
ず
、
一
個
の
有
機
体
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
漸
進

的
蓄
積
と
そ
の
急
激
な
使
用
と
を
均
等
に
果
す
の
は
荷
が
重
す
ぎ
た
。
か
く
て
有
機
体
は
根
源
の
は
ず
み
が
含
む
二
傾
向
と
物
質
の
抵
抗

の
結
果
と
し
て
、
植
物
・
動
物
に
分
裂
し
た
。
生
命
は
あ
り
の
ま
ま
に
は
心
的
な
も
の
で
、
心
的
な
も
の
は
相
互
透
入
す
る
多
数
の
項
を

渾
然
と
包
み
こ
む
本
性
を
持
つ
。
生
命
が
分
岐
す
る
の
は
互
い
に
疎
外
さ
れ
る
か
ら
、
即
ち
空
間
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
体
化
は
生

命
自
体
に
宿
る
も
の
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
物
質
の
仕
業
で
も
あ
る
。

　
　
国
　
「
超
意
識
」
と
個
々
の
蹴
思
識

　
「
我
々
の
分
析
が
正
確
で
あ
る
な
ら
、
生
命
の
根
尤
に
あ
る
の
は
意
識
で
あ
る
、
或
い
は
超
意
識
ド
ω
毛
鑓
o
o
霧
鼠
Φ
琴
⑦
と
い
う
方
が

よ
い
。
意
識
、
つ
ま
り
超
意
識
は
火
矢
蜀
｛
諺
曾
で
あ
り
、
そ
れ
の
消
え
た
破
片
が
落
ち
て
物
質
と
な
る
。
意
識
は
な
お
火
矢
そ
の
も



　
　
の
が
存
続
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
は
消
え
た
破
片
を
貫
き
、
こ
れ
を
照
ら
し
て
有
機
体
と
す
る
。
し
か
し
意
識
は
創
造
の
要
求

　
　
¢
づ
①
①
鉱
σ
Q
①
ご
。
Φ
鳥
o
o
み
霧
δ
降
で
あ
り
、
創
造
が
可
能
な
場
合
で
な
け
れ
ば
意
識
黛
身
に
対
し
て
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
生
命
が
自
動
仕

　
　
掛
に
封
じ
込
ま
れ
て
い
る
と
き
は
意
識
は
眠
っ
て
い
て
、
選
択
可
能
性
が
甦
る
や
否
や
嗣
覚
め
る
（
や
謡
①
）
」

　
　
　
超
意
識
は
物
質
を
担
っ
た
我
々
の
意
識
で
は
な
い
。
　
「
弛
緩
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
拡
が
る
原
理
（
や
①
8
）
」
は
今
や
超
意
識
と
呼

　
　
ば
れ
る
。
見
る
能
力
と
し
て
は
、
我
々
が
弛
緩
に
於
て
捉
え
る
も
の
は
物
質
の
拡
が
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
己
を
再
発
見
す
る
と
公
善
漬
す

　
　
る
意
識
は
、
自
分
が
超
意
識
の
存
続
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
窟
覚
を
中
断
し
て
立
ち
止
っ
た
と
き
に
行
う
認
識

　
　
は
意
識
の
消
極
的
結
果
で
あ
る
か
ら
、
意
識
の
一
従
っ
て
ま
た
実
在
の
部
分
で
あ
る
。
《
如
何
に
し
て
意
識
は
超
意
識
に
達
し
得
る
か
》

　
　
の
問
い
は
発
す
べ
く
も
な
い
、
お
そ
ら
く
設
問
の
方
尚
が
逆
で
あ
ろ
う
。
禽
ら
持
続
す
る
こ
と
に
於
て
、
我
々
は
自
己
の
原
理
に
幾
分
な

　
　
り
と
も
合
致
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
個
々
の
意
識
と
し
て
の
我
々
は
ど
ん
な
も
の
か
。
生
物
体
と
な
っ
た
生
命
の
あ
り
方
は
創
造
か
さ
も
な
け
れ
ば
自
動
仕
掛
け
で
あ
る
。

　
　
意
…
識
は
目
覚
め
る
か
眠
る
か
し
か
な
い
。
創
造
可
能
の
場
合
に
の
み
意
識
は
覚
醒
し
、
生
命
が
自
動
仕
掛
に
身
を
委
ね
る
と
き
意
識
は
眠

　
　
り
込
む
。
選
択
可
能
の
場
合
に
意
識
は
光
を
と
り
も
ど
す
。
し
て
み
る
と
意
識
の
覚
醒
と
は
創
造
可
能
で
あ
り
、
創
造
可
能
と
は
選
択
可

