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の
解
消
と
し
て
の
べ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

　
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
哲
学
は
、
様
々
な
形
而
上
学
的
問
題
を
類
と
類
と
の
混
同
に
基
づ
く
偽
似
問
題
と
し
て
解
消
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。

継
起
と
同
時
、
持
続
と
延
長
、
質
と
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
そ
の
類
α
q
①
韓
①
を
異
に
す
る
。
当
初
『
試
論
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
混
同
か

ら
生
ず
る
様
々
な
形
而
上
学
的
問
題
が
い
わ
ば
〈
範
疇
の
矯
正
〉
と
も
い
え
る
認
識
論
的
手
続
き
を
通
じ
て
解
消
さ
れ
る
。
ま
た
後
に
記

憶
と
知
覚
も
（
『
物
質
と
記
憶
』
）
、
更
に
は
生
命
と
物
質
も
（
『
創
造
的
進
化
』
）
、
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
。
鼠
器
を
異
に
す
る
と
い

う
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
諸
秩
序
が
混
同
さ
れ
た
ま
ま
の
一
般
的
な
哲
学
的
議
論
に
対
し
て
、
そ
の
基
本
的
な
誤
謬
が
先
の
〈
範
疇
の
矯
正
〉

に
代
わ
っ
て
今
度
は
〈
秩
序
の
圃
復
〉
と
い
う
存
在
論
的
視
点
か
ら
解
消
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
問
題
の
な
か
で
『
試
論
』

に
お
い
て
特
に
注
臼
さ
れ
た
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
の
問
題
と
「
自
由
（
な
行
為
）
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
前
者
は
「
運

動
が
通
過
し
た
空
心
の
分
割
可
能
性
を
運
動
そ
の
も
の
に
付
与
す
る
」
（
U
一
G
。
声
。
。
㎝
）
こ
と
か
ら
生
じ
、
後
者
は
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
行
為
を

な
さ
れ
た
行
為
で
置
き
換
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
か
か
る
誤
謬
は
、
基
本
的
に
は
「
流
れ
つ
つ
あ
る
時
聞
」
冨
8
ヨ
窃
ρ
巳
ω
、
ひ
8
旦
。

（
つ
ま
り
持
続
）
を
「
流
れ
た
時
間
」
一
Φ
仲
§
℃
ω
Φ
8
三
σ
（
つ
ま
り
空
間
）
で
置
き
換
え
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
（
∪
一
一
ω
ρ
一
＄
）
。
こ

れ
は
、
運
動
を
否
定
す
る
も
の
も
肯
定
す
る
者
も
、
ま
た
自
由
を
否
定
す
る
者
も
肯
定
す
る
者
も
、
共
に
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
前
提
し
て
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い
る
誤
謬
あ
る
い
は
誤
解
で
あ
る
。
両
者
と
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
時
間
的
存
在
と
空
襲
的
存
在
（
あ
る
い
は
運
動
と
運
動
の
軌
跡
、

進
行
中
の
行
為
と
回
顧
さ
れ
た
行
為
）
と
い
う
異
質
な
類
（
あ
る
い
は
レ
ベ
ル
）
の
混
同
を
犯
し
て
い
る
。
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
の
論
者

は
、
「
空
間
は
無
限
に
分
翻
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
無
限
に
分
割
可
能
な
も
の
は
無
限
に
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
「
自
由
行
為
」
の
存
否
を
言
う
論
者
は
、
「
な
さ
れ
た
行
為
は
既
に
な
さ
れ
て
お
り
、
な
さ
れ
て
い
な

い
行
為
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
雪
避
は
共
に
矛
盾
律
に
基
づ
く
ト
…
ト
ロ
ジ
ー
を
繰

り
返
し
て
お
り
、
議
論
の
頬
象
、
つ
ま
り
「
運
動
」
と
「
自
由
円
と
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
主
張
は
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
書
う
「
事
象
」
器
蝕
幕
に
触
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
〈
全
て
を
元
通
り
に
す
れ
ば
よ
い
〉
と
い
う
こ
と
の
み
を
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
錯

綜
し
た
範
疇
誤
謬
を
誤
謬
以
前
に
戻
す
と
い
う
認
識
論
的
な
問
題
は
、
や
が
て
失
わ
れ
た
秩
序
を
回
復
す
る
と
い
う
存
在
論
的
な
課
題
へ

と
移
行
す
る
が
、
後
老
の
存
在
論
的
課
題
の
遂
行
に
際
し
て
は
、
当
の
遂
行
の
主
体
た
る
生
自
身
の
前
存
在
論
的
次
元
で
の
何
ら
か
の
態

度
決
定
が
既
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
態
度
決
定
は
同
期
に
生
に
と
っ
て
は
一
つ
の
生
成
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

象
」
み
箋
㌫
の
外
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
な
さ
れ
得
な
い
。
ア
キ
レ
ス
が
な
ぜ
亀
を
追
い
越
す
か
と
真
剣
に
悩
む
多
く
の
「
ゼ
ノ
ン
」

に
対
し
て
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
が
始
め
か
ら
一
つ
の
誤
解
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
彼
ら
に
正
当
に
言
い
得
る
の
は
、
「
実
際
に
」
み
巴
？

導
Φ
暮
当
の
亀
を
追
い
越
し
て
い
る
人
、
す
な
わ
ち
ア
キ
レ
ス
た
だ
一
人
で
あ
る
（
℃
窯
　
一
①
O
“
　
O
胤
9
　
一
）
同
　
o
◎
①
憶
　
c
Q
“
）
。
同
様
に
、
自
由
は
存
在

す
る
か
否
か
と
同
じ
く
真
剣
に
悩
む
多
く
の
人
々
に
対
し
て
、
や
は
り
同
じ
く
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
が
始
め
か
ら
一
つ
の
誤
解
に
基
づ

い
て
い
る
、
と
彼
ら
に
正
当
に
…
蕎
い
得
る
の
は
、
己
の
行
為
を
通
し
て
現
に
自
由
を
「
演
じ
て
」
旨
鶴
興
い
る
当
の
者
だ
け
で
あ
る
（
舞

U
H
ミ
。
。
）
。

　
こ
の
す
鋸
窪
の
概
念
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
全
体
を
通
じ
て
比
較
的
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
覧
塁
（
英
）
お
よ
び
ω
覧
巴
Φ
箒

（
独
）
等
に
当
た
る
こ
の
語
に
は
、
「
演
ず
る
」
「
遊
ぶ
」
「
賭
け
る
」
の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
点
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
生
」



が
我
々
の
現
に
生
き
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
我
々
が
そ
こ
へ
と
復
帰
す
べ
き
そ
れ
で
も
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
二
重
の
性
格
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
関
与
し
て
い
る
。
我
々
の
現
に
生
き
て
い
る
生
が
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
で
自
分
自
身
の
本
来
の
姿
で
も
あ
る
な
ら
、
そ

れ
は
直
ち
に
彼
の
い
う
「
自
我
と
行
為
と
の
一
致
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
自
由
の
状
態
に
あ
る
生
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
分
が
自
分

自
身
と
一
致
し
、
行
為
が
そ
の
ま
ま
で
醸
的
と
な
る
、
あ
る
意
昧
で
自
分
自
身
と
戯
れ
て
い
る
「
遊
戯
」
の
状
態
に
あ
る
生
で
あ
る
。
し

か
し
一
方
で
我
々
は
自
分
自
身
を
常
に
二
重
化
し
て
生
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
と
行
為
と
が
乖
離
し
た
文
字
通
り
「
不
自
由
」
な

状
態
で
生
き
て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
そ
の
二
重
化
の
結
果
と
し
て
、
本
来
は
自
分
自
身
で
は
な
い
外
化
（
空
間
化
）
し
た
自
我
の
方
が

真
の
自
分
だ
と
見
倣
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
限
り
で
空
間
化
し
た
自
我
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
そ
こ
へ
と
帰
る
べ
き
本
来
の
自
我
が
「
他

者
的
存
在
扁
と
映
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
へ
と
自
分
が
復
帰
す
る
そ
の
「
そ
れ
」
が
こ
う
し
て
他
者
的
存
在
で
あ
る
限
り
、
こ
う
し
た

復
帰
に
は
一
種
の
「
賭
」
の
要
素
が
伴
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
自
身
を
「
演
ず
る
」
こ
と
は
、
こ
う
し
て
「
遊
戯
」
と
「
賭
」

の
両
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
事
象
一
す
な
わ
ち
「
動
」
「
変
化
」
「
持
続
」
「
創
造
」
「
新
奇
な
も
の
」
「
予
見
不
可
能
な
も
の
偏
「
弾
み
」
「
進
化
」
「
生
命
」
（
図
O
ω
ω
ρ

ω
蒔
N
…
℃
ヨ
一
ρ
罫
一
ω
）
一
に
「
身
を
置
き
」
器
嘗
9
興
、
そ
れ
を
生
き
、
そ
れ
を
「
演
ず
る
」
者
の
み
が
な
し
え
る
範
疇
の
矯
正
と
秩

序
の
回
復
、
そ
れ
に
よ
る
誤
解
の
解
消
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
哲
学
の
、
『
試
論
』
か
ら
後
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
重
要
な
特
徴

で
あ
る
。
こ
の
両
契
機
一
事
象
審
尋
蕃
へ
の
「
復
帰
」
器
冨
や
冨
8
『
（
勺
竃
一
ρ
N
O
）
と
そ
れ
に
よ
る
誤
解
の
解
消
一
は
、
そ
の
い

ず
れ
を
欠
い
て
も
本
来
の
目
的
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
事
象
へ
の
復
帰
」
な
き
議
論
は
先
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥
り
、
「
誤
解
の

解
消
」
と
い
う
あ
る
意
味
で
窟
ゴ
ス
的
意
識
の
な
い
「
事
象
そ
の
も
の
」
は
単
な
る
自
己
満
足
的
な
感
情
蛙
露
以
上
の
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
か
か
る
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
も
感
情
嘘
露
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
同
じ
「
閉
じ
た
知
性
」
（
後
出
）
か
ら
の
派
生
的
疾
病
に
な
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
い
わ
ゆ
る
「
直
接
性
の
立
場
」
と
見
る
批
判
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
か
か
る
二
面
性
を
無
視
し
て
い
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
語
批
判
は
、
い
わ
ば
結
果
と
し
て
の
「
出
来
上
が
っ
た
言
語
」
や
結
果
と
し
て
の
「
出
来
上
が
っ
た
概
念
」
を
、
そ
れ
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そ
れ
門
出
来
つ
つ
あ
る
言
語
扁
「
出
来
つ
つ
あ
る
概
念
」
と
混
同
す
る
言
語
主
義
者
に
向
け
ら
れ
た
批
判
な
の
で
あ
る
。
言
語
（
概
念
）

そ
の
も
の
が
「
生
成
」
を
破
壊
す
る
「
既
成
」
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
言
語
使
用
に
お
け
る
自
己
理
解
の
様
式
が
「
既
成
」
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
す
る
「
言
語
に
よ
る
レ
ア
リ
テ
の
空
閥
化
扁
だ
と
考
え
て
よ
い
。

　
そ
し
て
彼
の
後
の
著
作
に
お
い
て
は
、
上
に
述
べ
た
誤
解
の
内
、
「
生
」
に
お
い
て
生
じ
る
究
極
の
誤
解
と
し
て
、
更
に
「
死
」
（
あ
る

い
は
生
に
と
っ
て
の
「
物
質
的
障
害
」
）
の
問
題
が
一
顕
在
的
な
仕
方
で
は
な
い
に
し
て
も
一
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
も
は
や
物

質
的
障
害
は
退
い
た
」
（
並
製
ω
ω
ω
）
。
「
全
人
類
は
…
…
一
切
の
抵
抗
を
排
し
幾
多
の
障
害
に
勝
ち
、
死
さ
え
も
乗
り
越
え
る
」
（
両
O
さ
。
謡
）
。

ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
到
達
点
、
〈
死
（
「
物
質
的
障
害
」
）
は
誤
解
で
あ
る
〉
！
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に

お
い
て
は
、
死
（
あ
る
い
は
「
物
質
的
障
害
扁
）
は
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
ル
ク
ソ
ソ
の
生
死
観
（
し
た
が
っ
て
そ
の
物
質
観
）
の
概
要

を
総
覧
し
、
〈
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
”
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
〉
、
あ
る
い
は
〈
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
昌
主
意
主
義
〉
と
い
う
従
来
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
解

釈
に
対
す
る
そ
の
意
義
を
再
考
し
た
い
。
本
論
で
の
使
用
テ
キ
ス
ト
は
主
に
『
物
質
と
記
憶
』
『
創
造
的
進
化
』
（
『
進
化
』
と
略
記
）
『
道

徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
（
『
二
源
泉
』
と
略
記
）
、
そ
し
て
『
思
想
と
動
く
も
の
』
で
あ
る
。

二
　
生
の
必
要
、
行
動
の
効
率

　
『
物
質
と
記
憶
』
以
降
に
な
る
と
、
先
の
形
而
上
学
的
範
疇
誤
謬
の
原
因
で
あ
る
「
動
の
静
へ
の
固
定
化
の
留
慣
」
（
U
目
c
Q
α
）
そ
の
も

の
の
更
な
る
「
起
源
と
目
的
」
（
o
h
窯
窯
α
ω
）
が
、
「
生
（
存
）
の
必
要
」
「
行
動
の
劾
率
扁
（
鼠
岡
津
O
瞥
）
と
い
う
形
で
『
試
論
』
の
頃

よ
り
も
遙
か
に
明
確
な
形
で
問
題
化
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
実
践
的
関
心
は
、
常
に
薯
象
を
門
固
定
し
」
「
切
り
取
り
偏
「
分
解
し
」
「
並

置
し
」
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
当
の
生
存
の
必
要
を
ま
す
ま
す
駆
り
立
て
、
行
動
の
重
な
る
効
率
を
図
る
。
動
を
静
に
、
不

安
定
を
安
定
に
、
つ
ま
り
は
持
続
を
空
間
に
置
き
換
え
る
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
生
存
の
必
要
と
行
動
の
効
率
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
（
。
｛
●
切
O
b
。
お
”
ミ
ω
）
。
こ
の
よ
う
な
事
象
に
薄
す
る
固
定
や
分
解
や
並
置
と
い
う
動
向
は
、
全
て
「
生
成
」
に
対
す
る
「
既
成
」
あ
る



い
は
「
保
存
」
の
原
理
に
従
っ
て
お
り
、
生
の
秩
序
に
対
す
る
物
質
の
秩
序
に
従
っ
て
い
る
。
そ
し
て
事
象
と
し
て
の
生
成
が
こ
の
原
理

と
秩
序
に
道
を
譲
る
限
り
、
そ
こ
に
は
自
己
保
存
的
存
在
た
る
「
種
」
や
「
個
体
」
の
観
念
が
現
れ
、
同
時
に
「
種
の
滅
亡
」
や
「
個
体

の
死
」
の
観
念
が
現
れ
る
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
「
絶
対
」
と
し
て
の
生
成
そ
の
も
の
で
あ
る
生
す
な
わ
ち
「
生
一
般
」
冨
く
熱
闘
ぴ
q
曾
爾
巴
に
は
、
権
利

上
は
も
と
よ
り
、
実
は
「
事
実
上
も
」
死
は
存
在
し
な
い
。
死
は
常
識
的
に
は
常
に
個
体
の
死
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
と
っ
て
死
と
は
、
保
存
原
理
と
物
質
の
秩
序
へ
の
あ
る
種
の
協
調
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
生
に
と
っ
て
の
み
現
れ
る
一
つ
の
観
念
、

更
に
は
一
つ
の
「
幻
」
暁
碧
8
ヨ
①
に
す
ぎ
な
い
。
現
に
事
実
と
し
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
こ
と
と
誰
も
が
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

く
死
す
べ
き
も
の
ど
も
〉
と
し
て
古
来
よ
り
人
間
を
含
む
全
て
の
有
限
的
存
在
者
（
の
生
）
を
定
義
す
る
一
つ
の
根
本
徴
表
で
さ
え
あ
っ

た
こ
の
死
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
見
せ
掛
け
の
単
な
る
仮
象
、
つ
ま
り
非
事
象
に
止
ま
る
。
彼
に
と
っ
て
常
識
的
事

実
は
真
の
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
換
言
す
る
な
ら
、
彼
の
い
う
、
死
の
存
在
し
な
い
「
絶
対
と
し
て
の
生
成
」
は
こ
の
意
味
で

非
常
識
な
も
の
に
な
る
。
な
ら
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
く
非
常
識
〉
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
一
種
暴
力

的
と
も
思
え
る
生
死
観
は
、
常
識
的
な
生
死
観
に
対
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
個
体
の
死

　
先
ず
は
彼
に
お
け
る
個
体
的
生
並
び
に
全
的
生
の
存
在
論
的
な
身
分
に
関
す
る
吟
味
か
ら
始
め
よ
う
。
人
が
死
を
問
題
と
す
る
と
き
、

そ
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
個
体
の
死
で
あ
る
。
そ
の
個
体
が
自
分
で
あ
ろ
う
と
他
人
で
あ
ろ
う
と
、
死
は
常
に
個
体
、
個
人
の
死
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
こ
の
個
体
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
も
と
も
と
「
非
事
象
」
昼
8
－
審
丸
芯
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら

ば
、
「
ど
こ
か
ら
始
ま
り
ど
こ
で
終
わ
る
も
の
を
以
て
個
体
と
い
え
ば
よ
い
か
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
決
定
し
得
な
い
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
（
閃
O
　
困
Z
↓
閃
O
O
q
O
↓
肖
O
ワ
【
く
目
…
　
国
O
　
一
膳
”
　
一
切
り
幽
ω
）
。
裏
を
返
せ
ば
、
人
が
自
分
自
身
を
「
個
」
と
し
て
理
号
す
る
と
き
、
彼
は
既
に
ま
さ
に

　
　
　
　
生
　
と
　
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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九
八

そ
の
理
由
で
生
一
般
の
「
外
」
に
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
こ
う
し
た
認
識
論
的
な
自
己
理
解
の
基
礎
に
存
す
る
特
定
の
存
在
理
解
そ
の

も
の
が
、
既
に
彼
自
身
に
お
け
る
生
の
前
存
在
論
的
な
自
己
限
定
の
仕
方
を
代
弁
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
当
の
生
は
生
成
す

る
本
来
の
生
で
は
な
く
、
そ
の
手
箒
の
動
き
を
止
め
、
自
分
自
身
を
欄
と
し
て
保
存
し
、
そ
こ
で
「
停
止
」
一
「
事
象
的
停
止
」
で
は

な
く
「
可
能
的
停
止
偏
（
閣
O
ω
雛
）
i
一
し
て
い
る
個
的
生
で
あ
る
。
飼
と
し
て
の
自
己
理
解
は
、
同
時
に
生
の
保
存
、
生
の
停
止
と
し

て
の
生
の
自
己
限
定
で
も
あ
る
。
個
体
（
お
よ
び
個
々
の
種
）
と
し
て
の
生
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
「
知
性
」
が
生
（
の
流
動
）

に
薄
し
て
取
っ
た
ひ
と
つ
の
「
観
点
」
（
o
や
　
じ
唯
∩
い
悼
◎
o
刈
…
　
冠
図
　
b
σ
Q
◎
Q
Q
）
で
あ
る
と
闘
時
に
、
そ
の
生
自
体
の
「
停
止
」
で
あ
る
（
電
閃
㎝
ρ
親
サ

。。

ﾖ
b
。
浄
）
。
生
が
自
分
自
身
を
個
と
し
て
（
薄
象
化
的
に
）
認
識
す
る
こ
と
と
、
当
の
生
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
停
止
す
る
こ
と
と
の
相
即

と
い
う
、
生
に
お
け
る
認
識
の
次
発
と
存
在
の
次
元
と
の
相
属
、
す
な
わ
ち
そ
の
意
味
で
の
生
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
自
己
関
係
の
問
題
が

こ
こ
で
尖
鋭
化
し
て
く
る
。

　
自
己
（
や
他
者
）
を
先
ず
個
体
と
し
て
認
識
す
る
存
在
老
（
と
「
彼
」
に
お
け
る
生
）
は
、
保
存
に
お
け
る
自
己
同
【
の
み
を
そ
の
認

識
と
存
在
の
面
面
に
お
い
て
「
演
じ
て
」
お
り
、
生
成
に
お
け
る
自
己
同
一
を
同
じ
く
そ
の
認
識
と
存
在
の
両
薗
に
お
い
て
排
除
す
る
。

こ
う
し
た
考
え
の
背
後
に
あ
る
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
、
個
体
の
論
理
（
「
日
常
的
論
理
」
「
圏
顧
の
論
理
偏
℃
ζ
鄭
お
）
に
対
す
る
批

判
的
態
度
は
そ
の
主
要
著
作
を
通
じ
て
終
始
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ
、
周
知
の
如
く
彼
は
『
二
源
泉
』
で
、
個
　
性
的
欄
体
と
し
て
の
「
英

雄
」
や
「
聖
者
」
「
神
秘
家
」
等
の
行
為
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
種
の
「
飼
性
的
人
格
」
二
野
。
づ
三
ゆ
＄
二
身
に
つ
い
て
は
後
に
触

れ
る
こ
と
に
し
て
、
飼
的
存
在
に
関
す
る
立
言
と
し
て
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
次
の
言
葉
を
引
用
す
る
に
止
め
よ
う
。
「
完
全
な
実
存
と
は
芸

人
に
お
け
る
モ
ビ
リ
テ
の
こ
と
で
あ
る
扁
（
銀
閃
c
Q
も
Q
b
o
）
。

　
薄
下
の
問
題
で
あ
っ
た
個
（
及
び
種
）
の
概
念
に
戻
ろ
う
。
そ
も
そ
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
生
を
全
て
の
生
物
種
を
貫
く
動
的
単
純
者
と

し
て
捉
え
、
個
々
の
種
並
び
に
個
体
を
、
そ
の
単
純
者
の
物
質
的
停
比
点
と
考
え
る
（
護
因
も
。
ω
卜
。
ご
。
生
は
自
ら
進
も
う
と
す
る
力
、
あ
る

い
は
自
ら
上
昇
す
る
エ
ラ
ン
と
、
こ
れ
を
妨
げ
下
降
さ
せ
る
物
質
と
に
よ
っ
て
一
種
の
力
の
均
衡
に
陥
り
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
り
「
旋
図



す
る
」
8
類
p
興
（
竃
菊
切
ρ
b
。
器
）
。
こ
う
し
て
生
じ
た
も
の
が
個
々
の
種
で
あ
り
個
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
間
の
特
権
性
は
あ
る
意
味
で

　
　
　
　
　
（
3
）

確
保
さ
れ
つ
つ
も
、
進
化
し
た
も
の
、
つ
ま
り
進
化
の
結
果
と
し
て
の
人
間
と
、
同
じ
く
進
化
の
結
果
と
し
て
の
他
の
生
物
種
と
の
問
に

は
本
質
的
な
差
異
は
存
し
な
い
。
そ
れ
は
空
間
化
さ
れ
た
自
我
に
「
人
格
」
と
い
う
「
質
」
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
差
異
は

む
し
ろ
人
間
へ
と
向
か
っ
た
「
傾
向
」
つ
ま
り
「
知
性
」
へ
と
向
か
っ
た
傾
向
と
、
他
の
生
物
－
膜
翅
目
の
昆
虫
、
例
え
ば
蟻
や
蜂

i
へ
と
向
か
っ
た
「
傾
向
」
つ
ま
り
「
本
能
」
へ
と
向
か
っ
た
傾
向
と
の
間
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
絶
対
的
生
成
、
「
進
化
の
結
果
で
は

な
く
進
化
そ
の
も
の
」
（
両
。
ω
8
）
だ
け
が
問
わ
れ
る
べ
き
事
象
泳
p
。
一
一
＄
で
あ
り
、
個
体
の
有
限
性
や
種
の
有
限
性
は
初
め
か
ら
問
題
に

な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
人
称
的
次
元
で
の
く
こ
の
個
体
〉
と
し
て
の
実
存
の
有
限
性
や
特
権
性
は
、
そ
の
本
来
性
、
非
本
来
性
の
問
題
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

共
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
立
間
の
圏
外
に
あ
る
。
仮
に
個
体
の
死
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
も
そ
れ
は
常
に
生
一
般
を
背
景
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
こ
の
生
一
般
こ
そ
が
彼
の
い
う
事
象
の
名
に
値
す
る
。
「
個
体
の
死
は
生
一
般
の
最
大
の
進
歩
の
た
め
に
要
求
さ
れ

た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
甘
受
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
」
（
丙
O
隠
。
。
欄
外
の
注
）
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
い
わ
ば

「
限
定
さ
れ
た
生
」
（
じ
り
O
邸
＄
）
は
全
て
非
事
象
と
な
り
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
生
に
お
け
る
死
も
ま
た
そ
れ
に
従
っ
て
非
事
象
と
な
る
。

　
絶
対
と
し
て
の
生
に
権
利
上
死
（
個
体
性
、
物
質
性
）
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
な
ら
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
死
が
一
切

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
た
な
い
と
す
る
彼
の
主
張
の
意
義
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
〈
生
一
般
に
復
帰
せ

よ
、
個
と
し
て
の
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
よ
、
そ
う
す
れ
ば
汝
に
は
忽
ち
に
し
て
永
遠
の
生
が
与
え
ら
れ
る
。
死
は
誤
解
で
あ
る
。
汝
が