　
　
能
に
他
な
ら
ぬ
。
何
を
選
択
す
る
か
。
先
ず
物
質
を
…
選
択
し
て
慮
己
の
身
体
を
形
成
し
、
次
に
物
質
の
流
れ
を
遅
ら
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り

　
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
蓄
積
を
行
っ
た
。
最
後
に
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
思
い
も
か
け
ぬ
方
向
」
に
費
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
動
的
秩
序
に

　
　
意
志
さ
れ
た
秩
序
を
重
ね
、
行
動
の
創
造
を
目
論
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
本
能
、
つ
ま
り
生
命
本
来
の
為
し
得
た
仕
事
で
あ
る
が
、

　
　
知
性
は
無
生
の
物
質
を
選
択
し
て
無
限
に
多
様
な
道
具
を
作
り
出
す
。

　
　
　
　
回
直
観
と
知
性

　
　
　
意
識
は
物
質
の
習
性
に
適
応
す
る
必
要
か
ら
知
性
の
方
向
へ
自
己
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
直
観
は
漢
然
た
る
形
で
は
あ
る
が

　
　
や
は
り
存
続
し
て
い
る
。
　
「
そ
の
よ
う
に
消
え
去
ろ
う
と
し
て
所
々
に
し
か
対
象
を
照
ら
さ
ぬ
直
観
を
哲
学
は
奪
い
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

994　
　
　
　
　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
と
科
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
三
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哲
学
研
究
　
　
簸
叩
五
百
十
六
号

鵡
込
。
）
」

れ
る
の
で
あ
る
　
（
ワ

て
そ
こ
に
切
り
取
ら

真
似
た
過
程
に
よ
っ

産
み
出
し
た
過
程
を

る
。
知
性
は
物
質
を

生
命
そ
の
も
の
で
あ

で
あ
り
或
る
意
味
で

観
は
精
神
そ
の
も
の

わ
か
っ
て
く
る
。
直

れ
だ
け
次
の
こ
と
が

つ
れ
て
、
哲
学
は
そ

仕
事
が
進
展
す
る
に

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

ら
の
問
で
接
合
さ
せ

く
し
て
直
観
を
そ
れ

れ
ら
を
拡
張
し
、
か

ず
確
保
し
て
次
に
そ

そ
れ
ら
の
直
観
を
先

九
四



501

　①《真の一元性》は超意識からの見渡しに於て言い得る。超意識は仮説と言
えなくはない。諸々の世界を考察して噴嵐の連続を申心として立てる場合も，
同じであろう。

　②一元性の二分肢の一つとして意識から独立な物質を立てなければ，科学は
自己の拠点を失うのではないかQ

…
　
元
　
性

　
　
む

①
み
る
⑨
立
》
と
得

　
ず
い

生命の根元のはずみは心的であり，超意識にかかわるであろう。根元のは
を問題とするとき，それは《どこまでも確からしさを増す仮説》を孕んで

　⑨生命の根抵に存する意識と物質から如侮にして「生存方式」即ち生物体が
成立したか。先在する物質に意識が突き入るなら，排斥すべき《形相質料合体
論》と岡じ程の国難が生じないか。意識は宿草が弛緩さえすれば拡がって生物
体となり得たか。つまり，敢えて形根・質料の語を用いれば，両者を共に産出
し得たのか。

　本能は知姓から助力を受けて直観に蕩まる。或いはむしろ直観からの低落に
こそ本能と知性は存するというのか。しかし我々の研究の出発点が知性である
限り，やはり本能・知性の協動による直観への復帰を記述する仕事が残されて
はいないか。

　①知牲は《暗ft裡の表象としての空間》から《純粋空閥》にまで下降する。
そこに窪間性の度合いを区別して明示する必要がある。

　②知性と物質の相互適応から両者の「共通形式」へ達する過程は，未だ十分
に解明されていないのではないか。更に，物質を空間に合致させる科学が，
「共通形式」へ向って行うべき轡己修正の方法論も残されている。

　③物choseの成立は知性の構成によるというが，物質もまた物の方向へ進
んでいるなら，単に知性のみの構成とは需えない。物質の一側面に於ける知性
の自己再発見である。　　　　　　　　　　《再発見》は秩序についても言われた。再発見というか
らには知性は既に自己を知っていた。そのとき知性の生成を説くことが意義を
持つか。持つとすれば知性の発展段階を詳述せねばならぬ。