汝
自
身
の
レ
ア
リ
テ
た
る
生
一
般
に
復
帰
し
さ
え
ず
れ
ば
即
座
に
そ
の
誤
解
は
解
け
、
死
は
た
ん
な
る
幻
と
化
す
〉
と
言
っ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
も
聞
こ
え
る
。
キ
リ
ス
ト
随
イ
エ
ス
が
、
「
彼
を
縛
っ
て
い
る
布
を
解
い
て
や
り
な
さ
い
」
の
一
言
で
死
者
を
蘇
ら
せ
た
よ
う
に
、
我

我
も
自
分
自
身
を
縛
っ
て
い
る
「
布
」
を
解
き
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
「
誤
解
」
が
解
け
、
同
時
に
我
々
の
個
体
的
、
物

質
的
生
は
生
一
般
へ
と
「
蘇
生
」
す
る
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
問
題
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
物
質
」
に
つ
い
て
の
彼

の
錯
綜
し
た
見
解
に
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
生
　
と
　
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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物
質
概
念
の
多
義
性

　
先
に
我
々
は
生
と
物
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
生
は
自
ら
進
も
う
と
す
る
カ
、
あ
る
い
は
自
ら
上
昇
す
る
エ
ラ
ン

と
、
こ
れ
を
「
妨
げ
下
降
さ
せ
る
」
物
質
と
に
よ
っ
て
一
種
の
カ
の
均
衡
に
陥
り
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
り
、
旋
回
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は

か
か
る
修
辞
的
表
現
の
中
で
物
質
に
あ
る
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
認
め
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
『
物
質
と
記
憶
』
の

第
七
版
の
序
に
言
わ
れ
る
、
精
神
と
物
質
の
二
元
論
に
お
け
る
物
質
（
と
精
神
）
の
実
在
性
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
没
価
値
的
、
観
照
的
立

場
か
ら
の
「
記
述
」
に
よ
る
そ
れ
で
は
な
く
、
生
を
ま
さ
に
「
下
降
さ
せ
る
」
現
実
の
力
と
し
て
の
、
い
わ
ば
反
生
命
的
存
在
と
し
て
、

一
種
目
修
正
的
見
地
を
背
景
に
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
前
者
、
す
な
わ
ち
単
な
る
記
述
的
立
場
か
ら
の
「
物
質
」
が
『
試
論
』
や

『
物
質
と
記
億
』
で
の
主
た
る
物
質
概
念
で
あ
っ
た
の
に
薄
し
て
、
後
老
、
修
正
主
義
的
立
場
か
ら
の
「
物
質
」
は
後
の
『
進
化
』
や

『
二
源
泉
』
で
の
主
た
る
物
質
概
念
と
な
る
。
前
者
の
物
質
観
が
「
精
神
と
物
質
」
（
あ
る
い
は
「
夢
占
と
知
覚
扁
）
と
い
う
二
元
的
枠
組

み
に
お
い
て
主
に
主
題
化
さ
れ
る
の
に
鮒
し
て
、
後
者
に
お
け
る
そ
れ
は
「
生
命
と
物
質
」
と
い
う
二
　
7
6
的
枠
組
み
に
お
い
て
主
題
化
さ

（
6
）

れ
る
。

　
ま
た
、
特
に
こ
の
後
者
の
修
正
主
義
的
立
場
に
お
け
る
物
質
の
概
念
に
は
も
う
一
つ
の
入
り
組
ん
だ
事
情
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命

に
と
っ
て
の
物
質
と
は
、
そ
も
そ
も
生
命
が
そ
こ
へ
と
出
て
い
く
「
外
的
環
境
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
〈
生
命
が
生

命
自
身
に
対
し
て
と
る
態
度
〉
の
呼
び
名
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
自
身
は
、
生
は
「
外
的
物

質
環
境
鳳
を
生
き
抜
く
た
め
に
「
自
分
自
身
を
物
質
化
し
た
」
と
考
え
、
こ
の
自
分
自
身
を
物
質
化
す
る
生
を
特
に
門
知
性
砿
と
呼
ん
だ

（
O
h
●
　
勺
フ
隣
　
G
o
⑩
”
　
心
O
噌
　
7
臼
閃
　
卜
⊃
N
一
h
。
）
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
二
種
の
物
質
観
を
結
合
し
て
論
じ
、
そ
れ
が
た
め
若
干
の
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、
修
正
主
義
的
立
場
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
物
質
観
を
一
応
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。

　
龍
者
、
す
な
わ
ち
外
的
環
境
と
し
て
の
物
質
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
生
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
は
く
克



服
さ
れ
る
べ
き
〉
そ
れ
と
し
て
の
、
先
に
も
述
べ
た
修
正
的
見
地
が
前
提
さ
れ
つ
つ
も
、
記
述
的
立
場
に
お
い
て
精
神
に
対
し
て
用
い
ら

れ
る
物
質
の
よ
う
な
、
没
価
値
的
で
離
在
的
な
そ
れ
と
し
て
の
響
き
も
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
で
の
生
の
概
念
は
ほ
と
ん
ど
生
物

学
的
（
発
生
論
的
）
な
そ
れ
に
近
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
「
生
命
進
化
の
必
要
条
件
は
外
部
環
境
へ
の
適
応
で
あ
る
」
（
。
い
国
。
り
。
炉

一
8
ご
。
し
か
し
後
者
、
す
な
わ
ち
生
に
お
け
る
自
己
関
係
の
様
式
と
し
て
の
物
質
（
性
）
と
は
、
同
時
に
生
が
自
分
で
自
分
を
物
質
化

す
る
、
す
な
わ
ち
自
己
を
殿
損
す
る
「
傾
向
」
と
し
て
、
明
ら
か
に
生
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
は
常

に
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
あ
る
種
の
価
値
観
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
生
の
概
念
は
彼
自
身
の
言
う
「
思
弁
」

ω
冨
。
巳
霞
を
経
た
哲
学
的
（
構
造
論
的
）
な
そ
れ
で
あ
る
。
「
生
命
は
落
下
す
る
錘
を
持
ち
上
げ
る
努
力
で
あ
る
」
、
「
（
生
命
は
）
物
質
性

と
逆
の
方
向
に
働
き
続
け
る
力
で
あ
る
」
（
団
∩
騨
　
N
心
①
り
　
b
o
繕
刈
）
、
「
物
質
も
事
象
と
し
て
は
生
成
で
あ
る
」
（
国
o
b
。
鳶
）
、
「
物
質
は
不
可
分
の
全

体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
物
で
は
な
く
流
れ
で
あ
る
」
（
口
0
お
N
。
捗
ミ
㎝
）
、
「
生
の
流
れ
は
物
質
の
存
在
理
由
で
あ
る
」
（
9
凝
霜
・
認
）
等
々
、

こ
う
し
た
言
明
は
全
て
、
生
と
物
質
と
が
相
依
相
之
的
、
つ
ま
り
互
い
に
構
造
化
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
物
質
と
思
わ
れ
て
い
た

も
の
を
成
す
エ
レ
メ
ン
ト
が
実
は
生
そ
の
も
の
で
あ
る
旨
を
強
調
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
、
生
が
自
分
で
自
分
を
殿
損
す
る
様
式
（
傾
向
）
が
物
質
（
性
）
と
い
わ
れ
る
場
合
、
正
確
に
こ
れ
と
対
置
さ
れ
る

べ
き
も
う
一
つ
の
様
式
（
傾
向
）
、
す
な
わ
ち
生
が
自
分
で
自
分
を
（
本
来
の
）
生
た
ら
し
め
る
様
式
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
に
お
い
て
は
「
弾

み
」
（
あ
る
い
は
「
飛
躍
」
）
σ
冨
p
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
様
式
（
傾
向
）
一
生
が
自
分
で
自
分
を
殿
損
す
る
様
式
、
つ
ま
り
物

質
化
傾
肉
と
、
生
が
自
分
で
自
分
を
本
来
の
生
た
ら
し
め
る
様
式
、
つ
ま
り
エ
ラ
ン
と
い
う
傾
向
一
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
事
象

と
し
て
の
レ
ア
リ
テ
（
創
造
的
生
）
そ
の
も
の
の
存
在
の
二
傾
向
と
し
て
共
に
こ
の
レ
ア
リ
テ
に
内
在
す
る
。
「
エ
ラ
ソ
・
ヴ
ィ
タ
ル
と
な

ま
の
物
質
は
創
造
（
的
生
）
の
相
補
的
二
面
で
あ
る
」
（
竃
菊
b
。
お
）
。
周
知
の
如
く
、
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
生
と
物
質
と
を
「
緊
張
」
（
お

よ
び
「
弛
緩
」
）
の
概
念
で
い
わ
ば
一
元
化
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
「
生
が
自
分
自
身
を
殿
損
す
る
様
式
」
（
物
質
性
）
と

「
生
が
自
分
自
身
を
本
来
の
生
た
ら
し
め
る
様
式
偏
（
エ
ラ
ソ
）
と
が
共
に
事
象
と
し
て
の
創
造
的
生
に
内
在
す
る
と
い
う
解
釈
を
、
別
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二

の
側
面
か
ら
支
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
下
で
我
々
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
こ
う
し
た
修
正
主
義
的
な
物
質
観
（
生
命
観
）
に
お
け
る
錯
綜
し
た
状
況
に
良
を
留
め
、

む
、
生
に
対
す
る
彼
自
身
の
あ
る
種
の
「
危
機
の
意
識
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
よ
う
。

そ
こ
に
潜

五
　
創
造
の
二
面
性

　
既
に
幾
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
生
は
農
ら
進
も
う
と
す
る
力
、
あ
る
い
は
自
ら
上
昇
す
る
エ
ラ
ソ
と
、
こ
れ
を
妨
げ
下
降
さ
せ
る
物
質

と
に
よ
っ
て
一
種
の
カ
の
均
衡
に
陥
り
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
り
、
旋
翻
す
る
。
こ
の
修
辞
的
表
現
で
い
わ
れ
る
物
質
が
単
な
る
先
の
外
的

環
境
と
し
て
の
そ
れ
に
尽
き
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
生
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
基
本
的
に
は
、
無
機
的
世
界
と
生
命
現
象
と
を
初
め

か
ら
区
別
す
る
い
わ
ゆ
る
生
気
論
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
物
質
（
つ
ま
り
外
的
環
境
）
は
、
生
に
三
富
的
に
存

立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
「
そ
の
一
切
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
（
℃
鷺
　
一
〇
…
濁
O
　
ω
蒔
膳
旧
　
窯
麺
　
b
⊃
刈
ω
）
。
そ
う
な
ら
、
こ
の

意
味
で
の
物
質
は
既
に
「
出
来
上
が
っ
た
も
の
」
（
胸
O
ω
二
）
で
あ
り
、
「
鵬
来
つ
つ
あ
る
」
（
国
O
ω
訟
）
創
造
（
門
生
）
そ
れ
自
体
に
は

も
と
も
と
何
ら
関
与
し
な
い
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
と
な
ま
の
物
質
は
創
造
（
的

生
）
の
根
補
的
二
面
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
修
正
主
義
的
見
地
に
お
け
る
第
二
の
物
質
観
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、
な
ま
の
物
質
と
エ
ラ
ソ
と
が
共
に
創
造
的
生
そ
の
も
の
に
内

在
す
る
と
い
う
言
明
の
解
釈
が
こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
は
糟
ま
っ
て
創
造
を
現
に
演
じ

て
い
る
当
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
そ
れ
ら
は
ま
た
相
ま
っ
て
先
の
保
存
的
存
在
た
る
種
や
偲
体
を
も
形
成
す
る
、
と
考
え

た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
い
う
物
質
と
は
、
生
が
生
自
身
を
殿
損
す
る
、
生
に
お
け
る
自
己
関
係
の
様
式
と
し
て
の
、
自
己
保
存
と
い

う
生
の
様
式
の
名
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
種
や
欄
を
形
成
す
る
自
己
保
存
的
物
質
化
傾
向
も
、
創
造
活
動
の
只
申
に
あ
る
生
固
有
の

傾
向
も
、
共
に
〈
無
生
の
物
質
と
エ
ラ
ン
と
の
協
働
〉
と
い
う
く
同
一
の
構
造
〉
に
与
か
っ
て
い
る
。



　
し
か
し
こ
の
解
釈
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
種
や
個
を
「
演
ず
る
」
生
は
実
は
そ
の
ま
ま
で
創
造
を
も
「
演
ず
る
」
生
だ
り
得
る
と
い
う
一

つ
の
論
理
的
可
能
性
を
、
先
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
明
（
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
と
な
ま
の
物
質
は
創
造
（
的
生
）
の
相
補
的
二
面
で
あ
る
」
）

の
中
に
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
可
能
性
は
直
ち
に
、
種
や
個
に
執
着
し
そ
れ
が
ゆ
え
に
死
の
観
念
に
苛
ま
れ
る
生

に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
実
は
却
っ
て
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
当
の
自
己
保
存
的
あ
り
方
が
生
の
企
つ
の
〉
あ
り
方
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
こ
の
自
己
保
存
的
生
自
身
が
同
時
に
理
解
し
得
る
論
理
的
可
能
性
に
、
そ
の
ま
ま
通
じ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
論
理
的
可
能
性
は
、
〈
（
個
体
の
）
死
と
は
幻
に
す
ぎ
ぬ
も
の
か
も
し
れ
な
い
V
と
い
う
こ
と
を
、
当
の
個
体
的
生
そ
れ

自
身
が
ま
さ
に
こ
の
種
や
個
と
い
う
あ
り
方
の
も
と
で
理
解
し
得
る
論
理
的
可
能
性
を
も
、
同
時
に
示
託
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
か
に
こ
の
（
三
つ
の
）
可
能
性
を
前
提
し
て
い
る
。
個
と
し
て
の
自
己
認
識
そ
の
も
の
を
自
覚
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
自

身
の
生
は
、
個
に
潜
む
個
を
超
え
た
溝
造
を
己
の
生
の
遂
行
に
お
い
て
「
演
ず
る
」
（
既
出
）
と
い
う
仕
方
で
、
同
時
に
上
の
三
つ
に
し

て
一
つ
の
可
能
性
を
暗
々
裏
に
随
伴
せ
し
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
種
や
個
と
い
う
保
存
的
傾
向
を
生
に
内
在
す
る
「
反
生
命
的
物
質
化
傾

向
」
だ
と
自
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
生
」
ー
ー
つ
ま
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
一
に
は
、
常
に
、
そ
れ
自
体
は
い
つ
で
も
エ
ラ
ソ
と
も
物

質
（
的
）
と
も
な
り
う
る
ニ
ュ
…
ト
ラ
ル
な
講
造
が
少
な
く
と
も
先
反
省
的
な
水
準
で
先
行
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
こ
そ
、
先
に
我
々
が

〈
エ
ラ
ン
と
無
生
の
物
質
と
の
協
働
と
い
う
同
一
の
構
造
〉
と
し
て
述
べ
た
当
の
も
の
で
あ
る
。
〈
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
〉
は
、
こ
う
し
た

構
造
の
論
理
的
な
前
提
一
あ
る
い
は
こ
れ
の
非
鰐
象
的
、
先
反
省
的
次
元
で
の
開
示
1
の
も
と
、
選
択
す
べ
き
二
つ
の
生
の
自
己
関

係
的
態
度
様
式
を
〈
前
に
〉
す
る
。
そ
し
て
彼
（
の
生
）
は
、
一
方
の
態
度
様
式
、
つ
ま
り
エ
ラ
ン
と
い
う
態
度
様
式
を
選
択
し
た
、
と

い
う
よ
り
く
選
択
し
て
し
ま
っ
て
い
た
〉
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
選
択
は
、
個
と
し
て
の
べ
ル
ク
ソ
ン
の
主
体
的
発
意
と
は
無
関
係
に
、
常

に
そ
れ
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
、
生
が
生
自
身
に
対
し
て
と
る
こ
の
自
己
関
係
的
態
度
の
様

式
自
体
が
、
し
か
も
、
生
が
生
自
身
を
殿
損
す
る
そ
れ
で
は
な
く
、
生
が
生
を
本
来
の
生
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
の
こ
の
様
式
そ
れ
自
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体
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
生
命
観
（
し
た
が
っ
て
物
質
観
）
の
な
か
に
自
ず
と
示
さ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
う
し
た
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
生
の
選
択
し
た
態
度
様
式
の
示
さ
れ
て
い
る
物
質
観
を
、
先
に
修
正
主
義
的
な
第
二
の
物
質
観
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
物

質
観
は
こ
う
教
え
て
い
た
、
「
物
質
も
生
成
で
あ
り
、
流
動
で
あ
る
」
（
国
O
　
団
o
Q
刈
　
　
b
o
圃
N
　
　
　
　
　
　
噂
）
。

　
こ
こ
で
は
物
質
も
生
と
な
り
、
エ
ラ
ン
と
し
て
の
生
の
み
が
事
象
レ
ア
リ
テ
の
名
に
栢
貧
し
い
。
そ
し
て
も
は
や
そ
れ
以
外
の
な
に
も

の
も
「
事
象
と
し
て
は
存
在
し
な
い
」
（
℃
冨
O
b
。
）
。
し
か
も
こ
の
エ
ラ
ソ
は
こ
れ
を
遂
行
す
る
当
の
者
の
「
行
動
能
力
」
に
相
量
的
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
エ
ラ
ソ
は
「
程
度
を
許
す
」
（
℃
諸
登
る
b
。
）
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
生
と
物
質
と
を
＝
兀
化
す
る
（
つ
ま
り
構
造
化
す

る
）
機
縁
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
最
大
の
生
は
最
小
の
物
質
と
な
り
、
最
小
の
生
は
最
大
の
物
質
と
な
る
。
両
老
の
間

に
は
無
限
の
階
梯
が
存
し
、
そ
の
何
処
か
に
定
位
す
る
こ
と
が
同
時
に
定
位
す
る
者
に
と
っ
て
の
全
事
象
レ
ア
リ
テ
の
「
質
」
、
つ
ま
り

「
世
界
」
を
決
定
す
る
（
勺
】
≦
①
b
∂
）
。

六
　
努
力
と
楽
観
論

　
い
ま
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
か
の
構
造
の
論
理
的
前
提
、
あ
る
い
は
先
反
省
的
次
元
で
の
開
示
の
も
と
、
　
一
つ
の
態
度
様
式
に
身
を
置
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

敢
え
て
「
死
（
物
質
性
）
は
存
在
し
な
い
」
と
言
明
す
る
。
彼
の
生
は
い
わ
ば
一
つ
の
く
基
準
系
〉
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
「
エ
ラ
ン

と
し
て
の
生
」
を
絶
澱
と
し
、
そ
れ
以
外
の
全
て
は
！
種
や
個
と
い
う
自
己
保
存
鉢
生
と
、
こ
の
自
己
保
存
宝
生
の
死
も
蕾
め
た
全
て

は
f
こ
の
エ
ラ
ン
と
し
て
の
生
の
欠
如
と
し
て
の
非
存
在
（
非
事
象
）
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
系
を
。
こ
の
こ
と
は
、
「
緊
張
一
弛
緩
」

の
相
対
関
係
（
つ
ま
り
「
緊
張
の
差
異
」
℃
寓
①
鋒
）
で
一
切
を
捉
え
る
場
合
、
或
る
も
の
を
以
て
緊
張
（
の
基
準
）
と
す
る
や
否
や
他

の
全
て
の
も
の
が
そ
れ
に
体
す
る
弛
緩
と
な
る
、
と
い
う
事
態
と
類
比
的
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
定
位
し
た
エ
ラ
ソ
は
、
し
た
が

っ
て
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
一
つ
の
エ
ラ
ン
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
も
我
々
は
「
賭
」
の
比
喩
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

先
の
「
一
二
つ
の
論
理
的
可
能
性
」
が
一
つ
の
「
現
実
的
可
能
性
」
一
現
実
的
事
象
か
ら
「
遡
及
的
」
「
厩
顧
的
」
（
℃
ζ
ば
一
お
）
に
定
立



さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
空
虚
な
抽
象
的
可
能
性
で
は
な
く
「
現
実
的
事
象
の
創
造
と
と
も
に
こ
の
事
象
に
宿
る
可
能
性
」
（
呼
量
お
）
一
に

ま
で
昇
華
す
る
に
は
、
あ
る
種
の
賭
に
も
似
た
生
の
「
現
実
の
」
態
度
決
定
が
、
当
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
生
に
前
反
省
的
次
元
、
前
理

論
的
次
元
で
予
め
要
求
さ
れ
て
い
た
。
自
ら
が
そ
こ
に
定
位
す
る
仕
方
で
し
か
示
さ
れ
得
な
い
存
在
、
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ソ
は
エ
ラ
ン
と

呼
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
立
場
（
つ
ま
り
基
準
系
）
か
ら
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
主
張
は
徹
底
し
て
い
る
。
「
山
を
も
動
か
す
」
信
仰
は
不
要
で
あ
る
、
な
ぜ

な
ら
「
山
」
は
事
象
と
し
て
は
存
在
し
な
い
か
ら
（
畠
ヨ
幻
望
）
。
「
物
質
的
障
害
」
を
「
克
服
」
す
る
必
要
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
障
害
は

ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
か
ら
（
o
h
．
】
≦
幻
釦
）
。
山
を
も
動
か
す
信
仰
の
必
要
な
い
生
と
は
、
自
分
自
身
を
二
重
化
せ
ず
一
つ
ま
り
空
間

化
せ
ず
一
自
分
自
身
と
一
致
し
て
い
る
生
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
奇
跡
や
神
秘
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
は
世
界
は
〈
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
〉
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
存
在
す
べ
く
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
な
ぜ
何
か
が
有
っ
て
何
も
無
い
の
で
は
な
い

の
か
〉
と
い
っ
た
問
い
は
そ
こ
で
は
蒸
発
す
る
。
可
能
と
現
実
と
必
然
と
が
そ
こ
で
は
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム

を
内
側
か
ら
知
る
と
き
、
彼
の
い
う
「
事
象
」
3
鑑
審
が
常
識
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
が
ほ
の
み
え
て
く
る
。
確
か
に
こ
れ

は
一
つ
の
楽
観
論
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
生
が
生
自
身
を
励
ま
し
支
え
る
「
努
力
」
（
唱
蜜
ρ
㎝
b
。
噂
⑩
㎝
”
ミ
）
と
、
こ
の
努
力
に
則

る
先
の
「
賭
」
と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〈
楽
観
論
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
努
力
が
止
ん
だ
と
き
、
そ
の
楽
観
論
は
一
転
し

て
不
毛
な
悲
観
論
や
、
こ
れ
の
裏
面
に
過
ぎ
な
い
安
易
な
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
も
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
も
う
そ
の
〈
楽
観
論
〉

は
い
わ
ゆ
る
世
界
観
で
は
な
い
。
か
か
る
努
力
や
賭
に
前
存
在
論
的
な
次
元
で
裏
打
ち
さ
れ
た
生
は
、
世
界
を
説
明
す
る
生
で
は
な
く
、

既
に
世
界
を
引
き
受
け
て
い
る
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
〈
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
ロ
ナ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
〉
と
い
う
一
般
的
解
釈
は
常
に
こ
の
点
を

　
　
　
　
　
　
（
8
）

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
論
じ
、
か
つ
、
あ
る
意
味
で
彼
自
身
の
生
が
そ
れ
で
あ
っ
た
創
造
的
生
の
、
そ
の
前
と
後
に
は
、
常
に
底
無
し
の
深
淵

が
口
を
開
い
て
い
る
。
彼
は
こ
の
深
淵
の
危
険
を
誰
よ
り
も
深
く
理
解
ー
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
生
が
既
に
そ
れ
を
選
ん
で
し
ま
っ
て
い

　
　
　
　
生
　
と
　
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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た
、
そ
の
意
味
で
は
被
投
的
な
仕
方
で
理
解
旨
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
終
始
「
生
の
努
力
」
の
概
念

を
重
視
し
、
自
ら
の
哲
学
の
全
体
を
「
行
動
能
力
を
原
理
に
」
展
開
し
た
真
の
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〈
生
一
般
に
復

帰
せ
よ
、
飼
と
し
て
の
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
よ
、
そ
う
す
れ
ば
汝
に
は
直
ち
に
永
遠
の
生
が
与
え
ら
れ
る
〉
と
、
彼
は
生
一
般
に
つ
い

て
の
傍
観
者
的
な
報
告
（
つ
ま
り
は
記
述
）
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
我
々
が
生
き
て
い
る
世
界
は
、
我
々
自
身
の
行
動
能
力

に
限
定
さ
れ
た
選
択
に
よ
っ
て
、
現
に
あ
る
が
ご
と
き
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
（
憎
竃
露
）
と
い
う
べ
ル
ク
ソ
ン
の
、
「
死
（
あ
る

い
は
物
質
的
障
害
）
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
生
が
生
自
身
に
対
し
て
あ
る
積
極
的
な
態
度
を
採
り
得
る
と
い
う
こ
と
へ
の
、

彼
自
身
の
生
の
一
つ
の
「
努
力
」
と
「
賭
」
を
、
あ
る
独
特
な
仕
方
で
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
事
象
に
「
身
を
置
く
」
ω
。
℃
冨
8
『
こ
と
が
同
時
に
自
分
自
身
へ
の
「
復
帰
」

器
冨
覚
土
手
で
も
あ
っ
た
。
喜
象
た
る
生
一
般
へ
の
復
帰
と
は
、
も
と
も
と
自
分
が
そ
れ
で
あ
っ
た
当
の
も
の
へ
と
帰
る
こ
と
で
あ
る
。

「
人
は
か
つ
て
欲
し
た
も
の
を
も
う
一
度
欲
す
る
だ
け
で
よ
い
扁
（
ζ
労
ω
ω
ω
）
。
そ
し
て
生
が
霞
分
自
身
へ
と
帰
る
と
い
う
仕
方
で
己
を