進
化
運
動
の
研
究

直
　
観

知
　
性
　
と
　
物
　
質

　物質は物ではなく運動である。意識もまた運動である。かくすればごつの運
動の闘に《聞隙はない》ことになり爾老の出合いIC何の園難も生じないのか。
他方物質は無延長から弛緩した延畏であるとも雷われる。意識は本来無延長で
弛緩すればそのまま延長となるのか。二者の出合い一認識論は，見る能力と
しての意識からどのように説明されるか。意識は物質を他者としてはならない
のであろうか。

認

識

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
形
而
上
学
と
科
学

　
哲
学
は
諸
直
観
の
確
保
・
拡
張
・

接
合
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
一
挙
に

は
遂
行
で
き
ず
「
自
然
と
精
神
の
間

を
往
復
し
続
け
る
」
必
要
が
あ
る
。

「
直
観
哲
学
§
①
℃
謀
δ
ω
○
℃
窪
Φ

傷、

刄
ﾃ
三
〇
欝
（
や
刈
卜
3
ω
）
」
は
知
性
を

排
斥
す
る
哲
学
で
は
な
く
て
、
　
「
知

性
を
再
び
直
観
の
中
へ
吸
収
し
よ
う

と
努
め
る
哲
学
（
サ
鳶
駆
）
」
で
あ
る
。

知
性
の
生
成
・
位
置
及
び
機
能
の
解

明
が
そ
の
た
め
の
或
る
試
み
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
音
心
門
は
物
質
を
通
り

抜
け
よ
う
と
す
れ
ば
物
質
に
乗
る
他

は
な
い
、
　
「
こ
の
適
応
が
所
謂
知
性

ら
し
さ
同
、
貯
け
色
δ
o
ε
㊤
葎
σ
で
あ
る

（
℃
■
鳶
腿
）
偏
　
こ
の
よ
う
な
適
応
は
知

性
の
成
立
以
前
に
既
に
生
物
体
が
果

し
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

で
あ
れ
ば
本
能
と
知
性
の
間
に
明
確

　
　
　
　
九
五
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学
研
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九
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〇2
5
　
な
一
線
を
引
く
こ
と
は
困
難
と
な
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
知
性
を
再
度
流
体
に
溶
解
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
囹
　
一
元
性
の
哲
学
に
於
け
る
諸
間
題

　
　
　
先
に
見
た
《
真
の
一
元
性
》
の
哲
学
を
超
意
識
か
ら
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
発
生
す
る
幾
つ
か
の
問
題
を
前
表
に
示
す
。
こ

　
　
れ
ら
の
諸
問
題
は
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
い
わ
ば
究
極
点
を
残
す
開
か
れ
た
哲
学
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
都
〔
西
洋
暫
学
史
〕
助
手
）



La　m6taphysique・　et　la　scienee　chez　Bergson

par　Fumitaka　Tsutsui

　　Ce　qu’on　peut　appeler　le　systeme　de　la　philosophie　de　Bergson　est・precis

tdans　＜＜L’6volutlon　cr6atrice　（Henri　Bergson，　Oeuvres，　P．UF．）　p．646＞＞．　C’est

gn　．mouvement　circulaire　qui　se　compose　de　trois　616ments：　1’6tude　empirique

，de　1’evolution，　la　th60rie　de　la　connaissance　et　la　m6taphysique．

櫨艦。畠茎a　l無溜1壽que　1・m…p・…q・・
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　．　　　　．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　廷

　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　己　　　　　　　　　曜　　　　　　　　　　”．．　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　l　・r・　　　　・　！
｛1；譜臨，ざ．塩離・ph童・　膿＆、、re

　　La　m6thodologie　de　＜＜la　philosophie　de　la　vie＞＞　est　repr6sent6e　de　｝a　fagon

：suivante：　（1）　il　faut　d’abord　chercher　A，　（2）　et　ensuite　tirer　B．　（3）　ll

．faut　que　A　et　B　se　montrent　de　rnGme　substance．　（4）　Nous　clevrions　rendte

・compte　de　la　condensatioh　de　B　en　C．　（s）　comment　est一’il　Possible　de　fondre

A，　B　et　C？　Et　qu’est－ce　qui　r6sultera　de　leur　fusion？

　1e　磁OUVe搬en£　るVOIUtif　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝haqUe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l’6volutibn