「
演
ず
る
」
す
信
段
こ
と
は
、
生
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
そ
れ
自
身
を
目
指
す
こ
と
、
つ
ま
り
目
的
内
在
的
行
為
あ
る
い
は
自
己
目
的
的

行
為
と
し
て
、
そ
れ
愚
身
「
戯
れ
る
扁
ぢ
器
『
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
こ
と
は
上
に
述
べ
た
意
味
で
の
一
つ
の
「
賭
偏

す
器
門
を
も
要
求
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
的
「
復
帰
扁
は
こ
の
点
で
常
に
多
義
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
多
義
性
も
、

現
に
こ
の
復
帰
を
果
た
し
得
た
「
人
格
」
に
と
っ
て
は
全
く
の
「
単
純
性
」
（
窯
沁
　
ω
恥
σ
O
　
　
ω
Q
Q
◎
Q
　
　
　
　
　
　
噂
）
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
生
一
般
へ
の
復
帰
と
い
う
単
純
な
る
行
為
を
な
し
得
た
こ
の
人
格
は
門
英
雄
」
と
呼
ば
れ
る
（
碧
海
9
）
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
か
ら
し
て
、

こ
の
英
雄
の
行
為
の
主
な
る
徴
表
の
一
つ
に
は
、
「
最
も
欄
性
的
で
あ
る
と
岡
時
に
、
最
も
非
個
体
（
非
欄
人
）
的
」
「
非
自
己
保
存
的
」

と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
英
雄
の
行
為
一
あ
る
い
は
行
為
と
し
て
の
英
雄
i
…
は
、
時
空
を
超
え
て
何

時
も
常
に
何
処
か
似
て
い
る
。
そ
れ
を
支
え
る
生
が
も
と
も
と
単
純
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
多
く
の
「
英
雄
」
達

の
行
為
は
、
あ
る
「
呼
び
声
」
一
．
節
讐
鼠
と
な
っ
て
、
こ
れ
を
「
聴
き
取
る
」
者
に
は
い
つ
で
も
働
き
つ
づ
け
る
力
と
も
な
る
だ
ろ
う
（
護
沁



　
　
（
9
）

δ
b
。
讐
G
。
ω
ω
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
記
憶
」
が
「
そ
れ
自
身
持
続
し
」
（
勺
］
≦
o
。
O
）
、
そ
の
限
り
で
「
過
去
は
そ
れ
自
体
で
自
ず
と
保
存
さ

れ
る
」
（
歪
≦
嵩
O
）
よ
う
に
、
こ
の
「
呼
び
声
」
も
、
そ
れ
自
身
を
保
存
す
る
「
生
の
記
憶
」
（
つ
ま
り
歴
史
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
過
去
を

保
存
し
つ
つ
そ
の
都
度
新
奇
な
る
創
造
の
業
を
果
た
す
行
為
、
外
部
か
ら
見
る
な
ら
矛
盾
と
し
か
見
え
な
い
こ
の
保
存
と
創
造
を
果
た
す

の
は
、
か
か
る
行
為
の
み
に
授
け
ら
れ
る
生
命
の
飛
躍
、
エ
ラ
ソ
・
ヴ
ィ
タ
ル
で
あ
る
。
こ
の
飛
躍
は
、
〈
な
ぜ
何
か
が
有
っ
て
何
も
無

い
の
で
は
な
い
の
か
〉
と
驚
く
知
識
人
の
知
的
自
己
保
存
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
知
的
自
己
保
存
に
は
私
的
知
識
欲
と
奪
う
本
性

し
か
な
い
が
、
生
命
の
飛
躍
に
は
無
私
の
行
為
と
与
え
る
本
性
と
が
あ
る
。
自
分
を
振
り
返
ら
ず
か
か
る
飛
躍
を
な
す
全
生
命
の
本
質
が

「
愛
」
。
訂
鼠
審
の
実
質
を
成
す
。

七
　
知
性
の
多
義
性

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
物
質
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
彼
の
知
性
論
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
が
得
ら
れ
る
。
知
性
は
物
質
と
「
照
応
」

亀
受
信
吋
M
。
し
、
「
協
調
」
8
昌
8
註
雷
安
し
、
「
対
応
」
8
匿
⑦
。
。
宕
滋
碧
＄
す
る
（
勺
鼠
ω
押
無
国
O
H
。
。
葦
闇
b
。
o
ρ
卜
・
O
躯
）
。
彼
は
こ
の
知
性
を

「
行
動
の
た
め
に
見
る
」
（
国
。
嶺
ω
）
知
性
、
あ
る
い
は
「
行
動
の
習
慣
を
思
弁
の
領
域
に
持
ち
込
む
」
（
四
丁
卜
。
b
。
り
ω
駅
．
）
知
性
と
表
現
す

る
。
生
は
、
（
知
性
と
い
う
）
自
ら
に
背
く
構
造
に
到
達
し
、
「
今
人
類
は
そ
れ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
陣
営
し
て
い
る
」
（
竃
犀
ω
ω
。
。
）
。
し

か
し
同
時
に
ま
た
こ
の
知
性
は
、
生
が
自
ら
を
殿
損
す
る
当
の
事
態
を
も
い
わ
ば
対
自
化
し
得
る
能
力
で
も
あ
る
。
「
生
（
存
）
の
必
要
」

「
行
動
の
効
率
」
に
沿
っ
て
動
き
、
生
を
常
に
自
己
疎
外
的
な
状
況
に
追
い
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
知
性
は
（
閤
O
δ
傘
噂
b
。
お
塗
）
、
一

方
で
は
そ
の
純
粋
な
「
形
式
性
」
「
非
個
別
性
」
の
故
に
、
却
っ
て
生
存
の
必
要
を
離
れ
さ
え
す
る
（
o
馳
国
≦
0
㎝
）
。
こ
の
意
昧
で
の
知
性

は
、
も
は
や
行
動
の
た
め
に
見
る
そ
れ
で
は
な
く
、
い
わ
ぽ
「
見
る
た
め
に
見
る
」
、
つ
ま
り
事
象
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
思
惟
す
る
直

観
的
思
惟
に
通
じ
る
知
性
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
知
性
論
を
展
開
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ソ
自
身
の
知
性
で
も
あ
る
（
o
捗
　
陰
り
h
　
刈
㎝
噂
　
“
0
闇
　
Q
Q
心
賦
．
）
。
前

者
の
知
性
は
「
閉
じ
て
」
お
り
後
者
の
知
性
は
「
開
い
て
」
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
こ
の
知
性
の
二
重
性
は
、
先
の
修
正
主
義
的

　
　
　
　
生
　
と
　
死
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見
地
に
お
け
る
第
二
の
物
質
観
に
お
け
る
、
生
に
お
け
る
自
己
関
係
の
二
つ
の
様
式
に
、
そ
の
構
造
面
に
お
い
て
正
確
に
対
応
し
て
い

る
。　

知
性
が
生
を
物
質
で
あ
る
と
理
解
（
お
よ
び
解
釈
）
す
る
と
き
、
生
の
「
部
分
」
で
あ
る
当
の
知
性
（
興
望
薄
O
黛
）
は
、
そ
の
と
き
、

生
が
生
自
身
を
物
質
化
す
る
、
生
の
一
つ
の
様
式
の
別
名
と
な
る
。
こ
の
知
性
は
実
践
的
関
心
に
沿
っ
て
動
く
自
己
保
存
的
知
性
で
あ
る
。

こ
の
と
き
知
性
は
「
回
顧
の
論
理
」
（
℃
護
お
既
出
）
に
従
っ
て
「
物
質
的
に
」
生
を
思
惟
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
生
は
そ
れ
自

身
歩
み
を
止
め
、
自
ら
を
振
り
返
り
回
顧
す
る
（
尊
噸
○
い
。
ω
o
。
”
）
。
こ
の
知
性
は
「
現
在
」
か
ら
一
歩
も
動
か
ず
、
そ
の
限
り
で
過
去
も
未
来

も
こ
の
知
性
に
と
っ
て
は
「
現
在
の
変
容
扁
に
な
る
（
o
や
℃
護
一
①
刈
一
①
。
。
）
。
つ
ま
り
こ
の
知
性
に
は
既
に
コ
切
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」

（
興
国
。
ω
漁
既
出
）
。
そ
れ
は
「
新
奇
さ
」
門
創
造
性
扁
「
予
見
不
可
能
性
」
な
ど
を
排
除
す
る
知
性
と
な
る
（
8
H
駿
）
。
し
か
し
な
が

ら
一
方
で
は
、
こ
う
し
た
事
態
そ
の
も
の
を
自
覚
（
回
顧
的
反
省
で
は
な
い
）
し
得
る
知
性
（
つ
ま
り
ベ
ル
ク
ソ
ソ
）
が
存
在
し
て
い

る
。
こ
の
知
性
は
、
も
は
や
生
を
物
質
的
に
思
惟
す
る
知
性
で
は
な
く
、
生
を
ま
さ
し
く
生
に
栢
応
し
い
仕
方
で
有
ら
し
め
て
い
る
知
性

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
場
合
生
は
、
自
分
自
身
を
生
た
ら
し
め
る
様
式
を
ま
さ
に
知
性
の
形
を
借
り
て
遂
行
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
先
に
我
々
は
、
生
の
自
己
殿
損
と
い
う
傾
向
と
、
生
を
生
た
ら
し
め
る
傾
向
と
が
、
共
に
〈
無
生
の
物
質
と
エ
ラ
ソ
と
の
協
働
〉
と
い

う
同
｝
の
構
造
に
与
か
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
今
こ
こ
で
の
、
生
に
自
己
殿
損
を
も
た
ら
す
知
性
と
、
こ
の
知
性
そ
の
も
の
を
自
覚
す
る

知
性
、
つ
ま
り
生
を
生
に
相
応
し
い
仕
方
で
有
ら
し
め
る
知
性
も
、
や
は
り
共
に
知
性
と
い
う
〈
同
一
の
構
造
〉
（
鑑
「
共
通
的
思
惟
」

勺
諸
。
。
。
。
）
に
与
か
っ
て
い
る
。
今
か
か
る
知
性
の
構
造
の
内
部
に
ま
で
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
切
な
こ
と
は
、
〈
互
い
に

反
す
る
動
向
が
共
に
同
一
の
講
造
に
鑓
る
〉
と
い
う
事
態
が
こ
こ
で
共
通
に
読
み
取
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
構
造
を

と
る
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
れ
の
全
体
を
一
つ
の
体
系
と
し
て
事
象
的
な
仕
方
で
総
覧
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
自
身
の
有
限
性
に

徹
し
た
と
こ
ろ
が
ら
こ
れ
の
た
だ
〈
一
つ
の
〉
実
際
の
可
能
性
を
自
ら
が
「
演
ず
る
」
こ
と
の
ほ
う
が
、
い
わ
ば
よ
り
生
命
的
な
仕
方
だ



と
我
々
は
考
え
る
。
か
か
る
構
造
に
対
す
る
完
全
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
位
置
は
、
当
の
構
造
に
立
つ
思
惟
者
に
は
原
理
的
に
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
自
我
と
行
為
と
の
距
離
が
自
由
の
程
度
を
表
示
す
る
尺
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
上
に
述
べ
た
〈
同
一
の
構
造
〉
は
、
「
自
由
」
で
あ
る
こ

と
が
「
不
自
由
」
で
あ
る
こ
と
の
存
在
根
拠
で
あ
り
「
不
自
由
」
で
あ
る
こ
と
が
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
の
認
識
根
拠
で
あ
る
と
い
う
、

ま
さ
に
そ
の
こ
と
自
体
の
根
本
的
な
理
由
に
な
る
。
か
か
る
構
造
ゆ
え
に
我
々
は
不
自
由
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
理
由
で
自
由
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
我
々
が
自
由
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
理
由
で
自
由
を
規
定
し
得
な
い
、
と
い
う
べ
ル
ク
ソ
ソ
自
身
に
よ
る
自
由
の
定
義
よ
り
な
お
本

質
的
な
〈
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
自
由
〉
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
閉
鎖
系
で
は
な
く
一
種
の
開
放
系
を
形
成
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の

「
開
か
れ
た
扁
。
⊆
く
①
降
Φ
構
造
に
与
か
る
広
義
の
直
観
的
知
性
を
「
知
的
努
力
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
こ
れ
を
も
っ
て
生
命
進
化
に
お
け
る

人
類
の
レ
ゾ
ン
・
ゲ
ー
ト
ル
と
考
え
た
（
図
0
お
ρ
お
刈
…
国
ω
ま
ω
山
⑩
O
）
。
人
類
は
、
自
ら
が
そ
の
な
か
で
生
き
て
い
る
こ
の
〈
知
性
と

い
う
生
〉
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
、
こ
れ
を
現
に
そ
の
最
極
端
の
あ
り
方
に
ま
で
遂
行
す
る
と
い
う
仕
方
で
担
わ
さ
れ
て
い
る
存
在
な
の

で
あ
る
。

八
　
い
わ
ゆ
る
主
意
主
義
に
つ
い
て

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
の
前
と
後
ろ
に
は
常
に
底
無
し
の
深
淵
が
口
を
開
け
て
い
る
。
物
質
的
障
害
は
存
在
し
な
い
と
言
い
、
死
は
存
在
し

な
い
と
言
う
彼
の
「
呼
び
か
け
」
（
既
出
）
の
背
後
に
は
、
一
つ
の
「
虚
無
」
が
控
え
て
い
る
。
生
が
生
自
身
に
対
し
て
と
っ
た
一
つ
の

態
度
一
つ
ま
り
、
生
を
生
と
し
て
創
造
す
る
エ
ラ
ソ
ー
は
、
あ
く
ま
で
も
当
の
エ
ラ
ソ
が
生
起
し
て
い
る
間
だ
け
そ
こ
に
現
出
す
る

も
の
で
し
か
な
い
。
彼
の
い
う
生
は
も
と
よ
り
〈
時
的
〉
存
在
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
い
わ
ば
〈
ど
こ
に
も
〉
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
彼
の
い
う
「
記
憶
」
が
元
来
〈
時
的
〉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
脳
に
〈
空
間
的
〉
に
は
局
在
せ
ず
、
我
々
は
た
だ
そ
れ

を
、
そ
の
都
度
〈
知
覚
を
有
す
る
〉
と
い
う
仕
方
で
「
演
ず
る
偏
だ
け
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
は
「
予
め
与
え
ら
れ

　
　
　
　
生
　
と
　
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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て
い
る
」
（
。
暁
・
℃
竃
一
〇
既
出
）
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
き
よ
う
と
欲
す
る
生
に
お
い
て
の
み
、
空
誉
的
に
で
は
な
く
時
的
に
創
造
さ

れ
る
。
し
か
も
「
欲
す
る
」
こ
と
は
「
欲
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
門
欲
す
る
」
と
は
、
「
既
に
欲
し
て
い
る
」

こ
と
の
謂
で
も
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
い
う
「
事
象
」
と
は
、
離
在
的
に
存
立
し
て
い
る
対
象
で
は
な
く
、
常
に
身
を
も
っ
て
創
造
し
身

を
も
っ
て
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
創
造
は
、
個
人
の
決
意
や
発
意
と
は
無
関
係
に
、
既
に
我
々
を
そ
の
渦
中
に
巻
き

込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
こ
れ
を
否
定
す
る
老
は
、
そ
の
限
り
で
い
わ
ば
門
尊
属
殺
人
」
（
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ビ
ッ
チ
）
を
犯
し
て
い

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
そ
の
否
定
が
ど
れ
ほ
ど
道
理
に
謝
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
い
や
む
し
ろ
（
知
的
）
道
理
に
適
っ
て
い
れ
ば

適
っ
て
い
る
ほ
ど
、
か
か
る
否
定
は
自
分
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
当
の
も
の
を
塞
ぎ
、
そ
う
し
て
自
分
自
身
を
塞
い
で
い
る
の
だ
か
ら

だ
。　

し
か
し
な
が
ら
我
々
は
こ
れ
ま
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
の
生
）
自
身
、
あ
る
特
定
の
「
行
動
能
力
」
に
基
づ
い
て
自
ら
あ
る
一
つ
の
基
準

系
を
「
選
択
」
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
生
の
「
努
力
」
に
基
づ
く
こ
の
選
択
こ
そ
が
当
の
生
に
お
け
る
創
造
の
発
露
で
あ
る
旨
を
述
べ
て

来
た
。
こ
う
し
た
「
行
動
能
力
」
や
「
努
力
」
に
よ
る
「
選
択
」
の
概
念
の
内
に
は
、
生
に
お
け
る
主
体
性
お
よ
び
自
発
性
の
問
題
が
尖

鋭
化
し
て
い
る
。
創
造
に
係
わ
る
こ
の
自
発
的
選
択
は
、
主
体
的
で
は
あ
っ
て
も
、
個
体
的
な
い
し
個
人
的
、
私
秘
的
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
そ
の
意
味
に
お
い
て
自
我
論
的
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
自
発
的
主
体
性
は
、
い
わ
ゆ
る
主
意
主
義
的
な
意
味
で
の
根
源

意
志
の
そ
れ
と
も
異
な
る
だ
ろ
う
。
主
意
主
義
と
は
普
通
、
当
の
主
意
主
義
者
自
身
の
前
理
論
的
な
生
の
態
度
決
定
と
は
無
関
係
に
、
意

志
を
何
ら
か
の
「
完
成
し
た
」
存
在
と
し
て
、
予
め
全
て
の
存
在
者
の
基
礎
に
据
え
る
と
こ
ろ
が
ら
出
発
す
る
。
そ
の
場
合
、
意
志
と
は
、

存
在
春
の
「
全
て
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
世
界
を
前
提
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
自
身
そ
の
「
全
て
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
「
出
来
上

が
っ
た
存
在
」
（
両
。
。
。
一
一
既
幽
）
、
つ
ま
り
非
創
造
的
存
在
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
自
我
論
的
で
も
な
く
主
意
主
義
的
で
も
な
い
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
的
な
自
発
的
主
体
性
を
、
い
わ
ば
そ
の
最
も
巨
視
的
な
水
準

で
実
現
し
て
き
た
当
の
も
の
が
、
既
に
述
べ
た
「
進
化
」
の
慕
実
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
逆
に
こ
の
主
体
性
を
よ
り
微



視
的
な
水
準
で
実
現
し
て
き
た
当
の
も
の
を
、
我
々
は
先
の
「
英
雄
の
行
為
」
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

進
髭
と
い
う
「
出
来
事
」
と
英
雄
の
「
行
為
」
と
は
、
こ
と
創
造
的
生
に
関
す
る
限
り
構
造
的
に
区
別
し
得
な
い
（
し
す
る
必
要
も
な

い
）
。
前
者
は
巨
視
的
な
と
こ
ろ
が
ら
、
後
老
は
微
視
的
な
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ベ
ル
ク
ソ
ソ
的
な
生
の
自
発
的
主
体
性
を
代
弁
し

て
い
る
。
で
は
、
こ
の
自
発
的
主
体
性
の
更
に
微
視
的
な
発
現
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
進
化
」
そ
し
て
「
英
雄
の
行
為
」
に
列
な
る
、
創

造
的
生
命
の
創
造
的
生
命
と
し
て
の
、
い
わ
ば
最
も
微
視
的
な
、
そ
れ
と
同
時
に
あ
る
意
味
で
は
最
も
あ
り
ふ
れ
た
発
現
形
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
我
々
は
、
彼
の
い
う
「
直
観
」
の
概
念
に
見
よ
う
と
思
う
。
「
直
観
は
、
創
造
的
進
化
の
中
に
共
感
的
に
入
り
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
追
体
験
す
る
」
（
勺
竃
㊨
㎝
）
。
か
か
る
「
直
観
は
単
純
な
行
為
で
あ
る
」
（
℃
冨
H
。
。
一
）
。

九
　
直
観
の
多
義
性

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
は
、
普
通
、
あ
る
種
の
身
体
的
（
物
質
的
）
「
共
感
」
の
こ
と
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。
実
際
『
物
質
と
記
憶
』
に
お

い
て
は
、
彼
は
こ
う
し
た
考
え
を
斥
け
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
直
観
を
介
し
て
物
質
と
の
「
共
振
」
関
係
を
伴
う
「
現
実
と
の
接

触
」
を
保
っ
て
い
る
（
O
h
．
　
寓
フ
画
　
b
Q
O
ω
）
。
我
々
は
物
質
を
改
め
て
「
認
識
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
純
粋
知
覚
」
を
介
し
て
い
わ
ば
既
に
そ

れ
を
「
生
き
」
、
既
に
そ
れ
に
「
接
触
し
」
「
浸
透
し
て
い
る
」
（
二
親
β
8
）
。
我
々
の
生
は
も
と
よ
り
徹
頭
徹
尾
「
物
質
的
」
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
も
と
よ
り
「
外
界
の
た
め
に
生
き
て
い
る
」
。
今
我
々
は
こ
れ
を
、
我
々
は
〈
外
界
そ
の
も
の
を
既
に
生
き
て

い
る
〉
と
読
み
変
え
よ
う
。
そ
し
て
、
物
質
的
「
振
動
」
の
身
体
に
お
け
る
分
有
、
共
有
と
い
う
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
、
ま
さ
に
「
己

自
身
の
あ
り
方
」
と
し
て
「
内
側
か
ら
扁
自
覚
す
る
あ
り
方
を
も
、
彼
は
直
観
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
後

者
の
意
味
で
の
直
観
を
む
し
ろ
本
来
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
生
の
生
自
身
に
よ
る
「
反
省
」
（
圓
顧
で
は

な
い
）
と
い
う
態
度
を
、
彼
は
改
め
て
「
直
観
」
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
（
勺
竃
Φ
α
）
。

　
我
々
は
こ
こ
で
、
物
質
性
が
二
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
応
じ
て
知
性
も
二
義
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
そ

　
　
　
　
生
　
と
　
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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し
て
今
述
べ
た
直
観
の
概
念
も
や
は
り
二
義
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
直
観
の
二
義
性
は
、
物
質
性
と
知
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
二
義
性
を
あ
る
意

味
で
総
括
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
直
観
の
概
念
は
、
生
が
物
質
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
物
質
性

を
凌
駕
し
得
る
こ
と
、
お
よ
び
、
生
が
知
性
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
知
性
の
自
己
超
越
が
生
じ
る
こ
と
を
、
あ
る
意
味
で
総
括

す
る
概
念
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
持
続
の
集
中
8
目
憂
δ
5
と
持
続
の
飛
散
9
錠
℃
聾
§
Φ
艮
（
つ
ま
り
物
質
）
と
い

う
二
つ
の
極
限
の
間
を
直
観
は
動
く
」
（
℃
］
≦
込
σ
一
〇
）
。
「
持
続
の
集
中
」
と
は
「
生
が
自
ら
を
生
た
ら
し
め
U
る
」
こ
と
そ
の
こ
と
（
つ
ま
り

エ
ラ
ン
）
で
あ
り
、
「
持
続
の
飛
散
」
と
は
そ
の
逆
の
、
「
生
が
自
ら
を
殿
損
す
る
」
こ
と
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
直
観
は
こ
の
両
者
の

「
問
」
に
あ
っ
て
こ
れ
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
「
我
々
は
直
観
に
よ
っ
て
動
あ
る
い
は
持
続
の
中
に
身
を
置
く
」
ω
Φ
娼
冨
8
♪
。
。
、
圃
受
遺
醇
（
℃
霞
　
邸
O
悼
　
　
博
O
Q
Q
　
　
　
　
　
　
顯
）
。
物
質
性
を
凌
駕

し
、
自
己
保
存
的
知
性
を
凌
駕
す
る
こ
の
直
観
と
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
非
自
己
保
存
的
、
非
個
体
的
、
非
私
秘
的
で
あ
り
、
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

同
じ
こ
と
の
反
復
の
み
に
止
ま
る
「
本
能
」
と
の
決
定
的
相
違
か
ら
し
て
、
こ
の
直
観
は
一
つ
の
「
反
省
偏
と
共
に
「
新
奇
さ
」
へ
と
開

か
れ
た
力
で
も
あ
る
。
非
自
己
保
存
的
、
非
個
体
的
、
非
望
秘
的
と
は
先
の
「
英
雄
の
行
為
」
の
主
た
る
特
徴
で
あ
っ
た
し
、
本
能
と
の

決
定
的
相
違
と
は
「
生
命
の
進
化
」
と
い
う
数
億
年
あ
る
い
は
数
十
億
年
の
歴
史
を
背
景
に
し
て
初
め
て
見
え
て
来
る
「
相
違
」
で
あ
ろ

う
。
直
観
は
こ
う
し
た
ラ
イ
ン
を
そ
の
最
も
微
視
的
な
水
準
で
確
保
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
自
発
的
主
体
性
の
、

つ
ま
り
「
自
由
」
の
微
視
的
発
現
形
と
し
て
の
、
創
造
の
発
露
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
前
節
末
昆
の
引
用
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
直
観
は
単
純
な
行
為
」
（
勺
田
鼠
。
。
一
）
で
あ
り
、
「
創
造
的
進
化
の
中
に
共
感
的
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
追
体
験
す
る
」

（
℃
蜜
O
㎝
）
の
で
あ
っ
た
。

十
　
弁
証
法

以
上
述
べ
て
き
た
生
と
物
質
と
の
関
係
や
直
観
に
つ
い
て
の
我
々
の
解
釈
は
、
あ
る
意
味
で
は
く
機
関
（
器
官
）
1
1
障
害
V
な
い
し



〈
手
段
睦
障
害
〉
の
弁
証
法
を
背
景
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
に
と
っ
て
の
障
害
と
し
て
の
物
質
性
（
知
性
）
が
、
実
は
そ
の
ま
ま

生
の
機
関
（
あ
る
い
は
手
段
）
と
し
て
の
物
質
性
（
知
性
）
で
も
あ
る
、
と
い
う
論
理
が
こ
こ
に
介
入
し
て
い
る
（
興
護
菊
ω
ω
α
）
。
生
は