　　Torpeur　v696tative，　instinct　et　inte11igence　sont　les　61ements　qui

dent　dans　Yimpulsion　vitale．

　　Puisque　ia　vie　est　un　certain　effort　pour　obtenir　certains

matidre　brute，

sont　les　deux　moyens　diff6rents　sur　la　matibre　inerte．

connaissance　d’une　forme，　1’1nstinct　implique　celle　d’une　matiere

Entre　ces　deux　connalssances　existait　une　diff6rence　de

envisageait　combien　de　clarte　de　la　conscience　s’y　manifestait．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　pt一．ce　que　nous　trouvons’　en
A　）一　r一’p

　　　　　　　　　　autre　point　terminus　de

＠一B＞」　一一一一　la　fraRge．confuse

　　　　一一h一一｝e　noyau　（1’intelligence）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　616me嶽ts
COlnc1一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r6SU圭tats　de　正a

les　deux　formes　de．1’activite　psychlque’（instinct　et　lntelligence）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜＜L’intelligence　est　la

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p．　62D・＞＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　degr6　quand　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maintenant



且ppara鋤une、diff6re無ce．　foロdamentale．（6，es穂こdire．　une，．．　diff6rence　d’object）r

　　L’intuitioh　est　＜＜1’instinct　devenu　d6sinteress6，　conscient　de　luirmeme，　capable’

de　ref16chir　sur　son　objet　et　de　1’61argir　ind6finiment　（p．　645）．＞＞　Mais　on

remarque　que　1’instinct　agit　seulement　sur　des　chos6s　int6ress6eS，　la　con－

science　y　est　annu16e，　ii　ne　retourne　p｝us　sur　ses　pas　et　le　domaine　oti　il

agit　est　limit6．　Ce　que　1’intuition　exige　appartient，　el　nos　yeux，　au　domaine

de　l’醸elligence．　Co胆ment　surpasser　ce　d6saccord？Une　manifestatio疏（玉e

l’intuition　est－elle　possible　quand　1’instinct　se　re’veille　k　1’exemple　de

1’inte］ligence　（cf．　figure　3）　？　Mais　1’instinct　ne　signifiera　jamais　la　juxtaposition

simple　de　1’instinct　at　｝’iptelligence．

　　Instinct　et　intelligence　se　detachent　1’un　et　1’autre　sur　le　iond　unique，　qu’on

pourrait　appeler　＜＜la　Conscience　en　g6n6ra｝　（p．　653）．＞＞　lnte｝lectualite　et　mat6riaiit6

se　seraient　constitu6s，　dans　｝e　detail，　par　＜＜adaptation　r6ciproque　（p．　653）．＞＞

Il　semble　qu’une　dualit6　provisoire　s’etablisse　avant　d’arriver　a　＜＜1’unit6　vraie，

int6rieure　et　vivante　（p．　664）．＞＞　Cette　dualit6　implique　la　manifestation　de

l’intuition’et　le　devenir　de　1’intelligence　qui　se　d6veloppait　avec　la　matl＆re

（cf．　figure　4　et　5）．

　　L’intelligence　une　fois　atteinte　op6re　de　la　fagon　suivante　：　（1）　elle　a　d6ji

contenu　une　ge’om6trie　latente　a　notre　repr6sentation　de　1’　espace．　（2）　E．　lle

divise　｝a　matiere　selon　1’ordre　de　cette　g60m6trie．　（3）　Des　＜＜choses＞＞　sont

ainsi　atteintes．　Mais　nous　pouvons　notts　demander　：comment　1’intelligence　a

pu　arriver　ti　＜＜la　forme　commune＞＞　一　commune　a　la　matiere．　Cette　forme

devrait　etre　le　lieu　vers　lequel　la　science　convergerait．　Des　lors　que　nous

partons　de　1’intelligence，　nous　devons　expliquer　en　d6tail　la　route　sur　laquelle

l’intelligence　coop6rerait　avec　1’instinct　pour　retourner　h　1’intuition．

　　Une　autre　question　s’ajoute　ti　celle－la：　comment　＜＜un　modus　vivendi＞＞

（1’organisation）　est－il　ne　de　la　conscience　et　de　la　matibre？　Si　nous　exigions

que　la　matiere　soit　pr6existante，　nous　serions　devant　autant　de　difficult6

que　la　th60rie　de　la　forme一”zatie’re－incorPoration，　que　nous　devrions　exclure

de　notre　philosophie．

　　＜＜La　philosophie　d’intuition＞＞，　quoiqu’eile　soit　une　phi｝osophie　qui　s’efforce

de　r6absorber　1’intelligence’dans　1’inttiition．　impllque　une　＜＜hypotEbse＞＞　vaste’

（la　supraconscience）　et　une　dualit6　provisoire．　Celle－ci　contient　le　probleme

5



de　la　genese　de　1’intelligence．

1’intuition　sera　possible．

Celle－la　se　demande　si　la　manifestation　de

6