物
質
的
と
な
る
こ
と
で
却
っ
て
物
質
性
を
凌
駕
し
（
国
O
　
N
刈
O
…
　
り
藏
幻
　
ω
N
り
）
、
知
性
は
ま
さ
に
知
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
自
分
自

身
を
超
越
す
る
（
勺
ζ
誤
矯
♂
）
。
つ
ま
り
生
存
の
必
要
が
、
実
は
そ
の
ま
ま
「
よ
く
生
き
る
」
追
奪
く
ぞ
冨
こ
と
の
必
要
で
も
あ
り
得
る

（
℃
竃
は
①
）
。
そ
し
て
直
観
は
こ
れ
ら
を
総
括
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
種
の
弁
証
法
に
こ
れ
以
上
依
存
す
る
わ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
や
物
質
を
「
必
要
悪
」
だ
と
考
え
る
の
と
同
じ
く
、
こ
う
し
た
思
考
は
、
自
分
で
自
分
に
課
し
た
も
の

を
自
ら
回
避
す
る
の
に
懸
命
に
な
っ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
代
え
て
我
々
は
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
あ
の
言
葉
を
想
起
し
よ
う
。
「
妻
問
は
死
を
乗
り
越
え
る
」
（
国
O
b
。
記
）
。
誰
の
眼
に
も

明
ら
か
な
人
間
と
世
界
の
こ
の
惨
状
を
前
に
、
「
宇
宙
に
は
、
新
し
き
も
の
、
喜
ば
し
き
も
の
が
満
ち
濫
れ
て
い
る
」
（
勺
ζ
這
）
と
彼
は

言
う
。
全
体
的
生
の
自
己
殿
損
を
前
に
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
く
障
害
1
1
創
造
〉
の
一
方
の
項
の
み
を
、
つ
ま
り
純
粋
な
創
造
的

生
の
み
を
彼
は
語
り
続
け
、
「
坤
吟
ず
る
人
類
」
を
も
率
い
る
た
だ
一
つ
の
単
純
な
る
行
為
の
み
を
彼
は
終
始
語
り
続
け
る
。
そ
れ
は
、

か
の
英
雄
の
行
為
の
単
純
性
に
も
似
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
思
惟
の
単
純
性
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
単
純
性
は
控
え
め
に
こ
う
合
図

し
て
い
る
。
「
障
害
は
語
ら
ぬ
ほ
う
が
よ
い
」
（
鍵
犀
㎝
一
）
。
歩
む
べ
き
方
向
の
模
索
の
た
め
に
歩
み
そ
の
も
の
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
へ

の
、
歩
ん
だ
も
の
か
ら
の
一
つ
の
警
鐘
と
激
励
と
を
、
我
々
は
こ
の
合
図
の
な
か
に
聴
き
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
る
。
あ
る
い
は
、

選
択
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
模
索
の
た
め
に
選
択
そ
の
も
の
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
、
選
択
し
た
も
の
か
ら
の
一
つ
の
警
鐘
と
激
励
と

を
、
我
々
は
こ
の
合
図
の
な
か
に
聴
き
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
て
い
る
。
生
が
お
よ
そ
単
純
な
も
の
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
き
た

か
の
生
は
我
々
の
生
き
る
こ
の
生
で
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

生
　
と
　
死

一
一
三
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十
一
　
行
為
の
結
果

　
英
雄
的
行
為
が
開
く
慢
界
は
創
造
的
生
の
自
発
的
主
体
性
の
開
か
し
め
た
世
界
で
も
あ
る
。
創
造
的
生
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
個
体
が
無

意
味
で
あ
る
限
り
、
こ
の
「
行
為
」
f
こ
れ
を
個
人
的
行
為
と
す
る
な
ら
一
は
、
あ
く
ま
で
も
当
の
個
体
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
結
果
（
あ
る
い
は
成
果
）
の
同
時
代
者
た
る
こ
と
へ
の
断
念
を
迫
る
だ
ろ
う
。
結
果
の
措
定
は
進
化
の
停
止
、
つ
ま
り
生
の
停
慮
（
つ

ま
り
死
）
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
レ
ア
リ
テ
と
は
「
進
化
の
結
果
で
は
な
く
進
化
そ
の
も
の
」
（
図
O
。
。
8
既

出
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
多
く
の
「
世
代
」
を
必
要
と
す
る
。
物
質
性
を
纏
っ
た
生
と
は
、
畢
寛
〈
下
降
の
な
か
に
お
け

る
上
昇
〉
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
徹
頭
徹
尾
「
有
限
」
な
存
在
で
あ
る
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
こ
の
創
造
的
進
化
的
生
の
主
体
性
が
先
の
直
観
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
脈
打
つ
限
り
、
結
局
は
、
最
微
視
的
な
水
準
（
直
観
）
か
ら
最

臨
視
的
な
水
準
（
進
化
叢
生
）
に
至
る
全
段
階
が
共
時
的
に
演
ず
る
生
命
の
果
て
し
無
い
進
化
の
途
上
で
、
当
の
生
が
自
ら
の
通
時
的
な

無
限
の
進
行
の
何
処
か
で
「
停
止
噛
す
る
や
否
や
、
そ
の
時
点
に
至
る
全
過
去
が
、
そ
の
地
点
で
停
止
し
て
い
る
生
1
つ
ま
り
「
種
」

や
「
個
」
と
し
て
己
を
限
定
し
て
い
る
生
一
の
辿
っ
た
過
程
と
見
倣
さ
れ
る
。
加
え
て
、
そ
の
時
点
そ
の
地
点
に
お
い
て
「
旋
回
」
し

て
い
る
‘
「
限
定
さ
れ
た
生
」
（
国
0
8
⑩
既
出
）
そ
の
も
の
が
、
こ
の
過
程
の
「
結
果
」
だ
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
レ
ア
リ
テ
た

る
生
の
水
準
（
微
視
的
…
巨
視
的
）
に
お
け
る
「
共
時
的
扁
（
あ
る
い
は
「
構
造
論
的
」
）
次
元
で
の
限
定
と
、
こ
の
生
の
無
限
の
進
行
に

お
け
る
「
通
時
的
」
（
あ
る
い
は
「
発
生
論
的
」
）
次
元
で
の
限
定
と
は
、
共
に
種
や
個
体
を
形
成
す
る
同
「
の
自
已
保
存
的
限
定
の
両
側

面
と
な
る
。
こ
の
時
、
こ
の
「
限
定
さ
れ
た
生
」
は
、
自
ら
を
種
的
存
在
と
見
倣
そ
う
が
個
的
存
在
と
見
敬
そ
う
が
、
も
は
や
進
化
的
生

の
〈
外
〉
に
お
り
、
つ
い
先
程
ま
で
自
分
自
身
で
あ
っ
た
当
の
進
化
を
客
観
的
な
出
来
事
と
し
て
自
己
の
外
部
に
対
象
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
限
定
さ
れ
た
生
は
、
次
に
は
自
ず
と
自
分
自
身
を
も
っ
て
歴
史
の
一
切
の
帰
趨
の
向
か
う
先
だ
と
考
え
る
に
至
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
先
に
述
べ
た
「
回
顧
」
で
あ
っ
た
。



　
英
雄
的
行
為
が
進
化
の
真
の
「
部
分
扁
で
あ
る
限
り
、
こ
の
行
為
は
「
な
さ
れ
た
行
為
」
で
は
な
く
常
に
「
進
行
中
の
行
為
」
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
成
就
す
る
時
は
「
流
れ
た
時
」
で
は
な
く
常
に
「
流
れ
つ
つ
あ
る
時
」
で
あ
る
。
こ
の
行
為
や
時
は
結
果
か

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ら
の
演
繹
を
拒
絶
し
、
こ
の
種
の
転
倒
を
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
は
ど
こ
ま
で
も
退
け
た
。
そ
も
そ
も
我
々
の
知
る
「
英
雄
」
は
後
の
歴
史
家

が
「
回
顧
的
」
に
措
定
す
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
「
回
顧
の
論
理
」
（
既
出
）
に
冷
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の
否
定
的
態
度
は
、

英
…
雄
的
行
為
の
真
の
理
解
の
た
め
に
は
我
々
自
身
が
ま
さ
に
こ
う
し
た
行
為
の
当
事
者
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
秘
か
に
要
求
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
既
に
我
々
は
次
の
よ
う
な
形
で
述
べ
て
お
い
た
。
「
欲
す
る
こ
と
は
欲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
欲
し
得
な

い
」
。
人
類
は
今
「
欲
す
る
」
こ
と
が
、
そ
し
て
「
選
択
す
る
」
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
見
全
て
を
「
欲
し
」
全
て
を
「
選

択
す
る
」
か
に
見
え
る
現
代
の
技
術
文
明
は
、
実
は
何
も
「
欲
し
て
」
い
な
い
こ
と
の
、
そ
し
て
何
も
「
選
ん
で
」
い
な
い
こ
と
の
裏
返

し
で
し
か
な
い
。

十
二
　
結

び

　
生
一
般
に
基
づ
く
自
発
的
主
体
的
行
為
は
、
先
の
行
動
能
力
の
「
大
小
」
に
応
じ
て
、
そ
れ
自
身
常
に
「
程
度
を
許
す
」
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
程
度
を
許
す
主
体
的
自
由
を
語
る
ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
哲
学
全
体
を
貫
く
独
特
な
調
子
そ
の
も
の
が
、
当
の
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
自
体

・
或
る
特
定
の
行
動
能
力
（
ま
た
は
特
定
の
「
自
由
度
」
お
よ
び
「
緊
張
度
」
）
の
上
に
立
つ
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
行
動

能
力
は
無
限
で
は
な
く
有
限
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
「
（
生
の
）
有
限
性
」
を
如
何
に
緻
密
に
記
述
し
得
る
か

に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
身
の
「
単
純
な
思
惟
」
を
通
じ
た
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
中
で
こ
の
有
限
性
を
実
際
に
「
演
ず
る
」
こ
と
の
内
に
、

当
の
有
限
性
そ
の
も
の
の
積
極
的
な
側
面
を
見
出
す
こ
と
の
方
を
選
ん
だ
。
そ
の
成
功
、
不
成
功
は
後
の
者
に
託
さ
れ
る
他
は
な
い
。
哲

学
は
多
く
の
人
々
の
努
力
と
多
く
の
時
代
を
要
す
る
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
陸
陸
で
あ
っ
た
。
彼
の
言
う
こ
の
「
哲
学
」
訂
ヨ
σ
3
嘗
ギ

ω凶

ﾏ
¢
Φ
は
、
し
た
が
っ
て
「
生
命
」
の
営
み
そ
の
も
の
の
名
と
な
る
（
℃
竃
b
。
一
ρ
b
。
二
）
。
そ
れ
は
ま
た
「
創
造
的
進
化
」
の
別
の
名
で
も

　
　
　
　
生
と
　
死
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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あ
る
。

　
「
進
化
」
は
現
に
在
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
厳
然
た
る
事
実
は
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
な
い
。
実
際
、
進
化

の
系
統
樹
は
ヒ
ト
を
除
い
た
全
種
が
い
ま
袋
小
路
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
我
々
は
現
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
厳
然

た
る
事
実
は
、
当
の
生
が
も
は
や
「
終
わ
り
つ
つ
あ
る
生
」
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
個
々
の
限
定
さ
れ
た
生
が
限
定

さ
れ
た
生
と
し
て
の
み
己
を
見
る
と
き
、
つ
ま
り
回
顧
す
る
と
き
、
も
は
や
全
体
と
し
て
の
生
も
停
止
し
か
か
っ
て
い
る
。
個
々
の
次
元

で
の
回
顧
が
蔓
延
し
や
が
て
全
体
を
席
巻
し
て
覆
う
と
き
、
生
は
も
は
や
生
だ
る
を
止
め
る
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
生
の
死
で
は
な
い
こ

の
〈
全
体
と
し
て
の
生
の
死
〉
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
が
最
も
恐
れ
た
生
の
終
焉
で
あ
っ
た
。
生
と
死
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
か

ら
の
寄
与
は
今
や
全
て
こ
の
一
事
に
収
敏
す
る
。
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
知
る
誰
も
が
引
用
す
る
『
二
源
泉
』
の
最
後
の
文
章
を
、
や

は
り
こ
こ
で
我
々
も
引
用
し
て
本
論
を
閉
じ
よ
う
。

　
　
　
人
類
は
自
分
の
未
来
が
自
分
次
第
だ
と
い
う
こ
と
を
充
分
に
知
っ
て
は
い
な
い
。
人
類
は
、
先
ず
第
一
に
、
自
分
は
生
き
続
け
よ

　
　
う
と
欲
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
人
類
の
自
問
す
べ
き
は
、
自
分
は
、
た
だ
生
き
て
行
く
こ
と

　
　
し
か
欲
し
て
い
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
他
に
、
神
々
を
作
る
た
め
の
機
械
で
あ
る
宇
宙
の
本
質
的
機
能
が
、
反
抗
的
な
我
々

　
　
の
地
球
上
に
お
い
て
で
さ
え
、
充
分
に
遂
行
さ
れ
る
の
に
必
要
な
努
力
を
提
供
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で

　
　
あ
る
。注

（
1
）
　
こ
こ
で
の
「
類
」
お
よ
び
「
範
疇
に
は
認
識
論
的
な
概
念
で
あ
り
、
「
秩
序
」
お
よ
び
「
レ
ベ
ル
」
は
存
在
論
的
な
概
念
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ

　
ン
の
闘
心
は
認
識
論
的
な
も
の
か
ら
次
第
に
存
在
論
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
た
。
〈
範
購
の
矯
正
〉
も
く
秩
序
の
園
復
〉
も
畢
寛
「
蒔
間
」
と
「
空

　
聞
」
と
の
適
正
な
区
別
に
帰
着
す
る
な
ら
、
か
か
る
操
作
に
際
し
て
は
、
前
も
っ
て
、
自
ら
の
「
生
蛙
時
間
」
と
い
う
「
レ
ア
リ
テ
」
を
生
き
る
こ



　
と
を
通
じ
て
、
「
時
間
で
な
い
も
の
」
と
し
て
の
空
間
的
要
素
の
当
の
「
レ
ア
リ
テ
」
へ
の
混
入
が
既
に
見
出
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
。

（
2
）
　
こ
の
考
え
に
対
し
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
本
来
的
実
存
」
の
よ
う
に
、
死
を
も
っ
て
個
体
（
実
存
的
単
独
者
）
を
規
定
す
る
立
場
が

　
あ
る
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
個
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
死
が
考
え
ら
れ
る
の
で
ば
な
く
、
「
死
を
死
と
し
て
能
く
す
る
」
と
い
う
意

　
味
で
の
「
死
に
得
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
死
へ
の
存
在
」
た
る
人
間
は
初
め
て
そ
れ
と
し
て
個
人
と
し
て
成
就
す
る
、
と
さ
れ
る
（
窯
・
国
Φ
罷
①
o
q
－

　
ぴ
q
Φ
び
⑦
戴
蕊
§
栽
N
鳳
き
鑑
餌
×
Z
一
Φ
ヨ
塁
①
び
お
ト
。
コ
誌
●
〉
ら
二
H
㊤
認
》
ψ
b
。
認
h
二
二
ρ
N
①
①
）
。
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
実
的
生
」
及
び

　
「
事
実
的
実
存
」
の
可
能
・
制
約
と
し
て
の
死
の
概
念
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
に
お
け
る
死
の
概
念
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
受
容
と
創
造

　
ー
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」
（
『
哲
学
』
四
二
号
、
日
本
哲
学
会
編
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
　
個
と
し
て
の
人
間
の
特
権
性
は
本
論
六
節
の
「
英
雄
」
の
箇
所
で
述
べ
た
。
種
と
し
て
の
人
間
の
特
権
性
に
つ
い
て
は
次
の
箇
所
を
引
用
し
て

　
お
く
。
「
人
間
は
あ
る
意
味
で
、
生
の
有
機
化
の
働
き
の
存
在
理
由
で
あ
る
」
（
ζ
幻
H
Q
。
①
）
。
な
お
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
七
節
の
知
性
論
を

　
以
て
筆
老
の
見
解
と
し
た
い
。

（
4
）
注
（
2
）
（
3
）
参
照
。

（
5
）
　
『
ヨ
ハ
ネ
伝
』
一
一
章
四
四
節
、
。
剛
．
『
マ
ル
コ
伝
』
五
章
四
二
節
、
『
ル
カ
伝
』
七
章
一
五
節
。

（
6
）
　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ビ
ッ
チ
は
後
者
の
二
元
性
を
「
事
象
に
お
け
る
一
元
論
、
傾
向
に
お
け
る
二
元
論
」
と
表
現
す
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
不
十
分
で

　
あ
る
（
＜
冨
象
ヨ
貯
冒
P
犀
傘
曾
津
。
貫
惑
嵩
識
防
ミ
頓
尊
。
o
誤
勺
¢
閃
”
お
α
⑩
鳩
邦
訳
『
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ソ
隔
二
三
六
頁
）
。

（
7
）
、
。
。
審
3
ヨ
Φ
紆
泳
欲
お
コ
8
、
（
同
書
邦
訳
三
〇
〇
頁
参
照
）
。

（
8
）
　
こ
こ
で
の
「
努
力
」
と
「
楽
観
性
」
と
の
対
比
関
係
に
は
、
ジ
ャ
ン
・
グ
ル
ニ
エ
に
よ
る
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ソ
か
ら
の
次
の
引
用
が
参
考
に
な
る
。

　
「
（
乗
馬
の
際
）
連
続
し
た
一
連
の
努
力
が
ほ
と
ん
ど
瞬
間
的
に
一
つ
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
、
そ
れ
は
私
に
し
な
や
か
さ
ω
o
⊆
筥
①
ω
ω
Φ
と
容
易
さ

　
9
誠
信
。
琴
①
と
、
プ
ラ
ス
・
ケ
ル
ク
シ
ョ
ー
ズ
を
与
え
た
」
。
瞥
冨
磐
O
登
簿
o
P
b
貯
、
o
偽
§
恥
§
§
ミ
．
㌧
o
a
鷺
、
．
極
度
の
緊
張
状
態
か
ら
「
無
心

　
の
信
頼
」
へ
と
心
が
転
じ
た
と
き
の
、
こ
う
し
た
あ
る
種
の
「
絶
対
感
」
は
、
生
が
自
分
自
身
と
一
体
と
な
っ
た
と
き
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
単
純

　
性
」
を
一
部
反
映
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ビ
ッ
チ
は
同
じ
こ
と
を
、
「
終
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
自
発
性
」
と
蓑
現
し
て
い
る
。

（
9
）
　
冒
ぞ
霧
（
個
人
的
）
な
生
は
、
生
一
般
の
震
署
p
甑
。
（
欠
如
）
で
も
あ
る
。
ま
た
「
呼
び
声
」
そ
の
も
の
の
内
実
は
、
当
の
声
に
一
そ
う
と

生
　
と
　
死

一
一
七



哲
学
研
ぬ
九
　
第
五
百
六
十
一
号

一
一
八

　
は
気
付
か
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
・
一
1
促
さ
れ
つ
つ
あ
る
行
為
の
内
に
「
行
為
自
覚
的
」
（
田
辺
）
な
仕
方
で
し
か
顕
現
し
な
い
。
か
か
る
「
声
」
は
こ
れ

　
を
聴
く
者
の
行
為
を
最
も
個
性
的
な
行
為
た
ら
し
め
、
個
性
的
た
ら
し
め
る
仕
方
で
こ
れ
に
】
つ
の
普
遍
性
の
次
元
を
与
え
る
。
こ
う
し
た
事
情
に

　
関
し
て
は
拙
論
「
生
の
情
念
と
死
の
思
惟
」
（
『
実
存
思
想
論
集
K
』
実
存
思
想
協
会
編
）
で
、
ひ
と
を
し
て
そ
の
「
心
を
も
は
や
逆
ら
お
う
と
欲
し

　
な
い
傾
向
」
の
内
に
あ
ら
し
め
る
「
情
念
の
呼
吸
」
と
い
う
視
点
か
ら
述
べ
た
。

（
1
0
）
　
前
掲
書
邦
訳
『
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ソ
』
二
三
〇
、
二
四
一
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
知
性
を
「
事
象
か
ら
身
を
引
き
離
す
」
能
力
と
す
る
な
ら
、
本
能
も
直
観
も
共
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
「
事
象
と
噸
体
と
な
る
」
能
力
で

　
あ
る
。
し
か
し
本
能
が
常
に
同
じ
こ
と
の
永
遠
の
反
復
（
例
え
ば
蜘
蛛
の
巣
作
り
）
に
止
ま
り
、
そ
の
意
味
で
自
己
保
存
に
終
姶
す
る
の
に
対
し
て
、

　
直
観
は
、
そ
れ
自
身
、
綱
的
自
己
を
否
定
す
る
現
実
の
作
用
と
し
て
、
「
生
命
そ
の
も
の
」
（
閃
O
卜
。
の
。
。
）
を
反
映
す
る
。

（
1
2
）
　
E
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
「
己
の
行
為
の
結
果
の
同
時
代
者
た
る
こ
と
へ
の
断
念
」
（
。
隔
．
国
・
い
曾
貯
器
”
び
p
鍵
，
。
8
儀
ω
一
．
磐
㌶
。
曽
肉
鵠
§
・

　
6
0
§
、
§
駄
N
、
§
ミ
§
亀
ミ
象
き
へ
旨
ミ
N
ミ
驚
臨
§
肉
偽
鳴
き
く
ユ
許
む
。
。
b
。
”
や
お
O
h
匿
）
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
的
「
復
帰
」
と
同
次
元
で
思
惟
す
る
の

　
は
注
意
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
「
全
て
が
自
己
（
つ
ま
り
存
在
）
へ
と
図
帰
す
る
」
あ
り
方
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の

　
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
復
帰
は
、
お
そ
ら
く
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
す
る
な
ら
、
彼
の
言
う
「
享
受
」
冒
缶
ω
。
。
§
o
Φ
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ

　
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
享
受
は
、
感
覚
の
次
元
で
の
脱
自
を
瞬
間
的
に
実
現
す
る
反
颪
、
最
終
的
に
は
自
己
へ
の
回
帰
に
終
わ
る
も
の
で
あ
る
（
。
捗

　
彰
び
σ
〈
ぎ
帥
9
卜
鴨
、
§
愚
⇔
ミ
、
、
ミ
へ
壁
魯
や
α
ω
h
．
）
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
で
見
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
復
帰
」
は
単
な
る
自
己
（
つ
ま
り

　
生
）
へ
の
飼
帰
で
は
な
い
。

（
1
3
）
注
（
⑫
）
参
照
。
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筆
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ultime．　En　conclusion　nous　consid6rons　la　port6e　de　la　reconquete　du

Cogito　a　travers　1’interpr6tation．

　　　　　　　　　La　vie　et

Une　contribution

La

par

mort

Bergsonisme

pαrKiyoshi　TOSHIMA
maitre　de　conf6rences

ノ

Ecole　nationale　sup6rieure

de　technolog呈e　Fukui

　　Dans　son　“Essai　sur　les　donn6es　imm6diates　de　la　conscience”　H．　Bergson

a　choisi　d’abord，　pour　6prouver　sa　methode，　！e　probleme　de　la　liberte．　Par

la　meme　il　se　replace　dans　Ie舳x　de　Ia　vie　i撹6r1eure．　Sa　m6thode，　c’est　de

poser　les　conditions　g6n6ra1es　de　1’observation　directe，　imm6diate，　de　soi　Par

soi．　Cette　observation　interne　est　fauss6e　par　！es　habitudes　que　nous　avons

contract6es．　L’alteration　principale　est　sans　doute　celle　qui　a　cr66　le　pro－

bleme　de　la　libert6，　一un　Pseudo－Probleme，　n6　d’une　confusion　de　la　duree

avec　1’etendue．

　　D’un　autre　c6t6，　1’hgroi’sme　en　“Les　deux　sources　de　la　morale　et　de　la

religion”　est，　lui－meme，　retour　au　mouvement，　et　il　6mane　d’une　emotion
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛

　　　　communicative　comme　toute　emotion－apparent6e　a　Yacte　createur．

Or，　〈il　faut　distingtter　deux　especes　d’6motion＞，　dit　Bergson　en　“Les　deux

sources”．　Deux　especes　d’emotion；　c’est　1’emotion　infra－intellectuelle　d’une

part　et　6motion　supra－intellectuelle　d’autre　part．　Dan　la　premiere，　1’6motion

est　cons6cutive　a　une　id6e　ou　a　une　image　repr6sent6e．　C’est　1’agitation　de　la

sensibilit6　par　une　repr6sentation　issue　d’une　soci6te　qui　ne　vise　qu’a　se　con－

server．　Mais　1’autre　emotion　n’est　pas　d6termin6e　par　une　repr6sentation．

Par　rapport　aux　etats　de　cette　repr6sentation，　ce　n’est　pas　un　effet　mais　une

cause．　C’est　un　sentiment　de　lib6ration　de　la　vie．　Et　＜＜1’ame　ainsi　liber6e

4



declarera　1’obstacle　mat6riel　inexistant＞＞，　dit　Bergson，　En　Bergsonisme

l’obstacle　mat6riel，　c’est　vraiment　un　pseudo－probleme，　ne　d’arret　de　ia　vie

en　elle－m6me．

　　L’objet　de　eet　artiele　est　d’examiner　le　probleme　de　1’obstacle　mat6riel

de　la　vie　comme　un　pseudo－probleme，　autrement　dit，　d’examiner　le　pro－

bleme　de　la　mort　comme　un　pseudo－probleme　en　Bergsonisme．
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